
             

語
り
と
箏こ

と

・
尺
八

し
ゃ
く
は
ち

に
よ
る
堀ほ

り

直な
お

虎と
ら

の
生
涯 

堀
直
虎
没
後
１
５
０
周
年
・
明
治
１
５
０
年
記
念
事
業 

須坂市立博物館
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幕
末
の
混
乱
期
、

義

に
生
き
た
若
き
藩
主 

堀ほ

り 

直な

お

虎と

ら 

須
坂
藩 

 

代
藩
主 

13 

立藩～廃藩 元和元年（1615）～明治４年（1871） 

立藩石高 １万 2053 石（廃藩時１万 53 石） 

所領地 高井郡 13 ヵ村（須坂・綿内・灰野・野辺・八重村・ 

高梨・坂田・塩川・沼目・小島・小山・日滝・五閑） 

家紋 亀甲に万字 

居城 須坂館（陣屋）※跡地は奥田神社（須坂市常磐町）となる 

 
 

            1836 天保７年 ８月 16 日 直虎、江戸亀井戸下屋敷に生まれる 

1845 弘化２年 ２月 21 日 父直格依願隠居 兄直武が藩主となる 

1853 嘉永６年 ６月 ３日 アメリカ海軍蒸気船(黒船)、浦賀沖に来航 

1854 嘉永７年 ３月 ３日 日米和親条約締結…鎖国体制の終焉 

1856 安政３年 ２月    直虎、兄直武の養子になる 

1858 安政５年 ６月 19 日 日米修好通商条約締結 

   安政の大獄…幕府が反対派を弾圧(～安政６) 

1860 安政７年 ３月 ３日 桜田門外の変…大老井伊直弼が暗殺される 

1861 文久元年 11 月 ６日 兄直武依願隠居 直虎、藩主となる 

  12 月 16 日 直虎、従五位下長門守に任じられる 

  12 月    民蔵の直訴 ～ 国家老一派に切腹を命じる 

1862 文久２年  直虎、内蔵頭に任じられる 

  ８月 ７日 兄直武亡くなる 

1863 文久３年 ９月    直虎、大番頭となる 

   下関戦争(～文久４)、薩英戦争 

1864 文久４年 ２月    直虎、上田藩松平忠固の娘俊と結婚 

 元治元年 ７月 ８日 池田屋事件…新撰組が長州藩などの志士を襲撃 

  ７月 11 日 佐久間象山、京都で暗殺される 

   第一次長州征伐…幕府が長州征討のため出兵 

1866 慶応２年 １月 21 日 薩長同盟 

  ６月    第二次長州征伐…慶応３年１月幕府軍実質敗北 

  12 月 ５日 徳川慶喜が 15 代将軍となる 

1867 慶応３年 ９月 ３日 赤松小三郎、京都で暗殺される 

  10 月 14 日 大政奉還…徳川慶喜が政権を朝廷に返上 

  12 月 ５日 直虎、若年寄兼外国惣奉行に命じられる 

  12 月 ９日 王政復古の大号令…幕府廃絶新政府樹立宣言 

1868 慶応４年 １月 ３日 鳥羽・伏見の戦い(戊辰戦争緒戦) 

  １月 ６日 徳川慶喜、大坂城を密かに脱出 

  １月 14 日 山内豊福夫妻自害する 

  １月 17 日 直虎、江戸城にて自害する 

  ４月 11 日 江戸城無血開城 

  ５月    直虎の弟直明の家督相続が認められる 

  ９月 ８日 明治改元…慶応４年を明治元年とする 

1869 明治２年 ５月 18 日 戊辰戦争終結 
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須
坂
藩は

ん

は
堀ほ

り

直な
お

重し
げ

に
始
ま
り
、
信
州
高
井
郡
須
坂
の
地
一
万
五
十
三
石ご

く

を
所

領

し
ょ
り
ょ
う

と
す
る
小
大

名
。
直な

お

虎と
ら

は
、
こ
の
須
坂
藩
十
一
代
藩
主
堀
直な

お

格た
だ

の
五
男
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
直
虎
は
文
武

ぶ

ん

ぶ

両

道

り
ょ
う
ど
う

に
優
れ
、
幼
い
頃
か
ら
武
道
ば
か
り
で
な
く
、
書
や
学
問
が
大
好
き
な
子
ど
も
で
、
中
国

の
孔こ

う

子し

の
教
え
を
そ
ら
ん
じ
て
い
る
ほ
ど
で
し
た
。
中
で
も
「
仁じ

ん

・
義ぎ

・
礼れ

い

・
智ち

・
信し

ん

」
の
五
つ

の
徳
目

と
く
も
く

を
示
し
た
「
五ご

常
じ
ょ
う

」
の
教
え
は
、
直
虎
の
心
に
深
く
刻
ま
れ
、
そ
の
中
で
も
「
義
」
こ

そ
が
大
切
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
「
義
」
は
「
人
の
道
」
で
あ
り
、
人
の
行
動
と
心
を
正
し
く
導

く
道
理
で
あ
る
、
と
直
虎
は
考
え
て
い
た
の
で
す
。 

 

須
坂
藩
下し

も

屋や

敷し
き

に
は
、
父
直
格
が
、
見
事
に
咲
く
姿
、

潔
い
さ
ぎ
よ

く
散
る
姿
を
好
ん
で
植
え
た
、
た

く
さ
ん
の
桜
の
木
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
桜
の
木
の
も
と
、
剣
術
の
稽け

い

古こ

に
励は

げ

む
直
虎
に
、
父
直

格
は
こ
う
語
っ
て
聞
か
せ
る
の
で
し
た
。 

 

 
 

直
格
「
直
虎
よ
、
戦
は
剣
の
み
に
あ
ら
ず
…
。
剣
は
武
士
の
魂
、
振
る
う
時
は
こ
の
桜
の
よ
う
に

命
も
散
ろ
う
。
そ
れ
も
美
し
い
が
、
剣
を
振
る
わ
ず
役
立
つ
事
が
一
番
な
の
だ
。
そ
の
為

に
心
と
体
を
鍛き

た

え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
真
の
武
道
な
の
だ
。
」 
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嘉か

永え
い

六
年
・
一
八
五
三
年
、
直
虎
十
八
歳
の
年
。
江
戸

え

ど

幕ば
く

府ふ

を
ゆ
る
が
す
大
事
件
が
起
こ
り
ま

す
。
黒
船

く
ろ
ふ
ね

来
航

ら
い
こ
う

。
ペ
リ
ー
率ひ

き

い
る
ア
メ
リ
カ
艦
隊

か
ん
た
い

が
現
れ
、
鎖さ

国こ
く

中
の
日
本
に
開
国
を
迫せ

ま

っ
た
の

で
す
。 

         

 
 

尺
八
「
ド
ン
、
ド
オ
オ
ン
、
ゴ
オ
オ
ン
」 

兵
士
「
な
ん
だ
こ
の
爆
音
は
、
耳
が
裂
け
る
！
」 

 

ま
る
で
「
こ
の
世
の
終
わ
り
」
を
告
げ
る
か
の
よ
う
な
黒
船
の
砲
音
で
し
た
。 

 

こ
の
黒
船
来
航
以
来
、
世
の
中
は
激
し
く
揺
れ
、
幕
府
と
朝

廷

ち
ょ
う
て
い

が
開
国
を
め
ぐ
り
対
立
。 

開
国
反
対
の
朝
廷
側
を
支
持
し
、
外
国
船
を
攻
撃
し
た

長

州

ち
ょ
う
し
ゅ
う

藩
と
薩さ

つ

摩ま

藩
は
、
ど
ち
ら
も 

そ
の
強

大

き
ょ
う
だ
い

な
軍
事
力
の
前
に
敗
北
を
喫き

っ

し
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

国
家
存
続
の
危
機
、
や
が
て
嵐
が
や
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
こ
の
暗
雲

あ
ん
う
ん

た
れ
こ
め
る 

時
期
。
ま
さ
に
幕
末

ば
く
ま
つ

の
混
乱
期
を
前
に
、
直
虎
は
兄
直な

お

武た
け

の
隠い

ん

居き
ょ

に
よ
り
、
二
十
六
歳
に
し
て 

須
坂
藩
堀
家
十
三
代
藩
主
に
な
る
の
で
す
。 
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藩
主
と
な
っ
た
直
虎
に
は
、
江
戸
城
で
生
涯
の
友
が
出
来
ま
し
た
。
土
佐

と

さ

、
山
内

や
ま
う
ち

家
、
新
田

し
ん
で
ん

藩

の
山
内
豊
福

と
よ
よ
し

で
す
。
同
じ
歳
、
同
じ
く
小
藩
の
藩
主
で
あ
り
、
同
じ
境

遇

き
ょ
う
ぐ
う

に
育
ち
、
そ
し
て
同

じ
志
を
持
つ
武
士
で
あ
る
こ
と
を
、
共
に
理
解
し
あ
え
る
無
二

む

に

の
友
と
な
り
ま
し
た
。 

         

 
 

豊
福
「
今
の
ま
ま
で
は
、
と
て
も
諸
外
国
に
太
刀
打

た

ち

う

ち
で
き
る
と
は
思
え
な
い
。
ま
ず
は
軍
制 

改
革
。
武
器
の
洋よ

う

式し
き

化
が
必
要
だ
。
」 

直
虎
「
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
！ 

私
も
軍
制
改
革
を
考
え
て
は
い
る
が
、
そ
の
前
に
財
政
改
革
だ
。 

こ
れ
が
難な

ん

儀ぎ

で
…
」 

 

幕
末
期
、
全
国
諸
藩
の
藩
財
政
は
い
ず
れ
も
多
か
れ
少
な
か
れ
財
政
難
に
み
ま
わ
れ
て
お
り
、

須
坂
藩
も
例
に
も
れ
ず
、
そ
の
財
政
は
大
変
苦
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

直
虎
「
民
の
為
に
も
早
急
に
何
と
か
し
た
い
が
…
こ
の
状
況
で
は
身
を
切
る
よ
う
な
財
政
改
革
が

必
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
…
」 
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直
虎
が
堀
家
の
家か

督と
く

を
継つ

ぎ
、
一
ヶ
月
後
の
十
二
月
、
師
走

し

わ

す

の
凍い

て
つ
く
風
が
吹
く
中
の
こ
と
。 

 
民
蔵
「
堀
直
虎
様
の
御お

駕か

籠ご

と
存
じ
ま
す
！
恐
れ
な
が
ら
お
願
い
が
ご
ざ
い
ま
す
！
こ
の
ま
ま
で

は
我
々
は
死
ぬ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
！
」 

 

須
坂
の
百
姓
・
民
蔵

た
み
ぞ
う

に
よ
る
直じ

き

訴そ

で
し
た
。 

 

こ
の
時
代
、
ど
ん
な
理
由
が
あ
っ
て
も
、
直
訴
は
そ
の
場
で
斬き

ら
れ
て
も
仕
方
の
な
い
こ
と
。

し
か
し
、
直
虎
は
そ
の
直
訴
状
を
受
け
取
り
、
そ
れ
ば
か
り
か
民
蔵
に
食
事
を
取
ら
せ
、
路ろ

銀ぎ
ん

を

渡
し
放
免

ほ
う
め
ん

。 

直
訴
の
内
容
は
、
須
坂
藩
内
に
横
行

お
う
こ
う

す
る
賄わ

い

賂ろ

政
治
で
し
た
。
直
虎
は
早
速
、
信
頼
す
る
家
臣
・

小
林
要
右

よ

う

衛
門

え

も

ん

に
、
須
坂
に
行
っ
て
隠
密

お
ん
み
つ

・
迅
速

じ
ん
そ
く

に
調
査
を
す
る
よ
う
指
示
。 

 
 

十
日
後
、
江
戸
に
戻
っ
た
要
右
衛
門
か
ら
の
報
告
書
に
は
、
見
過
ご
せ
な
い
内
容
が
書
か
れ
て

い
ま
し
た
。 
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信
頼
し
て
い
た
国く

に

家が

老ろ
う

一
派

い

っ

ぱ

に
よ
り
、
賄
賂
や
横

領

お
う
り
ょ
う

、
高こ

う

利り

貸が

し
。
重
い
税
を
課
す
と
と
も

に
、
御ご

用よ
う

金き
ん

の
金
額
に
応
じ
た
役
人
登
用

と
う
よ
う

の
乱
発
な
ど
、
民
を
苦
し
め
る
政
治
が
行
わ
れ
て
い
た

の
で
す
。 

 直
虎
「
国
家
老
一
派
を
厳
罰

げ
ん
ば
つ

に
処
す
。
た
だ
し
、
す
ぐ
に
処
刑
し
て
は
な
ら
ぬ
。
罪
の
重
さ
を
十

分
に
思
い
知
ら
せ
る
の
だ
！
」 

 

す
ぐ
さ
ま
国
家
老
一
派
は
捉と

ら

え
ら
れ
公
開
処
刑
の
場
へ
。 

し
か
し
、
今
ま
さ
に
処
刑
と
な
る
そ
の
時
、
僧
侶

そ
う
り
ょ

か
ら
袈
裟

け

さ

が
投
げ
掛
け
ら
れ
、
処
刑
は
留と

ど

め

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
れ
は
直
虎
の
計
ら
い
と
思
わ
れ
、
命
を
重
ん
じ
る
直
虎
が
、
罪
人
に
正
し
い
道
を
諭さ

と

す
為
に

対
処
し
た
も
の
で
し
た
。 
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こ
の
国
家
老
一
派
の
処
罰
に
よ
り
、
財
政
改
革
を
前
進
さ
せ
た
直
虎
は
、
続
い
て
軍
制
改
革
に

着
手
。
松
代

ま
つ
し
ろ

藩
真さ

な

田だ

家
の
家
臣
、
佐
久
間

さ

く

ま

象
山
を
招
き

ぞ
う
ざ
ん
（
し
ょ
う
ざ
ん
）

助
言
を
仰
ぎ
ま
し
た
。 

 

象
山
「
異い

国こ
く

の
船
に
対
し
備
え
が
必
要
で
あ
る
。
西
洋
式
の
大
砲
を
鋳

造

ち
ゅ
う
ぞ
う

す
る
と
と
も
に
、
西

洋
か
ら
兵
学

へ
い
が
く

や
砲
学

ほ
う
が
く

を
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
」 

 

ま
た
、
上
田
藩
松ま

つ

平
だ
い
ら

家
の
兵
学
者
・
赤あ

か

松ま
つ

小こ

三さ
ぶ

郎ろ
う

の
、
兵
器
の
改
良
・
洋
式
化
を
勧す

す

め
る
助

言
を
受
け
、
直
虎
は
こ
の
二
人
の
教
え
に
よ
り
洋
式
軍
隊
を
実
現
さ
せ
て
い
き
ま
す
。 

 

元げ
ん

治じ

元
年
・
一
八
六
四
年
、
上
田
藩
の
赤
松
小
三
郎
と
の
縁
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
直
虎
は

上
田
藩
六
万
石
、
松
平
忠
固

た
だ
か
た

の
娘
・
俊 

を

と
し
（
し
ゅ
ん
） 

正
室

せ
い
し
つ

に
迎
え
入
れ
ま
す
。
直
虎
二
十
九
歳
の
年
で

し
た
。 
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時
代
は
更
な
る
動
乱
へ
。
京
都
の
治ち

安あ
ん

維い

持じ

と
将
軍
徳
川

と
く
が
わ

家い
え

茂も
ち

の
守
護
の
た
め
、
新
撰
組

し
ん
せ
ん
ぐ
み

が
京

都
に
送
り
込
ま
れ
暗
躍

あ
ん
や
く

。
多
く
の
仲
間
を
殺
さ
れ
た
長
州
藩
は
幕
府
と
対
立
。
幕
府
対
長
州
藩
・

薩
摩
藩
の
構
図
で
、
国
内
で
の
争
い
が
激
し
さ
を
増
す
中
、
将
軍
家
茂
が
急
死
。
一

橋

ひ
と
つ
ば
し

家
か
ら

徳
川
慶
喜

よ
し
の
ぶ

が
十
五
代
将
軍
と
な
り
ま
し
た
。 

 

こ
う
し
た
国
内
の
争
い
に
よ
り
、
時
代
の
先
駆
者

せ
ん
く
し
ゃ

は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
実
際
に
、
佐
久
間
象

山
は
長
州
藩
の
浪ろ

う

士し

に
、
赤
松
小
三
郎
は
薩
摩
藩
の
手
に
よ
り
暗
殺

あ
ん
さ
つ

さ
れ
、
直
虎
は
偉い

大だ
い

な
恩お

ん

師し

二
人
を
失
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

直
虎
「
国
同
士
で
争
っ
て
何
に
な
る
！ 

新
し
く
強
い
国
づ
く
り
の
為
に
、
も
っ
と
大
き
な
志
を

持
つ
べ
き
で
は
な
い
の
か
！
」 

 

 
 

国
外
か
ら
の

脅
き
ょ
う

威い

が
間
近
に
迫
る
中
、
長
州
藩
や
薩
摩
藩
の
有
り
方
に
、
疑
問
を
覚
え
る
直

虎
で
し
た
。 

 

慶
応

け
い
お
う

三
年
・
一
八
六
七
年
十
月
、
幕
府
対
長
州
・
薩
摩
の
、
こ
の
状
況
を
打だ

開か
い

す
る
策
「
大
政

た
い
せ
い

奉
還

ほ
う
か
ん

」
が
、
徳
川
慶
喜
に
よ
っ
て
朝
廷
に
申
し
立
て
ら
れ
ま
し
た
。 

「
大
政
奉
還
」
は
、
こ
れ
ま
で
幕
府
が
握
っ
て
い
た
政
権

せ
い
け
ん

を
朝
廷
に
返

上

へ
ん
じ
ょ
う

し
、
旧
幕
府
・
徳

川
家
が
朝
廷
に
よ
る
政
治
の
配は

い

下か

に
入
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
朝
廷
の
も
と

に
各
藩
が
ま
と
ま
る
こ
と
で
戦
乱
は
終
結
し
、
徳
川
家
も
存
続
で
き
る
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

徳
川
家
が
こ
れ
ま
で
政
権
を
と
っ
て
い
た
実
績
に
よ
り
、
新
た
な
政
権
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を

担
う
可
能
性
も
備
え
た
、
幕
府
に
と
っ
て
の

妙
み
ょ
う

案あ
ん

で
し
た
。 
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こ
の
年
の
十
二
月
、
直
虎
は
幕
府
の
要よ

う

職
し
ょ
く

、
若
年
寄

わ
か
ど
し
よ
り

兼け
ん

外
国
惣そ

う

奉ぶ

行
ぎ
ょ
う

に
任
命

に
ん
め
い

さ
れ
ま
す
。
既す

で

に
政
権
が
朝
廷
に
返
上
さ
れ
た
中
で
、
須
坂
藩
開か

い

藩は
ん

以
来
、
藩
と
し
て
恩お

ん

義ぎ

を
受
け
た
幕
府
に
対

し
、
最
後
ま
で
仕つ

か

え
る
気
持
ち
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
大
政
奉
還
後
間
も
な
い
慶
応
四
年
・
一
八
六
八
年
一
月
、
戦
乱
は
終
結
す
る
こ
と
な

く
、
幕
末
最
後
の
決
戦
「
鳥
羽

と

ば

・
伏ふ

し

見み

の
戦
い
」
が
勃
発

ぼ
っ
ぱ
つ

し
ま
す
。
徳
川
家
が
大
き
な
力
を
持
っ

た
ま
ま
存
続
す
る
こ
と
を
危
惧

き

ぐ

し
た
長
州
・
薩
摩
側
は
、
徹
底

て
っ
て
い

的
に
幕
府
・
徳
川
家
を

弱
じ
ゃ
く

体た
い

化か

さ

せ
る
こ
と
と
し
た
の
で
す
。 

幕
府
側
に
あ
っ
た
諸
藩

し
ょ
は
ん

は
、
「
薩

長

さ
っ
ち
ょ
う

を
許
す
な
」
「
将
軍
を
守
る
ぞ
」
と
最
後
の
一
兵
に
な
る

ま
で
戦
う
覚か

く

悟ご

で
戦
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
幕
府
側
の
総そ

う

大だ
い

将
し
ょ
う

で
あ
る
将
軍
慶
喜
は
こ
の
戦

い
の
中
、
自
ら

出
し
ゅ
つ

陣じ
ん

す
る
と

偽
い
つ
わ

り
、
江
戸
へ
逃
亡
。
士
気

し

き

が
下
が
っ
た
旧
幕
府
軍
は
敗
退
。
こ

の
戦
い
以
後
、
幕
府
組
織
は
解
体
の
一
途

い

っ

と

を
た
ど
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 
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直
虎
「
逃
げ
る
と
は
、
い
っ
た
い
…
慶
喜
公
は
何
を
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
、
何
を
望
ん
で
お
ら

れ
る
の
だ
…
」 

 

輪
を
か
け
る
か
の
よ
う
に
、
悲ひ

運う
ん

が
続
き
ま
し
た
。
同
じ
志
で
改
革
を
語
っ
た
無
二
の
親
友
・

山
内
豊
福
が
、
夫
人
と
共
に
自じ

刃じ
ん

し
た
と
の
知
ら
せ
が
届
い
た
の
で
す
。 

 

一
方
、
江
戸
城
で
は
連
日
、
大だ

い

評
ひ
ょ
う

定
じ
ょ
う

に
よ
る
話
し
合
い
が
続
き
ま
し
た
。 

 

諸
侯
「
徳
川
家
を
守
る
！
」 

諸
侯
「
そ
の
前
に
外
国
勢
の
阻
止

そ

し

！
」 

諸
侯
「
い
や
…
江
戸
町
民
の
安
全
が
第
一
！
」 

 

 
 

大
政
奉
還
が
行
わ
れ
て
か
ら
続
い
て
来
た

評
ひ
ょ
う

議ぎ

で
す
が
、
侃
侃
諤
諤

か
ん
か
ん
が
く
が
く

と
言
い
合
い
が
続
く
ば

か
り
で
、
慶
喜
は
そ
れ
を
黙
っ
て
聞
く
の
み
。 

 

直
虎
「
何
と
滑
稽

こ
っ
け
い

な
有
様

あ
り
さ
ま

だ
…
こ
れ
が
忠

誠

ち
ゅ
う
せ
い

を
誓ち

か

っ
た
徳
川
将
軍
家
の
姿
か
…
」 

 

内
心
に
悔
し
さ
を
噛か

み
し
め
、
直
虎
は
と
う
と
う
声
を
上
げ
ま
す
。 

 

直
虎
「
恐
れ
な
が
ら
、
将
軍
家
に
申
し
あ
げ
ま
す
！ 

…
今
日
ま
で
の
評
定
は
何
一
つ
決
ま
っ
て

お
り
ま
せ
ん
。
将
軍
家
は
一
体
ど
の
よ
う
に
致い

た

す
の
か
…
今
後
の
徳
川
幕
府
の
有
り
方
を

含
め
、
ご
示
唆

し

さ

頂
き
た
い
」 

慶
喜
「
無
礼
な
！
」 

直
虎
「
無
礼
は
も
と
よ
り

承
し
ょ
う

知ち

で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
は
申
し
述
べ
て
お
か
な
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け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
！
我
ら
仕
え
て
き
た
大
名
家
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
か
。
絶ぜ

っ

対た
い

恭

順

き
ょ
う
じ
ゅ
ん

な
ら
ば
そ
う
決
し
て
下
さ
い
。
我
ら
、
こ
の
大
評
定
の
結
論
と
し
て
従
い
ま
し
ょ

う
。
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
惨
敗

ざ
ん
ぱ
い

の
責
任
の
取
り
方
も
考
慮

こ
う
り
ょ

し
、
ご
返
答
を
い
た
だ
き
た
い
！
」 

         

 
 

直
虎
が
将
軍
慶
喜
に
何
を
言
っ
た
か
は
、
明
確
に
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

諸
侯
「
あ
そ
こ
ま
で
将
軍
家
を
叱
責

し
っ
せ
き

し
た
大
名
は
、
徳
川
幕
府
に
は
誰
一
人
と
し
て
い
ま
い
。
ま

さ
に
武
士
の

鑑
か
が
み

だ
。
」 

諸
侯
「
叱し

か

ら
れ
た
慶
喜
公
は
、
一
言
も
返
せ
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
！
」 

 

同
意
の
声
が
多
く
聞
か
れ
る
中
、
直
虎
は
黙
っ
て
静
か
に
大
広
間
を
後
に
し
、
そ
れ
が
直
虎
の

最
後
の
姿
と
な
り
ま
し
た
。 

 

慶
応
四
年
・
一
八
六
八
年
、
一
月
十
七
日
、
堀
直
虎
公
、
江
戸
城
中
で
自じ

害が
い

。 
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歴
史
の
歯
車
は
無む

情
じ
ょ
う

に
も
直
虎
の
命
を
奪う

ば

い
ま
し
た
が
、
武
士
と
し
て
育
ち
、
武
士
と
し
て

幕
末
を
生
き
た
彼
は
、
最
後
ま
で
「
義
」
を

貫
つ
ら
ぬ

き
通
し
た
の
で
す
。 

 

 
 

直
虎
「
母
上
殿
。
父
上
の
教
え
を
こ
ん
な
形
で
し
か
貫
き
通
せ
な
か
っ
た
私
を
お
許
し
下
さ
い
。

鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
に
自
分
の
部
下
を
置
き
去
り
に
し
て
平
気
で
逃
げ
帰
る
、
そ
ん
な
慶

喜
公
に
ど
う
尽つ

く
せ
ば
良
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
…
生
き
る
明
か
り
が
消
え
て
し
ま
っ
た

の
で
す
…
。
母
上
、
私
は
間
違
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
？
」 

 

死
を
も
っ
て
主
君
を
叱
責
す
る
「
諫か

ん

死し

」
と
い
う
選
択
を
し
た
直
虎
、
自
身
の
行こ

う

為い

を

省
か
え
り

み

る
直
虎
に
、
母
は
微
笑

ほ

ほ

え

み
ま
す
。 

 

母 

「
い
い
え
、
あ
な
た
の
命
と
引
き
か
え
に
…
須
坂
の
民
を
新
し
い
国
づ
く
り
に
導
い
た
の
で

す
。
須
坂
の
民
は
、
決
し
て
あ
な
た
の
死
を
無
駄
に
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
は
父

上
の
教
え
通
り
、
最
後
ま
で
江
戸
幕
府
に
尽
く
し
ま
し
た
。
あ
っ
ぱ
れ
な
須
坂
藩
主
で
す

よ
。
父
上
の
愛
し
た
、
あ
の
満
開
の
桜
そ
の
も
の
で
す
。
見
事
な
散
り
ぎ
わ
で
し
た
…
。
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母
は
誇
り
に
思
い
ま
す
よ
。
」 

           

 
 

直
虎
の
死
後
五
十
六
年
後
の
大

正

た
い
し
ょ
う

十
三
年
、
宮く

内な
い

省
し
ょ
う

か
ら
直
虎
に
「
従じ

ゅ

四し

位い

」
が
贈
ら
れ
、

朝
廷
に
対
す
る
忠

節

ち
ゅ
う
せ
つ

が
顕け

ん

彰
し
ょ
う

さ
れ
ま
し
た
。 

直
虎
は
旧
須
坂
藩は

ん

士し

ら
に
よ
り
大
切
に

弔
と
む
ら

わ
れ
、
臥が

竜
り
ゅ
う

山ざ
ん

の
霊れ

い

廟
び
ょ
う

に
祀ま

つ

ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

〔
終
わ
り
〕 

       

【
原
作
】
『
将
軍
慶
喜
を
叱
っ
た
男 

堀
直
虎
』
江
宮
隆
之
著
（
祥
伝
社
） 

漫
画
『
信
州
須
坂
藩 

堀
直
虎
物
語
』
制
作
・
ホ
ク
シ
ン
ハ
ウ
ス 

【
著
作
】
南
澤
汎
山
、
南
澤
雅
尚 

【
発
行
】
須
坂
市
立
博
物
館 

平
成
３
０
年
４
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