
開
国
へ
の
道 

３ 
会
津
藩
の
警
備 

  

文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
二
月
、
幕
府
は
白
河
・
会
津
の
両
藩

に
江
戸
湾
警
備
を
命
じ
た
。
実
は
こ
の
当
時
は
江
戸
湾
と
い
う
呼

び
方
は
な
く
、
幕
府
の
命
令
書
に
は
「
異
国
船
漂
流
手
当
の
た
め
、

相
州
浦
賀
近
海
及
び
安
房
、
上
総
浦
々
へ
大
筒
台
場
取
立
」
と
い

う
表
現
で
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
現
在
で
は
高
校
の
教
科
書
の
記
述
に
も
「
江
戸
湾
警

備
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
の
で
、
歴
史
用
語
と
し
て
「
江
戸
湾
」

と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。 

 

三
浦
半
島
の
村
は
会
津
藩
領
に
な
っ
た 

 

三
浦
半
島
の
村
々
は
旗
本
領
や
大
名
領
が
大
部
分
を
占
め
て
い

た
が
、
あ
ま
り
大
き
な
領
地
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
大
名
や
旗

本
に
と
っ
て
も
重
要
な
領
地
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
、

自
然
環
境
の
豊
か
さ
も
あ
り
、
比
較
的
恵
ま
れ
た
生
活
を
お
く
っ

て
い
る
農
漁
民
た
ち
で
あ
っ
た
。 

 

そ
れ
が
会
津
藩
が
来
る
と
東
西
の
浦
賀
と
三
崎
、
佐
原
村
、
久

村
以
外
の
三
浦
半
島
の
七
十
四
ヵ
村
と
鎌
倉
郡
の
二
十
ヵ
村
を
加

え
た
村
高
二
万
八
千
石
余
が
会
津
藩
の
領
地
と
な
っ
た
。 

 

会
津
藩
領
に
な
っ
た
三
浦
半
島
の
人
々
に
は
今
ま
で
と
は
違
う

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
待
ち
受
け
て
い
た
。 

 

会
津
か
ら
三
浦
半
島
へ
の
移
動
が
一
段
落
し
た
文
化
八
年
秋
に

は
、
会
津
藩
の
家
老
・
西
郷
頼
母
が
海
防
の
要
害
を
巡
見
し
、
ま

た
新
領
地
の
民
情
・
村
勢
を
点
検
に
や
っ
て
き
た
。
翌
年
も
家
老
・

北
原
采
女
が
領
内
を
巡
見
し
て
、
会
津
藩
主
の
意
向
を
触
れ
て
歩

い
た
。
こ
う
し
た
藩
の
重
役
の
領
内
巡
見
費
用
は
す
べ
て
領
民
に

課
せ
ら
れ
た
。 

 

ま
た
、
文
化
十
三
（
一
八
一
六
）
年
に
は
、
藩
主
松
平
容
衆
が

京
都
所
司
代
を
命
ぜ
ら
れ
、
三
浦
半
島
の
領
地
に
は
二
千
両
の
分

担
金
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
領
民
た
ち
は
負
担
が
大
き
す
ぎ
る
と
上
納

金
の
免
除
を
訴
え
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
し
か
た
な
く
二
年
賦

で
上
納
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
文
政
二
（
一
八
一
九
）
年
、
藩
主
容
衆
と
十
一
代
将

軍
家
斉
の
息
女
・
元
姫
と
の
婚
礼
が
決
ま
り
、
婚
礼
費
用
六
万
両

の
う
ち
、
十
分
の
一
の
六
千
両
を
三
浦
半
島
で
の
分
担
と
し
た
。 

 

さ
す
が
に
こ
の
金
額
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
軽

減
を
求
め
て
い
る
間
に
会
津
藩
は
江
戸
湾
警
備
の
任
が
解
か
れ
、



三
浦
半
島
の
人
々
が
負
担
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
次
か
ら
次
へ
と
、
本
年
貢
の
他
の
負
担
が
大
き
く

な
っ
て
き
た
の
で
、
領
民
の
中
に
は
土
地
を
離
れ
る
者
が
出
て
き

た
。 

 

も
う
ひ
と
つ
の
役
目 

 

会
津
藩
の
領
地
に
な
っ
た
村
々
に
は
、
上
記
の
年
貢
や
金
銭
的

な
負
担
の
他
に
、
江
戸
湾
警
備
を
手
伝
う
役
目
が
あ
っ
た
。
こ
れ

は
領
地
と
な
っ
た
村
す
べ
て
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
八
石
八
斗

に
一
人
の
割
合
で
労
働
力
を
提
供
す
る
使
役
で
あ
っ
た
。
例
え
ば

横
須
賀
村
は
村
高
（
村
中
の
土
地
す
べ
て
で
お
米
を
生
産
し
た
時

の
収
獲
高
を
い
う
）
二
百
五
十
六
石
八
斗
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を

八
石
八
斗
で
割
る
と
二
十
九
人
の
十
五
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
の
男

性
を
手
伝
い
に
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
手
伝
い
、
会
津
藩
が
三

浦
半
島
に
置
い
た
鴨
居
と
三
崎
の
二
つ
の
陣
屋
ど
ち
ら
か
あ
ら
か

じ
め
決
め
ら
れ
た
陣
屋
へ
駆
け
つ
け
る
こ
と
か
ら
「
駈
着
（
か
け

つ
け
）
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。 

 

さ
ら
に
漁
村
に
は
船
の
出
動
も
要
請
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

船
は
軍
船
と
し
て
使
わ
れ
た
。
船
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
即
、
生
活

に
影
響
が
で
る
こ
と
な
の
で
、
船
乗
り
に
は
船
を
出
し
た
日
は
、

一
日
に
付
き
三
百
文
の
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
実
際
に
は
年
間
で
二
百
文
し
か
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、

こ
れ
以
後
船
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
願
書
が
提
出
さ
れ

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
（
了
） 


