
　
み
な
さ
ん
は
、
幕
末
と
聞
い
て
何
を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
？
ペ
リ
ー
来
航

に
象
徴
さ
れ
る
外
患
や
、
そ
れ
に
連
動
す
る
国
内
情
勢
の
変
動
…
尊
皇
攘じ

ょ
う
い夷

・
内
憂
外

患
と
日
本
が
開
国
か
ら
明
治
維
新
へ
む
か
う
激
動
の
時
代
で
す
。
そ
ん
な
中
、
こ
の
宇

摩
地
域
に
お
い
て
も
喧け

ん

そ

う騒
の
時
代
を
迎
え
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
宇
摩
地
域
に
巻
き
起

こ
っ
た
農
兵
や
鉄
砲
隊
、
台
場
建
設
と
い
う
印
象
的
な
ト
ピ
ッ
ク
ス
は
、
当
時
の
全
国

的
事
象
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
他
の
事
案
と
比
較
し
て
も
独
自
の
変
遷
を
見
せ
る
と
と

も
に
、
当
地
域
が
持
つ
重
要
性
や
課
題
も
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
し
た
。

宇
摩
地
域
に
お
け
る
農
兵
を
巡
っ
て

■
農
兵
と
は
な
に
か
？　

　

こ
こ
で
い
う
農
兵
と
は
、
幕
末
期
に
お

い
て
全
国
各
地
の
農
村
で
組
織
さ
れ
た
農

民
に
よ
る
兵
隊
を
指
し
ま
す
。「
兵
農
分

離
」、
武
士
が
軍
事
の
専
門
を
担
い
、
そ
の

他
の
階
層
の
非
武
装
化
を
合
理
化
す
る
こ

の
考
え
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
国
の
根

本
を
な
す
も
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
幕

末
期
に
お
け
る
時
代
の
趨す

う
せ
い勢

は
、
こ
う
し

た
理
念
や
身
分
制
度
を
形け

い
が
い骸

化
さ
せ
て
い

く
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
す
。
農
兵
は
、

異
国
船
に
対
応
す
る
た
め
の
海
岸
防
備
や
、

世
直
し
一
揆
へ
の
対
応
（
治
安
維
持
）
な

ど
の
機
能
を
担
っ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま

す
が
、
こ
れ
ら
は
、
従
来
の
支
配
シ
ス
テ

ム
を
為
政
者
が
自
ら
壊
し
て
い
く
過
程
で

も
あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
時
代
は
そ
う
し

な
け
れ
ば
乗
り
切
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た

■
動
員
の
実
態

　

文
久
３
年
（
１
８
６
３
年
）
10

月
、
実
際
に
動
員
が
開
始
さ
れ
、
住
民

２
万
２
５
７
８
人
の
う
ち
１
０
１
７
人
が

川
之
江
陣
屋
と
天
満
村
に
集
め
ら
れ
ま
し

た
。
鉄
砲
２
０
０
挺ち

ょ
う

を
主
要
武
器
と
し
た

宇
摩
の
農
兵
は
、
統
一
性
の
な
い
集
団
で

は
あ
り
ま
し
た
が
、
幕
府
領
に
お
け
る
農

兵
先
進
地
で
あ
っ
た
伊
豆
江
川
代
官
所
と

比
較
し
て
も
、
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
り
、
計

画
か
ら
実
行
ま
で
の
期
間
の
短
さ
や
動
員

の
割
合
も
踏
ま
え
る
と
、
注
目
す
べ
き
実

態
を
有
し
て
い
ま
し
た
。

外
患
か
ら
内
憂
へ

■
砲ほ

う
じ
ゅ
う
し
ゃ
て
き
じ
ゅ
う
た
い

銃
射
擲
銃
隊
へ
の
発
展

　

輪
番
制
に
よ
る
業
務
従
事
な
ど
、
恒
常

的
な
存
在
と
し
て
運
用
さ
れ
始
め
た
宇
摩

の
農
兵
は
、
海
防
の
必
要
性
は
薄
れ
た
も

の
の
、
移
り
変
わ
る
国
内
情
勢
と
も
連
動

す
る
こ
と
で
、
慶
応
２
年
（
１
８
６
６
年
）

砲
銃
射
擲
銃
隊
と
し
て
本
格
的
に
組
織
化

が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
司
令
士
・

大
砲
方
・
銃
兵
な
ど
を
備
え
た
、
約
30
人

規
模
の
四
小
隊
（
後
に
三
小
隊
）
へ
と
再

編
成
さ
れ
ま
し
た
。
少
数
精
鋭
化
さ
れ
た

銃
隊
は
、
調
練
も
重
ね
な
が
ら
領
内
の
治

安
維
持
機
能
を
担
っ
て
い
き
ま
し
た
。
別

子
銅
山
で
の
騒
動
に
際
し
て
、
部
隊
内
の

銃
兵
が
動
員
さ
れ
る
な
ど
し
な
が
ら
、
砲

銃
射
擲
銃
隊
は
明
治
３
年
（
１
８
７
０
年
）

ま
で
存
続
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

躍
動
す
る
庶
民
と
地
域
力

■
宇
摩
の
農
兵
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

　

宇
摩
の
農
兵
の
推
移
を
読
み
解
く
と
、

当
時
の
緊
迫
し
た
世
情
と
と
も
に
、
人
的

に
も
経
済
的
に
も
住
民
の
自
立
運
営
に
近

か
っ
た
政
策
の
実
態
が
分
か
る
だ
け
で
な

く
、
そ
の
背
景
に
は
、
船ふ

な
か
せ稼
ぎ
や
商
家
を

中
心
と
し
た
領
内
の
経
済
構
造
、
窮
民
救

済
な
ど
村
体
維
持
へ
の
取
り
組
み
や
共
同

体
意
識
の
醸
成
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
こ
の
こ
と
が
実
施
と
運
用
を
可
能

に
し
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
で

し
ょ
う
。

　

類
似
の
事
案
は
周
辺
地
域
に
も
多
く
見

ら
れ
ま
す
が
、
大
名
の
在
所
と
し
て
領
国

的
な
権
力
集
中
を
行
い
得
た
諸
藩
の
周
辺

海
防
政
策
の
中
で

■
宇
摩
地
域
に
お
け
る
農
兵
の
導
入

　

江
戸
時
代
の
後
半
、
宇
摩
地
域
は
51
か

村
に
分
け
ら
れ
、幕
府
領
（
松
山
藩
預あ

ず
か
り
ど
こ
ろ
所
）、

今
治
藩
領
、
西
条
藩
領
が
入
り
乱
れ
る
複

雑
な
支
配
体
制
が
執
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
当
地
域
が
持
つ
政
治
的
・

地
理
的
特
色
と
と
も
に
、
別
子
銅
山
の
運

営
な
ど
と
も
深
く
関
わ
る
も
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
地
域
性
を
踏
ま
え
、
宇
摩
地

域
（
一
部
新
居
郡
含
む
）
で
も
、
川
之
江

陣
屋
を
中
心
と
し
た
幕
府
領
（
松
山
藩
預

所
）
に
お
い
て
、
こ
の
農
兵
が
動
員
さ
れ

た
の
で
す
。「
何い

つ時
何
ガ
近
ク
ノ
海
岸
ヘ
渡

来　

異
変
之こ

れ

有
ル
程
モ
図
リ
難が

た

ク
」「
土ど

ち
ゃ
く着

ノ
士し

の
う
へ
い
ら
あ
い
も
ち

農
兵
等
相
用
イ　

永
久
ノ
備
ヘ
相あ

い

立

テ
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
海
岸
線
に
面
し

た
宇
摩
地
域
の
防
御
の
た
め
に
、
農
兵
を

整
備
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

ま
た
、
川
之
江
城
山
付
近
へ
の
台
場
建
設

（
今
治
藩
も
旧
三
島
港
側
へ
建
設
）
も
、
一

連
の
政
策
的
判
断
と
言
え
ま
す
。
一
方
で
、

「
偏へ

ん

ち地
ノ
儀
間
ニ
合
イ
之
無
ク
」
と
も
あ
る

よ
う
に
、
宇
摩
地
域
が
松
山
な
ど
の
主
要

地
か
ら
遠
方
に
あ
る
た
め
、
緊
急
時
の
対

応
が
か
な
わ
な
い
こ
と
も
動
員
の
事
由
に

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
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と
、
特
異
性
を
有
し
な
が
ら
大
名
配
置
の

無
い
遠
隔
地
で
あ
り
、
権
力
集
中
を
行
い

得
な
か
っ
た
宇
摩
地
域
と
の
違
い
や
課
題

も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
実
際
に
多
く
を
負
担
し
、
慣

れ
な
い
銃
を
担
い
で
任
務
に
従
事
し
た
の

は
宇
摩
の
庶
民
た
ち
で
し
た
。
そ
こ
に
幕

末
期
宇
摩
郡
に
お
け
る
一
連
の
喧
騒
を
通

じ
た
、
躍
動
す
る
庶
民
と
宇
摩
の
地
域
力

の
一
端
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
「
農
兵
」

と
い
う
言
葉
が
定
義
さ
れ
る
こ
と
自
体
が

特
異
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で

す
。

銃隊のイメージ

農兵の取り立てを伝える文久 3年 9月付け文書

問
い
合
わ
せ
先

　

文
化
振
興
課　

28
・
６
０
４
３


