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長田進治

胎 動
～ 相州自由民権烈士伝 ～

今福元
もと
頴
ひで
胎
たい
中
なか
楠
くす う え も ん
右衛門　大島正義
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見
上
げ
る
丹
沢
の
峰
々
は
雲
足
も
速
く
、
季
節
は
ず
れ
の
雷
鳴
に
振
り
向
け
ば
、
立
ち
枯
れ

の
杉
に
ト
ン
ビ
が
一
羽
、
向
か
い
風
に
身
を
任
せ
て
い
る
。

　
愛
甲
郡
荻
野
村
の
旅
館
、
辰た
つ
み
や

已
屋
の
階
段
は
ど
れ
ほ
ど
の
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
も
の
か
、

使
い
込
ま
れ
た
踏
板
は
、
身
体
の
重
み
を
受
け
て
ミ
リ
ミ
リ
と
音
を
た
て
た
。

　
わ
し
の
名
は
今い
ま
ふ
く
も
と
ひ
で

福
元
頴
、
神
奈
川
県
高
座
郡
中
新
田
村
の
人
間
だ
。
今
日
は
自
由
党
の
集
会

に
招
か
れ
て
や
っ
て
来
た
が
、
会
場
と
な
っ
た
旅
館
は
一
階
か
ら
三
階
ま
で
、
広
間
と
い
い

客
間
と
い
い
、
あ
る
い
は
中
庭
ま
で
、
酒
に
酔
っ
た
男
た
ち
の
騒
ぎ
で
満
ち
て
い
る
。

 「
こ
の
馬
鹿
ど
も
が
…
…
」

　
わ
し
は
、
白
足た

び袋
の
つ
ま
先
を
見
つ
め
、
た
め
息
が
出
た
。

 「
こ
い
つ
ら
自
由
民
権
を
、
お
祭
り
騒
ぎ
に
し
ち
ま
い
や
が
っ
た
」

　
そ
れ
が
わ
し
の
思
い
だ
。
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㈠　
明
治
維
新

　
自
由
民
権
運
動
。
そ
れ
は
、
明
治
維
新
と
い
う
革
命
に
湧
き
上
が
っ
た
若
者
の
息
吹
を
糧

と
し
、
西
洋
か
ら
や
っ
て
来
た
自
由
と
い
う
思
想
を
座
標
と
し
て
、
こ
の
国
が
新
た
な
時
代
に

向
け
て
彗す
い
せ
い星

の
ご
と
き
輝
き
を
放
っ
た
、
そ
ん
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
わ
し
は
思
う
。

　
革
命
と
は
い
つ
の
世
も
血
を
欲
す
る
も
の
だ
が
、
維
新
を
実
現
し
た
志
士
も
幕
府
の
側
も

全
面
衝
突
を
避
け
た
の
は
、
ま
こ
と
に
も
っ
て
賢
明
で
あ
っ
た
と
言
う
ほ
か
な
い
。
仮
に
薩
長

と
幕
府
が
江
戸
を
舞
台
に
交
戦
す
る
よ
う
な
事
態
と
な
っ
て
い
れ
ば
、
内
乱
に
乗
じ
て
国
を
奪

お
う
と
す
る
欧
米
列
強
に
よ
っ
て
、
我
が
国
は
四
分
五
列
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ

う
。

　
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
江
戸
城
の
無
血
開
城
に
象
徴
さ
れ
る
穏
健
な
結
末
は
、
こ
の
国
の
巷
ち
ま
た

に
あ
ふ
れ
た
革
命
の
血
と
、
熱
の
行
き
場
を
失
わ
せ
た
。
や
が
て
そ
の
ご
く
一
部
は
西
郷
隆
盛

の
も
と
へ
結
集
し
、
西
南
戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
時
代
の
転
換
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期
が
生
み
出
す
力
を
発
散
さ
せ
る
に
は
足
り
ず
、
若
者
の
胸
に
沸
々
と
湧
き
上
が
る
期
待
や

失
望
や
怒
り
と
い
っ
た
思
い
が
、
自
由
民
権
運
動
と
い
う
政
治
運
動
へ
と
向
か
っ
た
と
言
っ
て

も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
徳
川
幕
府
二
百
六
十
五
年
の
体
制
が
瓦
解
し
た
の
だ
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
御
一
新

か
ら
し
ば
ら
く
こ
の
国
は
乱
れ
た
。
い
や
、
実
際
に
は
幕
府
の
力
が
衰
え
を
見
せ
た
幕
末
の
頃

か
ら
世
情
は
安
定
を
欠
き
、
幕
府
直
轄
領
の
広
が
る
こ
こ
相
模
の
国
で
も
、
辰
已
屋
の
あ
る

荻
野
村
で
は
倒
幕
を
も
く
ろ
む
薩
摩
藩
の
連
中
に
よ
っ
て
、
山
中
藩
と
い
う
小
藩
の
陣
屋
が

焼
き
討
ち
さ
れ
、
多
く
の
人
が
死
ぬ
よ
う
な
血
な
ま
ぐ
さ
い
事
件
が
起
き
、
草そ
う
も
う莽

に
眠
っ
て

い
た
人
々
の
心
を
揺
さ
ぶ
っ
た
も
の
だ
。

　
維
新
に
よ
っ
て
身
分
を
失
っ
た
下
級
武
士
は
食
い
扶ぶ

ち持
を
失
い
、
中
に
は
徒
党
を
組
ん
で

金
の
あ
り
そ
う
な
民
家
に
押
し
込
み
を
か
け
、
金
品
を
奪
う
だ
け
で
な
く
女
に
手
を
か
け
る
。

そ
ん
な
こ
と
が
国
中
で
続
い
た
よ
う
だ
。

　
し
か
し
、
三
百
諸
侯
と
称
さ
れ
る
多
く
の
藩
と
藩
主
は
維
新
後
も
し
ば
ら
く
は
存
続
し
、
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こ
れ
ら
の
藩
や
旗
本
に
よ
っ
て
、
表
向
き
の
治
世
は
な
ん
と
か
維
持
さ
れ
た
。

　
や
が
て
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
新
た
な
ご
政
体
、
つ
ま
り
維
新
政
府
の
統
治
が
始
ま
り
、

大
き
な
変
革
が
次
々
と
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
三
百
を
超
え
る
諸
藩
の
藩
主
が
天
皇
に
身
分
を

返
上
す
る
版は
ん
せ
き
ほ
う
か
ん

籍
奉
還
が
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
行
わ
れ
た
の
は
廃は
い
は
ん藩

置ち
け
ん県

だ
。
諸
藩
に
代
わ
っ

て
全
国
に
三
つ
の
府
と
三
百
二
も
の
県
が
置
か
れ
、
そ
れ
ま
で
の
藩
主
（
殿
様
）
を
全
て
東
京

に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
と
し
、
府
、
県
に
は
そ
れ
ぞ
れ
薩
摩
や
長
州
の
人
間
が
県
令
と
し
て
赴
任

し
、
政
府
の
方
針
に
基
づ
い
た
統
治
を
行
う
と
共
に
そ
の
数
は
統
合
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
続
い
て
行
わ
れ
た
突
然
の
新
暦
の
導
入
で
は
、
正
月
が
ひ
と
月
以
上
も
早
く
や
っ
て
来
る
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
巷ち
ま
たで

混
乱
が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
人
々

に
と
っ
て
影
響
の
大
き
か
っ
た
改
革
と
言
え
ば
、
地
租
の
制
定
で
あ
ろ
う
。
政
府
は
そ
れ
ま
で

の
年
貢
に
代
わ
り
、国
じ
ゅ
う
の
土
地
に
六
段
階
の
値
を
付
け
、毎
年
そ
の
地
価
の
三
分
（
％
）

を
銭
で
払
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
の
だ
。

　
そ
の
ほ
か
、
居
住
地
編
成
・
戸
長
制
・
地
券
発
行
・
徴
兵
・
警
察
制
度
・
教
育
令
・
伝
染
病

対
策
、
は
た
ま
た
裸
の
禁
止
、
チ
ョ
ン
マ
ゲ
廃
止
に
至
る
ま
で
、
様
々
な
改
革
が
毎
月
の
よ
う
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に
政
府
か
ら
言
い
渡
さ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
の
予
算
が
充
分
に
付
い
て
く
る
わ
け
で
な
く
、

そ
の
労
力
も
金
銭
の
負
担
も
、
多
く
は
在
地
の
地
主
層
な
ど
が
賄
ま
か
な

っ
た
の
だ
。

　
一
方
政
府
の
側
は
地
租
に
よ
っ
て
人
々
か
ら
重
税
を
巻
き
上
げ
、軍
備
を
整
え
、港
を
作
り
、

鉄
道
を
敷
き
、
道
路
を
作
る
。
欧
米
列
強
に
よ
っ
て
蚕
食
さ
れ
る
亜
細
亜
の
中
で
、
我
が
国
が

独
立
を
守
る
た
め
に
、
急
ご
し
ら
え
の
近
代
化
に
必
死
だ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
こ
う
し
て
重
い

地
租
を
課
せ
ら
れ
た
の
で
は
人
々
は
疲ひ
へ
い弊

し
て
し
ま
う
。
結
果
と
し
て
あ
ち
こ
ち
で
生
活
に

窮
し
た
困
民
に
よ
る
暴
動
が
起
き
た
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

　
わ
し
は
思
う
。
政
府
は
軍
備
だ
鉄
道
だ
と
近
代
国
家
の
体
裁
ば
か
り
を
整
え
、
人
々
は
散
切

り
頭
だ
洋
服
だ
と
、
見
て
く
れ
ば
か
り
を
西
洋
に
真
似
て
い
る
が
、
そ
れ
が
真
の
文
明
開
化

な
の
か
？　
と
。
そ
ん
な
こ
と
で
は
、
本
当
の
意
味
で
わ
し
ら
の
国
は
欧
米
列
強
に
倣な
ら

っ
て

は
い
な
い
。

　
欧
米
列
強
の
姿
を
見
、
こ
れ
に
負
け
な
い
国
を
創
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
ら
も
こ
れ
ら
進
ん

だ
欧
米
の
自
由
と
民
権
の
思
想
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
制
度
を
こ
そ
倣
っ
て
国
を
立
ち
上
げ
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な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
だ
。

 
「
考
え
て
み
て
も
ら
い
た
い
。
国
力
と
は
す
な
わ
ち
国
民
力
の
集
合
体
だ
。
そ
の
国
民
個
々
は

ム
チ
に
打
た
れ
て
力
を
発
揮
す
る
も
の
で
は
な
い
。
自
由
が
あ
り
、
自
発
的
な
発
想
と
努
力
、

健
全
な
欲
望
が
あ
っ
て
こ
そ
、
国
民
は
最
大
の
力
を
発
揮
す
る
の
だ
！
」

　
か
つ
て
私
の
呼
び
か
け
に
応
じ
、
国
会
開
設
の
建
白
書
に
名
を
連
ね
て
く
れ
た
人
々
は
相
州

一
帯
で
二
万
三
千
に
の
ぼ
っ
た
。

　


