
は
ま
ぐ
り
ご
も
ん
の
へ
ん
と
ど
ん
ど
ん
や
け

蛤
御
門
の
変
と
ど
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ん
焼
け

25
知
る

■
ど
ん
な
事
件

蛤

御

門
の
変
は
、
禁
門
の
変
・
元
治
甲
子
の
変
と
も
い
い
、
元
治

は
ま
ぐ
り
ご
も
ん

き
ん
も
ん

げ

ん

じ

か

つ

し

元
（
一
八
六
四
）
甲
子
年
に
起
こ
り
ま
し
た
。

き
の
え
ね

前
年
の
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
八
月
十
八
日
の
政
変
で
、
長
州
藩

は
京
都
で
の
地
位
を
失
墜
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
長
州
藩
は
藩
主
父
子

の
名
誉
の
回
復
と
京
都
か
ら
追
放
さ
れ
た
尊
王
攘
夷
派
公
家
七
名
の
赦

免
を
願
い
ま
し
た
が
許
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
翌
年
六
月
五
日
に
は
、
池
田

屋
事
件
で
藩
士
多
数
が
殺
さ
れ

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
長
州

藩
の
勢
力
回
復
を
ね
ら
い
、
三

家
老
（
福
原
越
後
・
国
司
信
濃

く

に

し

し

な

の

・
益
田
右
衛
門
介
）
が
兵
を
率

い
て
上
洛
、
七
月
十
九
日
、
会

津
・
薩
摩
・
幕
府
連
合
軍
と
京

都

御

所

（

正

確

に

は

現

京
都
御
苑

蛤
御
門
・
堺
町
御
門

）

き
よ
う
と
ぎ
よ
え
ん

さ
か
い
ま
ち
ご
も
ん

附
近
で
戦
い
、
長
州
藩
は
敗
北

し
ま
し
た
。

京
都
の
中
心
部
が
激
戦
地
と
な
っ
た
た
め
、
市
中
は
た
ち
ま
ち
猛
炎

、

。

に
包
ま
れ

民
家
や
社
寺
な
ど
を
焼
き
尽
く
す
大
惨
事
と
な
り
ま
し
た

長
州
藩
邸
や
堺
町
御
門
か
ら
出
た
火
が
、
手
の
ほ
ど
こ
し
よ
う
も
な
く

燃
え
広
が
る
あ
り
さ
ま
を
京
都
の
人
た
ち
は｢

ど
ん
ど
ん
焼
け｣

｢

鉄
砲

焼
け｣

な
ど
と
称
し
ま
し
た
。

■
被
害
は
？

戦
い
は
一
日
で
終
り
ま
し
た
が
、
七
月
十
九
日
朝
、
長
州
藩
邸
等
か

ら
出
火
し
た
火
災
に
よ
る

、

、

被
害
は

北
は
丸
太
町
通

、

、

南
は
七
条
通

東
は
寺
町

西
は
東
堀
川
に
至
る
、
現

在
の
中
京
区
・
下
京
区
の

ほ
と
ん
ど
の
地
域
に
及
び

ま
し
た
。
二
十
一
日
に
鎮

火
し
ま
し
た
が
、
八
百
か

町
、
二
万
七
千
世
帯
、
そ

の
ほ
か
土
蔵
や
寺
社
な
ど

が
罹
災
し
ま
し
た
。

名
の
知
ら
れ
た
寺
院
で

は
、
東
本
願
寺
・
本
能
寺

・
六
角
堂
が
焼
失
し
ま
し
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どんどん焼けの焼失範囲を示すかわら版。左が北で，
黒く塗られている所が焼けた範囲です。

蛤御門附近の戦闘を描いたかわら版。



た
。
京
都
御
所
・
二
条
城

・
西
本
願
寺
は
、
火
が
す

ぐ
近
く
ま
で
き
ま
し
た
が

焼
失
は
免
れ
ま
し
た
。
そ

の
被
害
の
範
囲
を
描
い
た

か
わ
ら
版
が
多
く
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

火
災
と
し
て
は
、
天
明

八
（
一
七
八
八
）
年
の
天

明
大
火
に
次
ぐ
大
火
で
し

た
が
、
ど
ん
ど
ん
焼
け
は

幕
末
の
動
乱
期
に
起
き
た

た
め
、
市
中
は
被
害
か
ら

容
易
に
立
ち
直
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
五
年
後
に
は
東
京
遷
都
が
行

わ
れ
、
な
お
い
っ
そ
う
京
都
の
衰
退
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。歩

く
／
見
る

■
蛤
御
門

上
京
区
京
都
御
苑

は
ま
ぐ
り
ご
も
ん

京
都
御
所
を
取
り
巻
く
国
民
公
園
を
京
都
御
苑
と
い
い
、
そ
の
門
は

き
よ
う
と
ぎ
よ
え
ん

九
つ
あ
り
ま
す
。
蛤
御
門
は
烏

丸

通
に
面
し
た
門
で
、
も
と
は

か
ら
す
ま
ど
お
り

新
在
家
門
と
い
い
、
普
段
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
宝
永
五
（
一

し
ん
ざ
い
け
も
ん

七
〇
八
）
年
の
大
火
で
開
門
さ
れ
た
の
で｢

焼
け
て
身
を
あ
く
蛤｣

か
ら

蛤
御
門
と
呼
ば
れ
た
と
伝
え
ま
す
。
し
か
し
、
宝
永
大
火
以
前
か
ら
蛤

御
門
の
名
が
あ

っ
た
と
い
う
説

も
あ
り
ま
す
。

長
州
軍
が
こ

こ
に
主
力
を
集

中
し
て
激
戦
と

な
っ
た
の
で
、

そ
の
戦
い
を
蛤

御
門
の
変
と
も
称
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
も
そ
の
扉
に
当
時
の

弾
痕
が
残
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
現
在
よ
り
も
東
に
あ
り
ま
し

た
。■

長
州
藩
邸
跡

中
京
区
河
原
町
通
御
池
上
る

ち
よ
う
し
ゆ
う
は
ん
て
い
あ
と

毛
利
家
の
長
州
藩
邸
は
、
慶
長
以
来
幕
末
ま
で
、
こ
の
地
に
あ
り
ま

し
た
。
蛤
御
門
の
変
で
は
、
長
州
藩
邸
か
ら
出
た
火
が
町
の
大
半
を
焼

き
尽
く
し
ま
し
た
。

鳥
羽
伏
見
戦
の
後
、
そ
の
焼
け
跡
は
征
東
に
赴
く
長
州
兵
の
調
練
場

と
な
り
ま
し
た
。
明
治
維
新
後
は
官
有
と
な
り
、

府
勧
業
場
・

京
都

画
学
校
な
ど
を
経
て
、
明
治
二

一
年
木
造
洋
式
の
常
盤
ホ
テ
ル
と

十

と

き

わ

ま
し
た
。
明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
に
来
日
し
た
ロ
シ
ア
皇

な
り

太
子
ニ
コ
ラ
イ
も
こ
の
ホ
テ
ル
に
宿
泊
し
、
五
月
十
一
日
に
大
津
で
襲

撃
さ
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
大
津
事
件
で
す
。

明
治
二

八
年
に
京
都
ホ
テ
ル
と
な
り
ま
し
た
。
現
在

京
都
ホ

十

は

テ
ル
オ
ー
ク
ラ
。
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進軍する長州兵と避難する京都の市民(『甲子兵燹
図』より)。

幕
末
の
蛤
御
門
（
図
上
）
と
現
在

の
蛤
御
門
（
右

。）



■
天
龍
寺

右
京
区
嵯
峨
芒
ノ
馬
場
町

て
ん
り
ゆ
う
じ

天
龍
寺
は
、
臨
済
宗
天
龍
寺
派
の
大
本
山
で
、
足
利
尊
氏
が
後
醍
醐

天
皇
の
菩
提
を
弔
う
た
め
創
建
し
ま
し
た
。
京
都
五
山
の
第
一
位
に
列

せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
た
び
た
び
焼
失
し
、
江
戸
時
代
に
復
興
し
ま
し
た

が
、
蛤
御
門
の
変
の
兵
火
に
罹
災
し
ま
し
た
。

元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
六
月
二
十
八
日
、
長
州
軍
は
天
龍
寺
を
宿

舎
お
よ
び
本
陣
と
し
て
利
用
し
ま
し
た
。
七
月
十
九
日
早
朝
、
市
中
に

向
か
っ
て
進
軍
し
、
蛤
御
門
あ
た
り
で
戦
い
敗
れ
ま
し
た
。
翌
日
、
戦

勝
し
た
薩
摩
軍
が
、
長
州
残
党
狩
り
の
た
め
押
し
寄
せ
、
寺
に
火
を
か

け
ま
し
た
。
天
龍
寺
塔
頭
の
弘
源
寺
に
は
、
こ
の
時
に
応
戦
し
た
長
州

藩
士
の
刀
傷
が
残
っ
て
い
ま
す
。

■
六
角
牢
獄
跡

中
京
区
六
角
通
大
宮
西
入
南
側

ろ
つ
か
く
ろ
う
ご
く
あ
と

元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
七
月
二
十
日
、
ど
ん
ど
ん
焼
け
の
火
が
六

角
牢
獄
に
迫
り
ま
し
た
。
牢
に
は
志
士
三
十
三
人
が
収
容
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
火
災
が
迫
り
脱
獄
を
恐
れ
た
幕
府
役
人
に
よ
り
、
午
後
二
時

、

。

頃
か
ら
夕
暮
に
わ
た
り

切
支
丹
牢
東
側
で
全
員
が
斬
首
さ
れ
ま
し
た

き
り
し
た
ん
ろ
う

池
田
屋
事
件
、
生
野
の
変
、
大
和
蜂
起
、
足
利
将
軍
木
像
さ
ら
し
首

い

く

の

事
件
な
ど
に
か
か
わ
っ
た
志
士
で
、
平
野
国
臣
・
長
尾
郁
三
郎
・

ひ

ら

の

く

に

お

み

な

が

お

い
く

さ

ぶ

ろ

う

古
高
俊
太
郎
ら
が
犠
牲
者
と
な
り
ま
し
た
。

ふ
る
た
か
し
ゆ
ん
た
ろ
う

■
六
角
獄
舎
殉
難
志
士
墓

上
京
区
下
立
売
通
御
前
西
入
竹
林
寺

ろ
つ
か
く
ご
く
し
や
じ
ゆ
ん
な
ん
し
し
の
は
か

六
角
牢
獄
で
殺
さ
れ
た
者
の
氏
名
を
刻
ん
だ
慰
霊
碑
が
竹
林
寺
に
建

て
ら
れ
て
い
ま
す

「
元
治
甲
子
元
年
七
月
二
十
日
六
角
獄
舎
殉
難
志

。

士
之
墓
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

（

）

遺
骸
は
処
刑
場
で
あ
っ
た
西
の
仕
置
場

中
京
区
西
ノ
京
円
町
附
近

し

お

き

ば

内
に
埋
葬
さ
れ
た
ま
ま
歳
月
を
経
ま
し
た
が
、
明
治
十
（
一
八
七
七
）

年
、
化
芥
所
（
ご
み
処
理
と
廃
品
回
収
の
施
設
）
と
な
っ
て
い
た
敷
地

け

が

い

し

よ

か
ら
発
掘
さ
れ
た
多
数
の
遺
骨
が
、
竹
林
寺
に
改
葬
さ
れ
ま
し
た
。
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