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五
稜
郭
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函
館
の
五
稜
郭
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
つ
の
突
出
部
を
持

つ
星
形
の
城
で
あ
り
、
わ
が
国
で
は
希

少
ぎ
西
洋
式
城
郭
と

し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
反
面
、
主
稜
郭
が
誕
生
し

た
経
緯
や
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
城
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、
意
外
な
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
近
年
、
函
館
市
教
育

委
員
会
の
発
掘
調
査
に
よ
り

、
五
稜
郭
内
に
あ
っ
た
建
物
群

の
確
認
作
業
が
進
み

、

一
般
的
な
城
と
は
か
な
り
趣
め
違
う

F
 

姿
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ

こ
で
今
回
、
大
株
組
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チlム
は
、
か
つ
て
五
稜
郭
の
中
心
的
建
ピ
物

で
あ
っ
た
奉
行
所
の
誌
上
復
元
と
、
城
郭
の
土
木
構
造
の
考

察
を
試
み
、
往
時
の
五
稜
郭
の
姿

を
建
築
・
土
木
両
面
か
ら

検
証
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

•-‘】 甲
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五
稜
郭
・
・
・
そ
の
歴
史
と
性
格
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五
稜
郭
の
歴
史
的
考
察

五稜郭之図一五稜郭図は複数枚現存するが、実像に最も近いとされる図面／市立函館博物館蔵

函
館
・
五
稜
郭
は
、
日
本
の
城
郭
の
中
で
は
き
わ
め
て
珍

ご
り
ょ
う
せ
い
け
い

し
い
、
五
稜
星
形
の
平
面
形
状
を
も
っ
西
洋
式
の
城
で
あ
る
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
特
異
と
も
い
え
る
形
状
の
城
が
、
ま
だ

辺
境
の
地
に
過
ぎ
な
か
っ
た
江
戸
期
の
蝦
夷
地
（
北
海
道
）

に
誕
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
か

。

建
築
・
土
木
の
面
か
ら
も
、

非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る

。

日
本
史
の
流
れ
の
中
で
、
五
稜
郭
は
明
治
元
年
（

一
八
六

八
）
に
起
き
た
箱
館
戦
争
と
関
連
付
け
て
語
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。

榎
本
武
揚
率
い
る
旧
幕
府
軍
の
艦
隊
が
、
新
政
府
の

樹
立
を
標
梼
し
て
北
海
道
に
上
陸
し
、
そ
の

一
拠
点
と
し
て

五
稜
郭
を
占
拠
し
た
。
だ
が
維
新
政
府
は
そ
れ
を
認
め
ず
、

榎
本
軍
を
朝
敵
と
し
て
攻
め
、
こ
れ
を
駆
逐
し
た
。

明
治
と

い
う
革
命
の
最
終
的
な
戦
闘
地
と
な
っ
た
函
館
の
五
稜
郭

は
、
以
後
の
日
本
人
の
記
憶
に
新
館
戦
争
の
舞
台
と
し
て
深

く
刻
印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
回
の
復
元
に
当
た
り
、
そ
も
そ
も
の
丘
稜
郭

の
歴
史
を
遡
っ
て
み
る
と
、
決
し
て
箱
館
戦
争
の
た
め
に
建

設
さ
れ
た
城
で
は
な
い
、
と
い
う
当
然
の
事
実
に
改
め
て
行

き
当
た
っ
た
。

板
本
軍
は
す
で
に
あ
っ
た
五
稜
郭
を

一
時
占

拠
し
た
に
過
ぎ
ず
、
あ
の
稀
有
な
美
し
さ
を
も
っ
星
形
の
デ

ザ
イ
ン
は
、
実
際
に
は
箱
館
戦
争
と
は
何
の
関
係
も
な
い
の

12 

日ロ図

で
あ
る
。

五
稜
郭
が
建
設
さ
れ
た
幕
末
と
い
う
時
代
は
、
H

木
の
歴

史
上
と
り
わ
け
激
越
な
動
乱
期
に
当
た
っ
て
い
る

。

勤
皇
、

佐
幕
と
い
う
国
内
の
対
立
に
加
え
、
ペ
リ
l
の
来
航
に
象
徴

さ
れ
る
欧
米
列
強
か
ら
の
開
国
要
請
と
い
う
、
い
わ
ば
内
圧

と
外
圧
と
に
大
き
く
揺
り
動
か
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。

新
館
戦
争
を
園
内
対
立
の

一
局
面
と
す
れ
ば
、
五
稜
郭
の



建
設
は
む
し
ろ
後
者
、
つ
ま
り
欧
米
列
強
に
よ
る
外
圧
と
探

く
関
わ
っ
て
い
る

。

建
設
の
事
情
も
城
と
し
て
の
性
格
も
、

さ
ら
に
は
星
形
の
形
状
も
、
す
べ
て
は
外
国
と
の
関
係
性
の

中
か
ら
触
発
さ
れ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ

、
っ
。直

接
的
な
き
っ
か
け
は
、
安
政
元
年
（

一
八
五
四
）
に
徳

川
幕
府
が
ア
メ
リ
カ
の
ベ
リ

l

提
督
と
の
聞
に
締
結
し
た

「日
米
和
親
条
約
」
で
あ
っ
た
。

そ
の
数
年
前
か
ら
ロ
シ
ア
、

ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
欧
米
列
国
に
開
国
・
通
商
を
迫
ら

れ
て
い
た
幕
府
は
、
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
下
回
と
箱
館
（
函

館
）
の
開
港
を
約
束
し
た
の
で
あ
る
。

条
約
締
結
か
ら
わ
ず
か

一
カ
月
半
後
、
ペ
リ
l

の
艦
隊
は

視
察
の
た
め
に
早
く
も
箱
館
の
港
に
姿
を
現
わ
し
た
。

そ
の

と
き
ペ
リ
l

提
督
は

「船
の
入
り
や
す
い
こ
と
、
ど
ん
な
風

が
吹
い
て
も
安
全
だ
と
い
う
点
で
、
世
界

一
立
派
な
港
の

一

つ
だ
」
と
満
足
気
に
語
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
外
国
人
が
来
る
と
聞
い
た
箱
館
の
町
は
、
降
っ
て

湧
い
た
出

来
事
に
大
騒
ぎ
と
な
っ
た
。

女
性
や
子
供
、
そ
れ

に
牛
や
酒
に
至
る
ま
で
を
こ
と
ご
と
く
隠
し
、
家
々
は
戸
を

閉
ざ
し
た
。

蝦
夷
地
経
済
の
中
心
地
と
し
て
人
口
も

一
万
人

に
近
か
っ
た
箱
館
の
町
が
、
火
の
消
え
た
よ
う
な
有
様
と
な

っ
た
。

混
乱
し
た
の
は
町
民
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
の
支
配

者
で
あ
っ

た
松
前
藩
も
、
急
ぎ
駆
け
付
け
た
幕
府
の
役
人
も
、

明
し
、
現
在
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
築
城
家
ヴ
ォ
l

パ
ン
の
系
統

を
引
く
、
フ
ラ
ン
ス
式
城
郭
と
考
え

ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

そ
れ
を
裏
付
け
る
歴
史
的
背
景
と
し
て
、
設
計
当
時
箱
館

に
入
港
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
軍
艦
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ン

号

の
艦
長
や
将
校
た
ち
が
、
箱
館

奉
行
や
武
田
た
ち
に
パ
リ

ど
る
い

周
辺
に
あ
っ
た
土
塁
の
城
砦
に
つ
い
て
詳
し
く
教

示
し
て
い

る
こ
と

。

ま
た
、
武
田
自
身
に
話
を
聞
い
た
他
藩
の
武
士
の

文
書
に
、
仏
蘭
察
（
フ
ラ
ン
ス

）
様
式
に
よ
る
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

五
稜
郭
の
地
理
的
考
察

五
稜
郭
の
建
設
意
医
と
、
城
と
し
て
の
性
格
を
知
る
、
も

う

一
つ
の
重
要
な
鍵
が
、
そ
の
立
地
に
あ
る
。

現
在
の
画
館
市
を
上
空
か
ら
愉
服
す
る
と
、
火
山

島
で
あ

る
函
館
山
と
陸
地
と
が
、
細
い
砂
州
で
つ
な
が

っ

た
地
形
で

あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。

函
館
山
と
陸
地
と
の
接
点
を
要

と
し
て
、
ち
ょ
う
ど

一周
を
半
聞
き
に
し
た
よ
う
に
町
が
広
が

ま
た
同
様
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
大
工
を
総
動
員
し
て
海
岸
沿

い
に
塀
を
建
て
巡
ら
し
た
。

黒
船
か
ら
市
中
を
覗
か
れ
な
い

よ
う
に
、
と
い
う
配
慮
で
あ
る
。

い
ま
か
ら
思
え
ば
滑
稽
な

話
だ
が
、
そ
れ
が
即
座
に
成
し
う
る
精

一
杯
の
こ
と
で
あ
っ

た
。

強
力
な
大
砲
を
並
べ
た
ベ
リ
l

艦
隊
の
圧
倒
的
な
武
力

欄
を
前
に
し
て
、
塀
の
内
側
か
ら
た
だ
様
子
を
見
守
る
ば
か
り

鴎
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

館調
幕
府
は
そ
の
後
の
対
応
策
と
し
て
、
ま
ず
箱
館
か
ら
五

1

m
六
里
の
範
囲
を
幕
府
の
直
轄
地
と
し
、

二
名
の
箱
館
奉
行
を

郎配
置
い
た。

そ
し
て
条
約
が
実
施
さ
れ
る
安
政
二
年
（

一
八
五

間
五
）
を
前
に
、
警
備
体
制
の
強
化
を
急
い
だ

。

そ
の
中
心
と

ぺ
ん
て
ん
み
さ
き
だ
い
ば

な
っ
た
計
画
が
、
弁
天
岬
台
場
と
五
稜
郭
の
建
設
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

弁
天
岬
は
、
箱
館
湾
の
入
口
に
当
た
る
要
衝
で
あ
る
。

す

で
に
幕
府
は
外
国
船
の
来
航
に
備
え
て
、
江
戸
湾
内
の
品
川

沖
に
西
洋
式
の
台
場
を
建
設
し
て
い
た
が
、
箱
館
に
お
い
て

も
同
様
の
要
塞
が
必
要
と
さ
れ
た
。

実
際
に
安
政
二
年
の
開

港
を
迎
え
る
と
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド

イ
ツ
な
ど
の
軍
艦
と
商
船
が
年
間
数
十
隻
も
訪
れ
る
よ
う
に

な
り
、
防
衛
施
設
と
し
て
の
台
場
の
建
設
は
第

一
の
急
務
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
の
五
稜
郭
は
、
現
在
で
も
城
郭
に
分
類
さ
れ
て
は
い

る
が
、
藩
主
の
居
城
で
は
な
く
、
機
能
面
か
ら
い
え
ば
奉
行

所
で
あ
っ
た
。

五
稜
郭
が
奉
行
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
地
元

以
外
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

現
在
、
五
稜
郭
の
中
央
部
分
は
広
大
な
空
地
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
こ
に
か
つ
て
箱
館
奉
行
所
が
置
か
れ
て
い
た
。

た
だ
し
奉
行
所
と
は
い
っ
て
も
、

一
般
に
裁
判
所
と
し
て
知

ら
れ
る
司
法
機
能
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
全
体
を
統
治
す
る

行
政
府
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
国
境
警
備
や
外
国
船
へ
の
対
応

を
も
担
う
最
重
要
施
設
だ
っ
た
。

今
回
、
大
林
組
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
1

ム
が
復
元
の
対
象
と
し
た
の
は
、
こ
の
奉
行
所
で

あ
る
。

も
と
も
と
箱
館
の
奉
行
所
は
、
松
前
藩
時
代
か
ら
港
に
近

の
中
央
、
両
五
の
海
岸
線
か

ら
ほ
ぼ
均
等
に
離
れ
た
内
陸
部
に
五
稜
郭
は
位
置
し
て
い

る
。

っ

て
い
る
。

そ
の
半
開
き
の

現
地
を
歩
い
て
み
る
と
、
平
坦
に
近
い
地
形
に
掘
を
割
り
、

石
垣
を
築
い
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

そ
の
堀
と
石
垣
も
、

日
本
の
多
く
の
城
と
比
較
し
て
そ
れ
ほ
ど
ス
ケ
ー
ル
の
大
き

な
も
の
と
は
い
え
ず
、
戦
闘
を
強
く
意
識
し
た
も
の
と
い
う

感
じ
を
受
け
な
い
。

な
ぜ
、
こ
う
し
た
地
に
五
稜
郭
を
築
い
た
の
か
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
チ
l

ム
の
間
で
は
早
く
か
ら
議
論
の
対
象
と
な

っ

た
。そ

こ
で
調
査
を
進
め
る
う
ち
、
非
常
に
興
味
深
い
古
文

書

ぺ
ん
て
ん
み
さ
さ
b
n
n
い
ば

か
め
だ
お
ん
ご
り
ょ
う
か
く
か
会
あ
げ
さ
げ
か
さ

と
出
会
っ
た
。
『弁
天
岬
御
室
場
亀
田
御
五
稜
郭
書
上
下
書

抜
」
と
題
さ
れ
た
も
の
で
、
後
述
す
る

『亀
田
御
役
所
表
奥

其
外
共
御
普
請
出
来
形
仕
様
書
』
と
と
も
に
、

二
年
前
に
東

京
・
神
田
の
古

書
店
で
発
見
さ
れ
た
資
料
で
、
現
在
は
市
立

函
館
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
。

雷
名
に
あ
る
亀
田
と
は
、

五
稜
郭
が
建
設
さ
れ
た
亀
田
村
の
こ
と
で
あ
る
。

弁天岬御霊場亀田御五稜郭書上下書抜

（上）表紙 （下）本文／市立函館図書館蔵

こ
の

『弁
天
岬
御
室
場
亀

田
御
五
稜
郭
書
上
下
書
抜
」

は
、
五
稜
郭
と
弁
天
岬
台

場
の
必
要
性
と
そ
の
計
画

を
、
箱
館
奉
行
か
ら
江
戸

表
へ
具
申
し
た

書
面
の
抜

粋
で
あ
り
、
当
時
の
様
子

が
手
に
取
る
よ
う
に
分
か

る
貴
重
な
文
書
で
あ
る

。
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持
そ
の
中
に
、
新
し
い
奉
行

所
（
五
稜
郭
）
の
移
転
場

所
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
。

「
亀
田
村
の
奥
海
岸
よ
り
お

よ
そ
直
径
二
十
四
、
五
町

程
（
中
略
）
平
原
広
野
の
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い
函
館
山
の

一
角
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
外
国
人
の
居
留
に

と
も
な
っ
て
警
備
上
の
不
安
が
生
じ
て
き
た
。
そ
こ
で
適
地

を
選
ん
で
移
転
、
新
築
す
る
計
画
が
立
案
さ
れ
た
。
そ
の
新

し
い
奉
行
所
こ
そ
が
五
稜
郭
で
あ
り
、
誕
生
の
背
景
か
ら
し

て
従
来
の
日
本
の
城
と
は
異
な
る
性
格
を
帯
び
、
外
国
と
の

関
係
を
強
く
意
識
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

五
稜
郭
と
弁
天
岬
台
場
の
設
計
を
担
当
し
た
の
は
、
蘭
学

た

け
だ

あ
や
さ
ぶ
ろ
う

者
の
武
田
斐
三
郎
で
あ
っ
た
。
武
田
は
西
洋
諸
分
野
の
学
問

に
精
通
し
た
碩
学
と
し
て
知
ら
れ
、
彼
を
迎
え
た
箱
館
で
は

せ
い
み

舎
密
（
化
学
）
・
数
学
・
航
海
術
・
造
船
術
・
測
量
術
な
ど

の
洋
学
を
教
え
る
「
諸
術
調
所
」
が
開
校
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ

る
。

ち
な
み
に
こ
の
学
校
か
ら
は
、
日
本
の
郵
便
制
度
の
創

始
者
で
あ
る
前
島
密
、
鉄
道
事
業
を
興
し
た
井
上
勝
、
海
軍

大
臣
の
今
井
兼
輔
、
日
銀
総
裁
の
吉
原
重
俊
ら
が
輩
出
し
て

い
る
。

武
田
は
、
新
し
い
奉
行
所
の
城
郭
設
計
に
あ
た
り
、
五
稜

星
形
を
組
み
合
わ
せ
た
平
面
形
状
を
も
っ
西
洋
式
築
城
法

（
稜
霊
式
築
城
法
）
を
採
用
し
た
。

外
国
艦
船
の
火
砲
に
対

抗
し
う
る
に
は
、
西
洋
式
の
新
し
い
城
郭
の
ほ
う
が
適
し
て

い
る
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

。

ま
た
、
日
本
に

も
西
洋
に
劣
ら
な
い
城
郭
が
あ
る
こ
と
を
誇
示
し
た
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
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武
田
の
設
計
に
よ
る
五
稜
郭
は
、
安
政
四
年
（一
八
五
七
）

か
ら
工
事
が
始
ま
り
、
七
年
の
歳
月
を
か
け
元
治
元
年
（

一

八
六
四
）
に
竣
工
し
た
。

従
来
の
城
郭
の
地
割
り
と
は
ま
っ

た
く
異
な
る
た
め
、
武
田
た
ち
担
当
者
は
現
地
に
泊
り
込
み
、

絵
図
面
と
つ
き
合
わ
せ
な
が
ら
終
日
奔
走
す
る
苦
労
が
続
い

た
と
い
う
。

工
事
費
の
関
係
も
あ
り
、
当
初
の
設
計
か
ら

一

部
変
更
さ
れ
た
も
の
の
、
日
本
で
最
初
の
本
格
的
な
西
洋
式

城
郭
が
、
こ
う
し
て
誕
生
し
た
の
で
あ
る

。

明
治
維
新
を
迎

え
る
、
わ
ず
か
に
四
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た

。

五
稜
郭
の
様
式
は
、
武
田
が
蘭
学
者
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

長
い
間
オ
ラ
ン
ダ
式
城
郭
と
考
え
ら
れ
て
き
た

。

と
こ
ろ
が

オ
ラ
ン
ダ
に
は
同
じ
形
式
の
城
郭
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
判

そ
う
が
ま
え

内
、
御
役
所
其
外
、
惣
構
縄
張
り
仕
候
は
ば
、
箱
館
港
内
は

勿
論
、
外
洋
の
動
静
も
相
分
か
り
、
左
右
海
岸
御
同
め
大
名

陣
屋
元
へ
も
、
諸
事
手
配
行
き
届
き
、
箱
館
町
臨
時
応
援
等

も
出
来
仕
、
異
船
渡
来
の
節
、
応
援
等
は
勿
論
、
平
常
市
中

取
り
締
り
向
き
等
に
も

差
し
支
え
こ
れ
無
く
、
諸
般
御
都
合

宜
し
く
・
・
・
・
・
・
」

こ
れ
に
よ
れ
ば
新
し
い
奉
行
所
の
位
置
は
、
砂
州
の
左
右

に
広
が
る
箱
館
港
と
外
洋
の
両
方
を
、
監
視
で
き
る
場
所
が

選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、
半
聞
き
し
た
扇

の
中
央
で
あ
る
。

そ
の
場
所
は
ま
た
、
両
方
の
海
岸
総
を
警

備
す
る
南
部
・
津
軽
・
松
前
・
仙
台
・
秋
田
藩
（
の
ち
会

津
・
庄
内
藩
が
加
え
ら
れ
た
）
の
陣
屋
へ
も
連
絡
し
や
す
く
、

外
国
船
が
や
っ

て
来
た
場
合
に
は
港
沿
い
に
あ
る
箱
館
の
町

へ
の
応
援
も
で
き
る
、
と
い
っ
た
位
置
だ
っ
た
の
で
あ
る。

一
方
、
地
形
に
つ
い
て
は
、
現
代
訳
す
る
と
以
下
の
よ
う

に
記
述
し
て
い
る
t｜
｜

険
し
い
山
も
な
い
平
原
だ
が
、
左
右

に
は
泥
沼
な
ど
が
あ
り
、
道
路
も
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
る

。

こ
れ
ら
を
利
用
す
れ
ば
容
易
に
は
近
寄
り
が
た
い
場
所
で
あ

る
上
、
四
方
に
土
塁
を
設
け
、
赤
川
（
亀
田
川
）
の
水
を
引

き
込
ん
で
堀
を
つ
く
れ
ば
、
外
国
人
た
ち
が
散
歩
な
ど
で
付

近
に
や
っ
て
来
て
も
城
の
内
部
の
様
子
が
分
か
ら
な
い
で
あ

15 

ろ
、
つe
l－
－

。

幕
末
期
の
現
地
は
、
ネ
コ
ヤ
ナ
ギ
の
群
生
す
る
湿
地
で
、

柳
野
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
裏
付
け

る
記
述
内
容
で
あ
る
。

さ
ら
に
築
城
法
に
つ
い
て
は
、
「
西
洋
諸
州
陣
法
術
書
の

う
ち
、
形
容
を
省
き
、
防
御
専
務
の
仕
法
に
基
づ
き
調
べ
た

上
で
設
計
し
た
も
の
」
と
し
、
「
添
付
し
た
絵
図
面
を
ご
覧

に
な
る
と
日
本
の
城
と
比
較
し
て
異
形
に
思
え
る
か
も
し
れ

な
い
が
（
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
）
」
、
と
先
方

に
対
す
る
断
わ
り
書
き
さ
え
記
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
五
稜
郭
の
立
地
は
、
外
国
船
の
監
視

と
、
外
国
人
か
ら
の
遮
蔽
を
第

一
の
目
的
と
し
た
も
の
で
、

万
一
の
と
き
に
は
防
御
し
や
す
い
城
を
想
定
し
て
い
た
こ
と



。奉行所庁舎

＠用人長屋

＠手鮒長屋

。奉行所蔵

＠板蔵

＠近習長屋

＠板蕨

＠湯

。給人長屋

＠徒中番大部屋

＠近習長屋

＠湯所

＠小屋

＠御備厩

＠株置場

＠稽古場

＠板蔵

＠土蔵（兵糧庫）

＠板庫
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五
稜
郭
（
箱
館
奉
行
所
）
の
想
定
復
元

五
稜
郭
の
規
模
と
構
成

る
役
所
に
ふ
さ
わ
し
い
、
壮
大
な
も
の
で
あ
っ
た
0

．
建
物
胤
棋

敷
地
範
囲
南
北
約
六

0
メ
ー
ト
ル

』I
r
H
h
d
L

「
ノ
4
1
1

、
レ

4
U
4百
ι
会
小
1

ノ

f
L

J
1
1
1
1

引

U
F

現
存
す
る
五
稜
郭
の
脱
棋
は
、
史
跡
指
定
而
積
約

二
五
万

」

0
0
0

日平
方
メ
ー
ト
ル
、
城
郭
内
面
積
約

O
千
万
メ
ー
ト
ル

。

掛
の
周
聞
は
約

二
万
五
五
O

中
庭
と
外
庭
を
合
め
た
奉
行
所
範
開

約
九
O
O
坪
（
約
三
0
0
0

平
万
メ
ー
ト
ル
）

山
地
坪
約
七
九
O
坪
（
約
二
六
O
O

一平
方
メ
ー
ト
ル
）

平
屋
造
り
（

a

部
A

一階
娃
、
太
鼓
権
は
凶
階
建
）

現
存
す
る
幕
末
期
の
写
真
を
見
る
と
、
玄
関
の
あ
る
正
面

も
や

の
椋
は
、
壮
麗
な
人
り
母
屋
造
り
の
屋
根
に
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク

な
太
鼓
櫓
を
載
せ
た
、
堂
々
た
る
建
物
で
あ
る
。

現
荘
、
五

稜
郭
内
の
広
場
に
は
、
高
さ
十
数
メ
ー
ト
ル
の
松
並
木
が
、

幅
六
0
メ
ー
ト
ル
以
k

の
間
隔
で
二
列
に
怯
ん
で
い
る
。

そ

八
0
0

メ
ー
ト
ル
、

t

刊
宮内
五
1

七
メ
ー
ト
ル
、
掘
の
深
さ
問

1

五
メ
ー
ト
ル
、

掘
削
約
二
0
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
。

域
郭
は
五
稜
星
形
を
け
柄
本
と
し
、
南
西
部
の
大
手
門
の
位

置
に
下
川
倦
と
呼
ば
れ
る
独
立
し
た
上
皇
を
持
っ
て
い
る
。

掘
に
架
け
ら
れ
た
橋
は
、
現
在
は
大
手
門
の
前
と
半
月
盤
の

州
側
、
そ
し
て
裏
門
の

二
カ
所
に
あ
る
。

か
つ
て
は
下
月
壁

の
東
側
と
、
北
東
部
の
も
う

一
つ
の
哀
門
を
加
え
、
計
五
カ

所
に
柿
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

橋
の
設
置
場
所
か
ら
凡

て
も
、
北
京
｜
南
西
の
軸
線
を
持
つ
、
極
め
て
シ
ン
メ
ト
リ

ー
な
構
成
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る。

み
か
く
し
る
い

大
子
門
と
裏
門
の
内
側
に
は
、
見
隠
塁
と
呼
ば
れ
る
石
垣

土
塁
が
あ
り
、
橋
を
渡
っ
て
来
る
者
の
日
か
ら
、
郭
内
を
遮

蔽
し
て
い
る
。

見
限
塁
を
迂
M
す
る
と
、
広
大
な
空
地
（
広

場
）
が
あ
る
。

か
つ
て
そ
こ
に
は
奉
行
所
を
中
心
と
し
て
、

お
そ
な
え
弓
ま
や
さ
命
う

ι
λ

お
よ
そ

二
O
棟
の
付
属
建
物
（
御
備
厩
、
給
人
長
屋
な
ど
）

が
あ
っ
た
こ
と
が
、
函
館
市
教
育
委
員
会
の
発
掘
調
査
に
よ

り
判
明
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
の
兵
糧
庫

一
棟
だ
け
が
現
存

し
て
い
る
。

ま
た
、
五
稜
郭
北
側
の
堀
を
は
さ
ん
だ
外
側
に

は
、
同
心
長
屋
な
ど
の
住
居
が
百
軒
ほ
ど
置
か
れ
て
い
た

。

れ
ら
の
松
は
柱
時
の
奉
行
所
の
外
側
に
沿
っ
て
植
え
ら
れ
た

も
の
と
い
わ
れ
、
現
地
で
松
並
木
を
見
る
と
、
奉
行
所
の
お

お
よ
そ
の
規
模
を
実
感
で
き
る
で
あ
ろ
う

。

奉
行
所
の

一千
面
構
成
（
間
取
り
・
平
面
寸
法
）
に
つ
い
て

は
、
函
館
市
教
育
委
員
会
の
多
年
に
わ
た
る
発
掘
調
査
結
果

が
、
『特
別
史
跡
五
稜
郭
跡
発
掘
調
査
報
告
書

」、
及
び

『特

別
史
跡
五
稜
郭
跡
保
存
整
備
調
査
報
告
書

』
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
図
面
関
係
で
は
、
創
建
時
の
間
取
り

ご
り
ょ
う
か
〈
そ
う
ち
ね
ん
げ
っ
と
り
し
ら
ぺ
し
ょ

を
一ボ
す
と
思
わ
れ
る

『五
稜
郭
創
置
年
月
取
調
書
・
亀
田
御

役
所
地
絵
図
」
（
市
立
函
館
図
書
館
蔵
）
と
『五
稜
郭
内
庁

舎
平
面
図
」
（
市
立
函
館
博
物
館
蔵
）
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の

資
料
に
よ
り
、
奉
行
所
の
平
面
関
係
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ

て
お
り
、
正
確
な
復
元
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
立
面
に
関
す
る
資
料
は
従
来
、
奉
行
所
正
面
を

ほ
ぼ
同
じ
ア
ン
グ
ル
で
撮
影
し
た
古
写
真
が
二
葉
（
ほ
か
に

所
在
不
明
の
も
の

一
葉
）
残
る
だ
け
で
、
そ
こ
か
ら
各
部
の

五
稜
郭
（
箱
館
奉
行
所
）
の
想
定
復
元

五
稜
郭
の
中
心
で
あ
っ
た
箱
館
奉
行
所
は
、
西
洋
式
の
城

郭
と
は
異
な
り
、
木
造
の
純

H

本
建
築
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
の
ス
ケ
ー
ル
は
風
雲
急
を
告
げ
る
幕
末
の
箱
館
を
統
治
す

が
判
明
し
た
。
こ
の
う
ち
、
外
国
人
か
ら
の
遮
蔽
と
い
う
概

念
は
、
現
代
人
に
は
あ
る
い
は
分
か
り
に
く
い
か
も
知
れ
な

い
が
、
海
岸
線
に
塀
を
立
て
巡
ら
せ
た
こ
と
と
同
様
、
当
時

は
非
常
に
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

防
御
面
に
つ
い
て
は
、
五
稜
星
形
の
城
郭
は
ど
の
方
向
か

ら
来
る
敵
に
対
し
て
も
十
字
砲
火
を
浴
び
せ
る
こ
と
が
で
き

る
利
点
が
あ
る
。
ま
た
、
艦
船
か
ら
の
砲
弾
の
届
か
な
い
内

陸
部
を
選
ん
だ
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し

て
は
、
の
ち
の
箱
館
戦
争
の
折
り
に
射
程
の
長
い
新
式
艦
載

砲
の
砲
弾
が
域
内
に
届
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
か
な
ら
ず

し
も
巧
く
機
能
し
た
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
監
視
と
遮
蔽

こ

そ
に
重
点
の
置
か
れ
た
立
地
で
あ
り
、
城
と
し
て
の
性
格

も
ま
た
そ
の
点
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
今
回
、
五
稜
郭
の
立
地
を
検
討
す
る
過
程
で
、

一
つ
面
白
い
こ
と
に
気
付
い
た
。

そ
れ
は
五
稜
郭
の
向
き
で

あ
る
。

五稜郭内i量情配置図／函館市教育委員会

五
稜
郭
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
五
稜
星
形
を
し
て
い
る

は
ん
げ
つ
ほ

が
、
大
手
門
に
当
た
る
部
分
に
半
月
壁
と
呼
ば
れ
る
土
塁
の

突
出
部
が
あ
る
。

武
田
斐
三
郎
に
よ
る
当
初
設
計
で
は
、
半

月
壁
は
全
部
で
五
つ
、
星
形
の
凹
部
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
っ
た
と

い
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は

一
つ
し
か
建
設
さ
れ
な
か
っ
た
。

現
存
す
る
半
月
壁
は
ほ
ぼ
南
西
向
き
に
つ
く
ら
れ
て
い

て
、
反
対
側
の
星
形
の
突
出
部
は
北
東
を
向
い
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
五
稜
郭
に
は
北
東
l

南
西
の
軸
線
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
鬼
門

・

裏
鬼
門
を

結
ぶ
軸
線
で
あ
る
。

そ
こ
で
五
稜
郭
の
鬼
門
に
当
た
る
北
東

方
向
を
地
図
上
で
辿
っ
て
み
る
と
、
や
は
り
東
照
宮
が
紀
ら

れ
て
い
た
。

江
戸
城
の
鬼
門
の
方
角
に
、
上
野
の
東
照
宮
が

置
か
れ
て
い
る
の
と
同
じ
構
成
で
あ
る
。

西
洋
式
城
郭
と
は
い
い
な
が
ら
、
立
地
の
際
に
は
日
本
の

建
造
物
ら
し
く
陰
陽
道
を
取
り
入
れ
て
い
る

。

南
西
部
だ
け

に
半
月
壁
を
築
い
た
の
は
、
函
館
山
や
港
の
あ
る
裏
鬼
門
の

方
角
か
ら
外
国
人
が
来
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
想
定
し
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

16 

し
凶
刊
さ
ト
リ
法
な
ど
を
類
推
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

今
同
の
復
元
で
は
、
こ
の
写
真
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
取
り

一斗
面
の
検
証
を
行
っ
た
。

ま
た
、

込
み

則
述
し
た
新
し
い

資
料
で
あ
る

『亀
田
御
役
所
表
奥
其
外
共
御
普
請
出
来
形
仕

様
書
』
（
以
下
、
『仕
様
書
』）
に
は
、
建
物
各
部
の
仕
様
と

寸
法
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
古
文
書
を
読
解
し
て
初
め

て
復
元
に
活
加
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
検
証
と
合
わ
せ
、

17 

箱館奉行所正面写真 慶応4年／石票コレクション保存会蔵



総
合
的
視
点
か
ら
立
面
の
復
元
に
挑
戦
し
た
。

な
お
復
元
作
業
に
当
た
り
、
東
京
工
業
大
学
名
誉
教
授
の

平
井
聖
氏
に
ご
監
修
を
、
ま
た
函
館
市
教
育
委
員
会
の
田
原

良
信
氏
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

①
箱
館
奉
行
所
の
平
面
構
成

。
機
能
と
間
取
り

そ
せ
き

『発
掘
調
査
報
青
書
」
に
よ
れ
ば
、
奉
行
所
の
礎
石
跡
や

官竺 i ー「ー Fー….. •• -.,.,, •••••• ＞一一 一一一二竺竺

。
開
口
部
つ
い
て

十
日
凶
（「取
調
k
H』
及
び

『五
稜
邦
内
庁
合
一
千戸山
凶
』
）に

れ
ん

L

表
示
さ
れ
て
い
る
、
述
チ

窓
、
建
具
な
ど
を
民

一に
、
使
い
勝

手
を
考
慮
し
つ
つ
推
定
し
、
凶
面
に
反
映
し
た
。

全
体
的
に
辿
物
の

一千
而
構
成
を
凡
る
と
、
奉
行
所
と
し
て

の
機
能
が
小
心
で
あ
る
こ
と
は
当
然
な
が
ら
、
張
所
要
所
に

小
庭
・
板
川
柳
な
ど
を
配
し
、
公
的
機
能
の
序
列
や
公
私
の
区

別
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
た
、
合
理
的
な
間
取
り
だ
と
い
え

る
だ
ろ
、
っ。

②
箱
館
奉
行
所
の
立
面
、

及
び
屋
根
伏
の
想
定
復
元

〈
建
物
の
尚
さ
を
め
ぐ
っ
て
〉

奉
行
所
の
立
面
に
つ

い
て
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
従
米
は

阿
側
正
面
写
良
か
ら
日
さ
関
係
を
舵
し
量
り
、
復
元
を
試
み

る
ほ
か
な
か
っ
た
。

ムf
阿
は
こ
の
十
日
写
真
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

に
取
り
込
み
、
同
時
に
高
さ
や
部
材
寸
法
を
記
載
し
た

『仕

様
書
」
の
内
脊
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
よ
り
正
確
な
高

さ
関
係
の
検
証
に
挑
戦
し
た
。

奉
行
所
の
古
写
真
は

、

二
葉
が
現
存
し
て
い
る
。

①
慶
応
四
年
（

一
八
六
八
）
に
フ
ラ
ン
ス
人
が
撮
影
し
た
と

さ
れ
る
も
の
。

正
面
玄
関
付
近
に
雪
聞
い
の
あ
る
冬
季
の

写
兵
（

一
七
頁
写
真
参
照
）。

原
画
を
基
に
、
販
売
用
記

念
写
真
と
し
て

一
部
ト
リ
ミ
ン
グ
さ
れ
た
も
の
も
残
っ
て

い
る
。

①
掲
影
事
情
は
不
明
で
、
雑
誌

『江
戸
」
の
扉
に
印
刷
さ
れ

た
も
の

。
雪
囲
い
は
な
い
が
、
前
者
と
比
べ
る
と
不
鮮
明
。

ど
ち
ら
も
撮
影
さ
れ
た
範
囲
、
ア
ン
グ
ル
は
ほ
ぼ
同
じ
で
、

当
時
の
湿
式
乾
板
写
真
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
今
回
の
復
元
で
は
、
写
真
の
鮮
明
度
か
ら
フ
ラ

ン
ス
人
撮
影
の
①
を
選
び
、
か
つ
石
黒
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
保
存

会
所
蔵
の
原
両
を
お
借
り
し
、
複
写
し
た
。

複
写
に
当
た
っ

て
は
、
ひ
ず
み
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
、
補
正
が
可
能
な
こ
と
、

柱
位
置
は
「
五
稜
郭
創
置
年
月
取
調
書
」
所
収
の
「
亀
田
御

役
所
地
絵
図
（
庁
舎
平
面
図
）
」
な
ど
の
古
図
と
ほ
ぼ

一
致

し
て
お
り
、
元
治
元
年
（

一
八
六
四
）
創
建
時
の
建
物
構
成

（
間
取
り
）
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る。
『発
掘
調
査
報
告

書
」
と
絵
図
を
基
に

、

奉
行
所
の
構
成
を
見
る
と
、
機
能
面

か
ら
「
役
所
関
連
部
分
」
と
「
奉
行
役
宅
部
分
」
の
二
つ
に

分
け
ら
れ
る
。

（1
）
役
所
関
連
部
分
（
表
向
）

庁
舎
全
体
の
約
四
分
の
＝
一を
占
め
、
行
政
機
能
部
分
と
司

法
機
能
部
分
と
か
ら
な
る
。

東
西
約
六
0
メ
ー
ト
ル
（
約
二

0
0
尺
）
、
南
北
約
五
九
メ
ー
ト
ル
（
約

一
九
五
尺
）。

役
所
関
連
部
分
は
大
き
く
五
棟
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
用
途
や
動
線
、
役
向
き
な
ど
に
応
じ
た
合
理
的
な
レ
イ

ア
ウ
ト
に
な
っ
て
い
る

。

①
奉
行
所
正
面
（
西
側
）
の
中
心
棟

続
く
二
つ
の
式
台
を
持
ち
、
玄
関
か
ら
は
使
者
之
問
・
寺

社
溜
な
ど
で
ま
た
内
玄
関
か
ら
は
同
心
・
足
軽
詰
所
な

ど
へ
続
く
。

入
り
母
屋
造
り
の
棟
上
に
太
鼓
櫓
を
持
つ
が
、

こ
の
太
鼓
は
奉
行
所
の
役
務
時
刻
を
示
す
も
の

。

慶
応
二

年
（

一
八
六
六
）
に
赴
任
し
た
最
後
の
箱
館
奉
行
・
杉
浦

兵
庫
頭
誠
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
毎
朝
間
ツ
（
午
前
十
時
）

に
、
太
鼓
の
音
を
合
図
に
し
て
奥
に
あ
る
役
宅
か
ら
詰
所

に
出
向
き
、
人
ツ
半
（
午
後
三
時
）
に
組
頭
か
ら
報
告
を

玄
関
、
内
玄
関
に

受
け
た
の
ち
退
庁
し
た

（
田
口
英
爾
著
『最
後
の
箱
館
奉

五稜郭内庁舎（箱館奉行所）平面図／市立函館博物館蔵

① 
南
棟
行
の
日
記
』）。

正
面
棟
か
ら
直
角
方
向
に
伸
び
る
南
側
の
棟
で
、

問
つ
の
広
間

こ

ノ
問
か
ら
問
ノ
間
）
が
あ
る
。
一
ノ
聞

の
東
側
に
は
総
統
き
で
ぷ
座
敷
と
表
情
問
が
あ
る
。

慶
応

問
年

（
一八
六
八
）
二
月
、
杉
浦
誠
は
箱
館
に
入
港
し
た

イ
ギ
リ
ス
の
商
船
カ
ン
カ
イ
号
か
ら
の
情
報
に
よ
り
、
鳥

羽
伏
見
の
戦
い
で
の
幕
府
軍
の
敗
北
と
将
軍
徳
川
慶

喜
が

江
戸
へ
逃
げ
帰
っ
た
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
。

急
速
、
杉

浦
は
箱
館
持
怖
を
担
吋
す
る
会
津
・
沖
似
日
・
南
部
・
仙

台
・
庁
山
内
藩
の
留
守
川
役
を
去
は
山
間
に
招
き
、
緊
迫
し
た

細
部
の
鮮
明
度
を
高
め
る
こ
と
な
ど
に
配
慮
し
、
原
岡
を
万

版
紙
上
に
泣
き
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
強
制
す
る
フ
ィ
ル
ム
で

蝿
影
を
行
っ
た
。

。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
作
業

複
写
し
た
写
点
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
取
り
込
み
、
発
掘
調

査
で
判
明
し
て
い
る
干
面
・
寸
法
か
ら
訓
り
山
さ
れ
る
位
、

む
ね
の
さ

及
び
械
の
位
置
合
わ
せ
を
行
い
、
棟
ラ
イ
ン
・
軒
ラ
イ
ン
に

よ
り
撮
影
時
の
制
点
を
探

っ
た
。
次
に
両
面
上
で
、
各
面
に

向
さ
方
向
の
グ
リ
ッ
ド
モ
デ
ル
を
部
と
し
込
み
、
各
部
の
高

さ
を
求
め
、

『仕
牒
汗
」
と
の
比
較
検
証
を
行
っ
た
。

し
か
し
、
素
材
写
真
が

一
ア
ン
グ
ル
で
、
か
つ
不
鮮
明
な

の
き
だ
か

た
め
、
在
雌
な
軒
高
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

。

視
点

（
カ
メ
ラ
マ
ン
の
立
ち
位
置
や
視
点
の
高
さ
）
を
変
え
つ
つ
、

微
妙
な
ラ
イ
ン
合
わ
せ
の
操
作
を
繰
り
返
し
た
が
、
幾
通
り

も
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
つ
ど
異
な
る
数
値
が
得
ら

れ
る
。
『
仕
様
書
』
に
記
載
さ
れ
た
軒
高
に
、
ど
う
し
て
も

合
わ
な
い
の
で
あ
る
。「壮

様
書
」
に
添
っ
た

立
面
形
を
ま
ず
起

こ
し
、
そ
れ
と
写
真
と
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
合
成
し
、
視

点
の
合
致
点
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
た
。

と
こ
ろ
が
こ

の
方
法
で
も
、
地
盤
面

、
棟
ラ
イ
ン
、
軒
ラ
イ
ン
、
柱
位
置

な
ど
が
す
べ
て
合
致
す
る
点
が
発
見
で
き
な
い

。

と
く
に

『仕
様
書
』
に
示
さ
れ
た
軒
高
の
数
値
が
、
や
は
り
合
わ
な

そ
こ
で
逆
に
、

い
の
で
あ
る
。

軒
高
と
は
通
常
、
軒
先
の
高
さ
を
い
う
が
、

『仕
様
書
』

の
表
記
は
そ
れ
と
異
な
る
部
位
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。

そ
こ
で
平
井
聖
教
授
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
よ
り
、
軒
高
が

の
さ
げ
た
だ
か

軒
桁
高
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
仮
説
を
立
て
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
で
の
検
証
作
業
を
や
り
直
し
た
。

す
る
と
、
ほ
と
ん
ど

の
部
分
で
写
真
と
『
仕
様
書
』
の
整
合
性
が
得
ら
れ
た
の
で

あ
る
（
た
だ
し
、
内
玄
関
式
台
の
聞
の
軒
高
だ
け
が
合
わ
な

い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
写

真
か
ら
判
断
し
て
、
『
仕
様
書
』

の
数
値
が
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）。

『仕
様
書
』
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
、

こ
れ
に
よ
り
、

状
況
を
説
明
し
て
善
後
策
を
相
談
し
た

。

そ
の
部
屋
が
、

奥
ま
っ
た
位
置
に
あ
る
表
居
間
だ
っ
た
ろ
う
か
。

①
中
庭
を
は
さ
ん
だ
建
物
中
央
の
棟

同
心
組
頭
、
＋
史
凡
又
、

，
n
l
，
，
マ
ペ
，

調
役
な
ど
の
詰
所
が
あ
る

。

③
北
東
棟

奉
行
所
の
北
東
隅
の
棟
で
、

奉
行
を
補
佐
す

る
組
頭
の
詰
所
や
表
詰
所
な
ど
が
あ
る

。

①
北
棟

奉
行
所
の

北
側
を
占
め
る
大
き
な
棟
で
、

う
っ
た
一
え
ど
こ
ろ
と
も
だ
ま
り
ま
ち
中
〈
に
ん
う
っ
た

一え
ε
こ
ろ

に
は
訴
所
、
供
溜
、
町
役
人
訴
所
な
ど
、
東
側
に
は
白
洲
、

じ
か
た
し
ら
す

地
方
自
洲
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
建
築
面
か
ら
と
く
に

丙
側

興
味
を
引
く
の
は
、
屋
根
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
白
洲
部
分

で
あ
る
。

白
洲
は
周
知
の
と
お
り
裁
き
の
場
だ
が
、

発
掘

二
・
七
メ
ー
ト
ル
）
×
五
間

（
約
九
メ
ー
ト
ル
）
の
空
間
に
、
柱
が
存
在
し
な
か
っ
た

こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

江
戸
期
の
木
造
建
築
に
お
い
て
、

調
査
に
よ
れ
ば
七
間
（
約

こ
れ
ほ
ど
大
き
な
無
柱
空
間
の
架
構
を
ど
う
考
え
る
か

が
、
復
元
の

一
つ
の
課
題
と
な
っ
た
（
後
述
）。

（2
）
奉
行
役
宅
部
分
（
奥
向
）

庁
舎
南
東
側
の
約
四
分
の

一
に
相
当
し
、
箱
館
奉
行
の
住

居
部
分
で
あ
る
。

東
西
約
三
七
メ
ー
ト
ル

南
北
約
四
0
メ
ー
ト
ル

18 

（
約
一
二
O
尺
）
、

（
約
一
三
O
尺
）。

建
物
の
南
側
は
、
役
所
（
表
向
）
と
の
接
点
と
な
る
表
座

敷
・
表
居
聞
か
ら
順
に
、
公
的
機
能
か
ら
私
的
機
能
の
序
列

に
従
っ
て
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
、
さ
ら
に
北
側
の
台
所
な
ど
の

サ
ー
ビ
ス
機
能
へ
と
延
び
て
い
く
形
と
な
っ
て
お
り
、
理
に

叶
っ
た
構
成
と
い
え
る
。

住
居
使
用
と
あ
っ
て
各
部
屋
は
細
か
く
仕
切
ら
れ
、
ま
た

申
ど
の
ま
わ

湯
殿
廻
り
に
小
さ
な
坪
庭
を
配
し
た
り
、
南
側
の
出
入
り
が

多
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
棟
が
相
当
入
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。

。
二
階
に
つ
い
て

「五
稜
郭
創
置
年
月
取
調
書
』
の
図
面
に
よ
れ
ば
、

に
二
階
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
「
仕
様
書
」
に
も
い
く
つ

か
の
記
述
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
詳
細
な
も
の
が
な
く
、
こ

こ
で
は

『取
調
帯
」
に
基
づ
い
て
喜
き
起
し
た
。

音日

ほ
か
の
部
分
の
高
さ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
画
面

k

か
ら
推
定

し
、

奉
行
所
正
面
の
立
面
図
を
作
成
し
た
。

〈
屋
根
伏
の
構
成
〉

や
ね
ぷ
せ

全
体
の
立
面
を
考
え
る
に
当
た
り
、
ま
ず
屋
根
伏
の
検
討

を
行
っ
た
。
『仕
様
書
」
に
は
屋
根
部
分
の
参
考
と
な
る
記

述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
読
み
収
り
つ
つ
作
業
を
進
め

た
。・

各
棟
の
平
面
的
な
架
構
の
単
位

（
範
囲
）を
読
み
取
り
、

棟
の
位
置
を
推
定
し
た

。

さ
ん
が
わ
ら
ぶ
き

・
昆
棋
茸
材
の
仕
様
は
、
ほ
と
ん
ど
が
桟
瓦
茸
で
あ
る
（
玄

S

り
よ
け
ぴ
さ
し
こ
け
ら
ぶ
き

関
・
内
玄
関
の
雰
除
庇
は
柿
茸
。

こ
れ
は
写
真
か
ら
も
見

て
取
れ
る
）0

・
屋
根
形
状
は
、
太
鼓
檎
の
あ
る
正
面
棟
が
入
り
母
屋
、
ほ

よ
む
ね

か
は
寄
せ
棟
で
あ
り
、
奥
向
き
玄
関
と
北
側
中
ノ
口
も
寄

せ
棟
と
な
っ
て
い
る
。

・
軒
高
（
軒
桁
高
）
の
記
述
か
ら
、
軒
の
つ
な
が
り
を
判
断

し
た
。

東
側
部
分
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
軒
ラ
イ
ン
で
連
続
し

て
お
り
、
ほ
ほ

全
体
が
寄
せ
棟
で
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の

と
推
測
し
た
。

屋
根
伏
の
復
元
作
業
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
時
間
を
要
し

た
の
は
、
奉
行
の
住
居
で
あ
る
奥
向
部
分
で
あ
っ
た

。

棟
の

構
成
が
入
り
組
ん
で
い
る
上
、
玄
関
の
屋
根
形
状
が

「仕
様

書
』
か
ら
判
明
し
て
い
る
。

寄
せ
棟
の
連
続
で
、
な
お
か
つ

雪
溜
り
の
で
き
な
い
形
状
を
考
え
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
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あ
る
。

ま
た
、
円
洲
部
分
の

屋
棋
に
つ
い
て
は
、

『仕
様
書
』
の

記
述
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
た
め
、
立
面
と
合
わ
せ
て
最
後
ま

で
問
題
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
全
体
立
面
の

項
で
述
べ
た
い
。

〈全
体
立
面
の
構
成
〉

屋
根
伏
に
基
づ
き
屋
根
形
状
を
検
討
し
つ
つ
、
全
体
の
立

面
を
復
元
し
た
。

ま
た
、
全
体
の
意
匠
は
古
写
真
と
「
仕
様

書
」
を
基
に
推
察
し
た
。

。
西
立
面
（
正
面
）



コ
ン
ピ
ュ
タ
に
よ
る
検
証
に
つ
い
て
一
柱
の
依
位
と
傾
き
具
合
か
ら
、
写
兵
の
ぬ
影
位
置
を

探
り
、
粁
や
練
の
し
円
削
さ
を
割
り
出
し
た
が
、
条
件
が
少
な
く
、
寸
法
を
権
定
す
る
こ
と
は
凶
難
で

あ
っ
た
c

異
な
っ

た
場
所
か
ら
ぬ
山
脱
さ
れ
た
写
兵
数
点
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
数
値
は
お
の
ず
と

一

つ
に
収
米
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

今
川
は

一
万
向
か
ら
見
た
不
鮮
明
な
写
点
し
か
残
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
た
め
、
ど
れ
が

－

止
し
い
か
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

そ
の
た
め
市
文
』
の
寸
法
を
正
し
い
数
値
で
あ
る
と
仮
定
し
、
－

二
次

一バ
入
力
す
る
条
件
と
し
て

取
り
込
ん
だ
軒
高
を
粁
桁
向
と
読
み
件
え
る
と
、
写
真
と
ほ
ぼ

－

致
し
た
た
め
、
そ
の
他
の
不

明
な
部
分
の
向
さ
を
推
定
し
た

円

写
点
が
も
っ
と
鮮
明
で
、
ま
た
別
な
角
度
か
ら
の
建
物
の
安
が

分
か
れ
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
独
’H

の
見
解
を
出
し
た
上
で
、
内
文
相
品
川
と
の
比
較
検
討
を
行

う
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る

（大
林
組
設
計
本
部
設
計
校
術
部
）

.＇へ

J 

①
官
丈
五
尺
か
ら

六
尺
九
寸
ま
で
の
南
北
万
向

の
切
り
長

尾

艇
と
し
た
場
合

（
問
題
点
）

・

構
造
的
に
は
梁
の
架
け
方
が
有
利
に
な
る
が

、

軒
桁
高
を

」
ハ
尺
九
寸
と
す
る
と

梁
向
が
極
端
に
低
い

J小
自
然
な
内

部
空
間
と
な

っ
て
し
ま
う
。

山
i
i
J

・

登
り
梁
と
す
る
と
、

添
え
柱
の
な
い
列
柱
で
は
構
造
的

に
無
埋
が
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題

点
を
繰
り
返
し
検
討

r c 

し
た
結
束
、
建
築
的
に
凡
て
も

っ

と
も
無
理
の
な
い
解

釈
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
。

『仕
様
占
』
に
あ
る

「菅
丈
五
尺
か
ら

L
ハ
パ
九
ナ
ま
で

」

と
は
、
屋
棋
の
流
れ
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
什
洲
、

地

方
ム円
洲
廻
り
負
荷
の
粁
桁
す
べ
て
の
数
値
を

一ポ
す
網
羅
的

去
現
と
判
断
し
た
。

つ
ま
り

、

白
洲
砂
利
敷
部
分
は

a

丈

五
尺
の
軒
桁
向
の
寄
せ
棟
と
し

、

入
口
土
間
部
分
は
軒
桁

お
れ
ひ
き
ι

高
六
尺
九
ト
リ

の
大
庇
を
付
け
る
形
態
と
し
た
（
共
に
段

瓦
）。

。
そ
の
他
の
部
分

『仕
様
書
」
に

三
一
ヶ
所
獅
f
u

窓
」
と
の
表
記
が
見
ら

あ
カ
り
し
よ
う
し

れ
る
。

こ
の
棚
千
円
窓
に
つ
い
て
は

、

「
一
二

方
突
上
明
障
子

仕
付
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

、

換
気
や
明
か
り
取
り
の
天
窓
と

考
え
ら
れ
る
。

奉
行
所
の
建
物
に
は

、

大
き
な
台
所
と

土
聞

が
一
一カ
所
あ
り
、
そ
こ
に
か
ま
ど
が

三
カ
所
あ
る
。

台
所
・

士
聞
は
天
汗
の

高
い
空
間
が
想
定
で
き
る
が

、

屋
根
面
に
切

り
妻
形
に
突
き
出
し
た
小
屋
根
と
し

、

三
面
に
障
f

を
入
れ
、

紐
に
よ
っ

て
内
側
に
突
き
上
げ
る
形
に
す
れ
ば

、

十
分
に
開

聞
が
可
能
と
な
る
。

そ
こ
で
東
面
及
び
北
面
の
屋
根
上
に
は

、

換
気
窓
を
取
り
付
け
た
。

〈
外
観
の
色
調
に
つ
い
て
〉

O
外
壁

『仕
様
書
」
に
よ
る
と

、

太
鼓
櫓
の
膨
チ
ド

見
部
分
は
渋

寸
み
ぬ
り

墨
塗
と
あ
る
。

ま

た
、
ほ
か
の
部
分
で
も

「外
廻
り
竪
縁
下

見
取
付
渋
墨
塗
」
と
す
る
箇
所
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
全
体
的

玄
関
の
あ
る
西

側
立
面
の
形
状
は

、

古
写
真
か
ら
か
な
り

判
断
が
で
き
る
。

し

か
し

、
写
真
で
は
太
鼓
櫓
が
棟
の
中
央

に
あ
る

よ

う
に
見
え
る
が
、
コ
ン
ピ
ュ

ー

タ
に
よ

る
検
証
で

、

少
し
東
側
（
棟
の
後
ろ
側
）
に
ず
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
。

こ
れ
に
よ

り
高
さ
も
割
り
出
す
こ

と
が
で
き
た
。

ま

ほ
う
吉
ょ
う
が
き

た
太
鼓
橋
は

『仕
様
書
』
か
ら
、
先
端
部
に
宝
形
笠
を
持
ち
、

こ

し
ゃ
ね
ど
う
ぷ
き

屋
根
は
腰
屋
根
と
も
に
銅
葺
で
あ
る
。

内
玄
関
の
左
手
に
あ
る
棟

（北
棟
）
は
、
古
写
真
で
は
わ

ず
か
に

一
部
が
見
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る

。

し

か
し
、
『取

調
書
』
の
平
面
図
を
見
る
と
、
西
端
に
屋
根
形
状
を
示
す
と

思
わ
れ
る
赤
線
の
表
記
が
あ
り
、
こ
れ
か
ら
寄
せ
棟
と
判
断

し
た
。

薪
炭
置
所
は
、
『仕
様
書
」
に
軒
高
記
述
の
あ
る
中
ノ
U

の
屋
根
と
の
納
ま
り
を
考
慮
し
、
屋
根
が
北
側
に
突
出
す
る

す
が
る
は

槌
破
風
形
式
と
し
た
。

ド
用
場
は
、

『仕
様
書
』
に

「
宣
ヶ

所
三
壷
建
下
用
場
屋
根
招
造
桟
瓦
」
と
あ
り
、
ま
た

「取
調

書
』
半
面
閉
に
は
そ
の
形
状
が

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ま
φ
ね
為C

招
屋
根
と
し
た
。

訴
所
棋
の
砂
利
之
間
の

屋
根
は
、
古
写
真

に
わ
ず
か
に
見
え
る
同

一
面
の
板
茸
付
庇
と
の
納
ま
り
を
考

え
、
ま
た

平
而
的
に

一
間
の
奥
行
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
桟
瓦

丘
の
大
庇
と
し
た
0

0
南
及
び
東
立
面

さ
り
め
え
ん

南
側
の
問
ノ
聞
か
ら

表
凶
間
ま
で
続
く
切
日

縁
の
部
分

は
、

『仕
様
書
」
で
は
部
屋
と
は
別
項
い
と
な

っ

て
い
る
。

ま
た
、
古
写
真
に
も

一
部
見
え
て
い
る
筒
所
か
ら
判
断
し
て
、

屋
脱
が

一
段
落
ち
て
い
る
も
の
と
推
測
し
た

。

役
宅
部
分
は
、
屋
根
伏
で
も
触
れ
た
が
、
東
側
の
奥
向
玄

関
が
寄
せ
棟
で
あ
り

、

粁
桁
高
も
そ
の
創
り
部
分
が

五
尺
で
揃
っ
て
い
た
と
推
定
し
た
。

。
北
立
面

立
聞
の
復
元
作
業
で
も
っ
と
も
問
題
と
な

っ
た
の
は
、
北

側
の
円
洲
部
分
の
屋
根
形
状
で
あ
っ
た
。

奉
行
所
の
円
洲
は
、

時
代
劇
な
ど
で
は

一
般
に
恒
棋
の
な
い
空
間
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。

し
か
し
、
故
近
の
研
究
で
は
、
江

戸
の
南

・

北
町

に
ド
見
張
部
分
は
渋
墨
塗

（柿
渋
と
墨
を
合
わ
せ
た
塗
料
）

を
施
し
て
あ
り
、
濃
い
褐
色
で
あ

っ
た
も
の
と

判
断
し
た
0

0
尾
似

『発
掘
調
査
報
告

書
』
で
は
、
出
土
し
た
瓦
（
桟
瓦

・

軒

瓦
な
ど
）
は
塩
焼
瓦
状
の
赤
褐
色
の
も
の
が
大
半
を
占
め
ては一

、
む
ね

い
る
。

ま
た

、

『仕
様
唯

一u
』
に
よ
る
と
、
棟
部
分
は
箱
棟

（筒
箱
状
の
t

に
煉
瓦
を
載
せ
た
形
状
）
と
な

っ

て
い
て

、

す
み
あ
っ
ぬ
り

こ
こ
も
渋
墨
塗
と
考
え
ら
れ
る
（
表
記
で
は
墨
熱
塗
と
な

っ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
渋

墨
塗
の
誤
記
で
あ
ろ
う
）。

太
鼓
櫓
の
屋
根
は
前
述
し
た
よ

う
に
銅
葺
で
あ
り
、
創
建

中
」
初
は
、
い
わ
ゆ
る
銅
色
の

、

濃
い
赤
色
に
輝
い
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
鼓
櫓
は

、

竣
て
か
ら
わ
ず
か
同
年
後
の

箱
館
戦
争
の
折
り
、
艦
船
か
ら
の
砲
撃
に
よ

っ

て
破
壊
さ
れ

た
と
さ
れ
て
い
る
。

銅
茸
屋
根
は
、
年
月
と
と
も
に

美
し

い

緑
青
色
へ
と
変
わ

っ

て
い
く
が

、

破
壊
さ
れ
た
と
き
に
は

、

ろ
く
し
よ
う

ま
だ
お
そ
ら
く
緑
青
を
ふ
い
て
い
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

復
元
し
た
立
面
全
体
を
改
め
て
見
直
す
と
、
平
屋
の
大
き

な
建
築
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て

、

水
平
ラ
イ
ン
の
強
調
さ
れ

た
伸
び
や
か
な
エ
レ
ベ
l

シ
ヨ
ン
で
あ
る
。

大
き
な
瓦
屋
線

が
美
し
く
連
な
り
、
さ
ら
に
表
向
か
ら
奥
向
へ
と
大
か
ら

小

へ
、
棟
が
バ
ラ
ン
ス
よ

く
つ
な
が
っ
て
い
る
。

建
物
の
色
彩

も
、

全
体
に
濃
い
褐
色
の
イ
メ
ー
ジ
で
統

一
さ
れ

、

寒
冷
地

に
ふ
さ
わ
し
い
、
渋
い
な
が
ら
も

美
し
い
色
調
で
あ

っ
た
。

そ
の
巾
で
、
太
鼓
棺
が
シ
ン
ボ
リ
ッ

ク
に
空
に
向
か
っ
て
伸

び
、
建
築
上
の
大
き
な
ア
ク
セ
ン
ト
と
な

っ

て
い
る
姿
が
印

象
的
で
あ
る
。

ち
な
み
に
箱
館
奉
行
所
は

、

の
ち
に
大
政
奉
還
に
よ

っ
て

明
治
政
府
の
箱
館
裁
判
所
・
箱
館
府
と
な

っ
た
。

箱
館
戦
争

の
折
り
に

一
部
破
壊
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
や
が
て

札

幌
に
開
拓
使
本
庁
を
建
設
す
る
際

、

木
材
を
再
利
用
す
る
た

め
に
解
体
さ
れ
た
。

も

し

現
存
し

て
い
れ
ば
、
五
稜
郭
の
歴

史
と
役
割
を
語
る
優
美
な
歴
史
的
建
造
物
と
な
っ

て
い
た
で

あ
ろ
う
。

奉
行
所
の
平
面
図
（
古
図
）
に

、

「
天
井
」
と
添
え
書
き
が

あ
っ
た
り

、

内
部
空
間
と
す
る
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

白
洲
に
は
屋
根
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。

ま

た
、
岐
阜
県
高
山
市
に
現
存
す
る
高
山
陣
屋
の
白
洲

に
は
屋
根
が
あ
る
。

函
館
の
気
候
を
考
慮
す
る
と
、

こ

こ
の
内
洲
に
も
屋
根
が

あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し

か
し
、
前
述
し
た
よ

う
に
発
掘
調
査
か
ら
は
、
白
洲
部
分
に
は
柱
が
な
か
っ
た
こ

と
が
判
明
し

て
い
る
。

で
は
、
七
間
×
五
問
の
無
柱
空
間
を
、

ど
の
よ

う
に
覆
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

江
戸
期
の
木
造
建
築
で

も
、
柱
の
な
い
大
空
間
は
存
在
し
た

。

た
と
え
ば
芝
居
小
屋

で
は

、

梁
と
梁
を
斜
め
に
つ
な
ぐ
亀
甲
梁
を
用
い
て
い
た
こ

と
が
窺
え
る
錦
絵
が
あ
り
、
大
き
な
宅
内
空
間
を
創
出
し
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

箱
館
奉
行
所
の
場
合

、

『仕
様
書
』
に
は

「白
州
、
地
万

円
州
、
砂
利
問
、
入
口
共
、
廻
り
張

付

壁
立
羽
目
共
屋
根
桟

瓦
五
十
四
呼
、
軒
高
萱
丈
五
尺
よ
り
六
尺
九
寸
ま
で
」
と
あ

る
。

棟
ラ
イ
ン
は
、
古
写
真
に
見
え
る
部
分
か
ら
判
断
す
る

と
、
西
側
の
訴
所
や
土
間
の
あ
る
棟
ラ
イ
ン
と
連
続
し
て
い
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コ
ン
ピ
ュ

ー

タ
で
検
証
し
た

カ
か
り
の
つ
め
し
ょ

棟
の
高
さ
と

「仕
様
書
』
の
白
洲
の
南
に
接
す
る
掛
之
詰
所

軒
桁
高
の
記
述
に
も
、
屋
根
勾
配
か
ら
見
て
整
合
性
が
と
れ

て
い
る
。

そ
こ
で
棟
は
連
続
し
た
同
じ
高
さ
と
す
る
と
、
白

洲
部
分
の
「
軒
高
萱
丈
五
尺
よ
り
六
尺
九
す
ま
で
」
の
記
述

を
、
ど
う
解
釈
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

①
砂
利
敷
部
分
か
ら
入
口
土
間
に
か
け
て
、

萱
丈
五
尺
か
ら

六
尺
九
寸
ま
で
の
北
方
向
の
片
流
れ

屋
根
と
し
た
場
合

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、

一

（
問
題
点）

高
い
側
の
隣
接
屋
根
と
勾
配
を
変
更
す
る
必
要
性
が
生
じ

る
。

・
砂
利
敷
部
分
の
屋
根
が
極
端
な
緩
勾
配
と
な
る

七
寸
）。

・

妻
側

（東
西
両
）
の
立
面
が
、

述
千
窓
な
ど
の
意
匠
か
ら

（約
二
・

考
え
て
不
門
然
で
あ
る
。

③
城
外
か
ら
の
見
え
方
に
つ
い
て

箱
館
奉
行
所
は

、

城
の
天
守
閣
ほ
ど
高
く
は
な
く
、

ま

た

堀
割
と
上
塁
に
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
、
周

辺
地
域
か
ら
ど
の

よ
う
に
見
え
た
の
か
見
当
が
つ
き

に
く

い
。

そ
こ

で
今
回

、

五
稜
郭
の
外
か
ら
の
見
え
方
に
つ
い
て
も

コ
ン
ピ
ュ

ー

タ

に
よ
り
検
証
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果

、

奉
行
所
の
庁
舎
の
大
半
は
土
塁
が
障
害
と
な

っ

て
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
わ
ず
か
に
太
鼓
櫓
が
望
め
る
程

度
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
。

五
稜
郭
の
歴
史
と
地
理
の
章

で
述
べ
た
よ

う
に

、

外
国
船
の
監
視
と
外
国
人
か
ら
の
遮
蔽

を
目
的
と
す
る
な
ら
ば

、

太
鼓
櫓
か
ら
は
遠
方
の
海
が
見
え

、

ま
た
庁
舎
本
体
は

外
か
ら
見
え
に
く
い
ほ
う
が
む

し

ろ
向
然

で
あ
る
。

検
証
結
果
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
も
い
え
る

。

21 

4民田

CGによる復元景観

堀の外側、高さ 1 .5mの視点から見ると太鼓櫓しか見えなかった
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五稜郭と函館をめぐる年表

万
延

一川
年
（

一
八
六
O
）

文
久
元
年
（

一
八
六

一
）

郭
外
建
築
工
事
着
工

郭
内
建
築
五
事
（
奉
行
所
）

着
工

元
治
元
年
（

一
八
六
回
）
完
成

土
工
事
は
、
安
政
四
年
の
七
月
か
ら
翌
年
の
A
O
月
に
か

け
て
行
わ
れ
た
。

厳
冬
季
の
ロ
ス
な
ど
を
考
慮
し
、
実
質

一

二
カ
月
の
工
事
期
間
と
す
る
と
、
月
平
均
約
二
万
立
方
メ
ー

ト
ル
の
掘
削
・
盛
土

量
と
な
り
、

0
0
人
が
必
要
と
な
る
。

品
川
台
場
で
は
、

一
日
当
り
六
O
O
人
1

八

ほ
ぽ
同
じ
規
模

の
土
工
事
を

一
O
O
日

1

一
五
O
日
で
完
成
さ
せ
て
い
る

が
、
江
戸
と
い
う
大
都
市
を
控
え
て
、
そ
れ
だ
け
労
働
力
が

豊
富
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

。

五
稜
郭
と
弁
天
岬
台
場
の
建
設

時
に
は
、
多
く
の
人
々
が
集
ま

っ

て
賑
い
を
見
せ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
少
な
い
労
働
力
を
や
り
く
り
し
な

が
ら
の
工
事
は
大
変
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

工
期
も
、
そ
れ

だ
け
長
い
も
の
と
な
っ
た

。

土
工
事
に
当
た
っ
て
は
、
堀
の
掘
削
土
に
よ
っ
て
、
す
べ

し
ゆ
る
い
て
い
る
い
み
か
く
し
る
い
ち
ょ
う
し
ゃ
て
い

て
の
上
塁
（
主
塁
・
低
塁
・
見
隠
塁

・

長
斜
堤
）
の
盛
土
を

ま
か
な
う
方
針
で
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

五
稜
郭
の
稜
辺

き
り
ど

を
部
分
ご
と
に
分
け
、
切
土
（
掘
削
）
量
と
盛
上
量
の
収
支

を
検
討
す
る
と
、
わ
ず
か
な
移
動
で
土
量
の
過
不
足
を
補
う

こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

運
搬
や
突
き
固
め
な
ど

に
よ
る
目
減
り
分
を
考
慮
す
る
と
、
全
体
で
も
ほ
ぼ
整
合
性

が
と
れ
て
い
る
（
一
一
二頁
表
参
照
）。

切
盛
上
量
の
バ
ラ
ン

ス
を
と
る
こ
と
は
、
造
成
工
事
の
理
想
形
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

建
築
・
上
木
を
什
わ
せ
た

L
事
全
体
の
流
れ
か
ら
言
え

ば
、
土
工
事
お
よ
び
石
垣
工
事
が
終
f

し
た
時
点
で
建
築
工

事
に
着
手
す
る
の
が

一
般
的
な
手
順
で
あ
る
が
、
五
稜
郭
に

お
い
て
は
奉
行
所
の
早
則
移
転
、
開
設
に
重
点
が
お
か
れ
、

上
工
事
終
了
直

後
に
建
築
五
事
を
行
う
方
針
で
事
業
が
開
始

の
り
め
ん

さ
れ
た
。

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
掘
割
や
上
塁
の
法
面

ど
ど

が
冬
季
に
凍
結
に
よ
り
崩
許
し
た
た
め
、
結
局
は
上
憎
め
の

立
味
の
石
釘
工
事
を
先
行
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た。

。
上
工
事
の
ト
刀
法
と
手
順

河野政通、館を箱館につくる

コシャマインの蜂起

アイヌの蜂起箱館で河野季通戦死

長禄元年

永正 9 年

15世紀半t;f

1457年

1515年

1550年 原和人地の成立松前藩アイヌと融和天文19年

シャクシャインの蜂起寛文 9 年1669年

松平定信沿岸警備の強化を求める

ロシア人根室に来航、交易を求める

ロシア使節ラ ックスマン大黒屋光太夫を伴ぃ根室に来航、 通商を求める

フロートン指揮のイギリス船虻田に上陸、翌年も絵柄に来航

幕府が東蝦夷地を直轄

安永 7 年

寛政 4 年

寛政 8 年

1778年

1792年

寛政11 年

1806年

1807年

近藤重蔵、高田屋嘉兵衛と共に択捉に漁場を開く

箱館奉行を設置

米国船長崎に来航、 通商を要求

ロシア人犠太・千島に上陸、暴行

幕府は西蝦夷地・後太全域を直轄

寛政12年

享和 2 年

享和 3 年

文化 3 年

1796年

1799年

1800年

1802年

1803年

間宮林蔵ら北蝦夷地を調査 長崎でフェ一トン号事件起こる

ロシア船長コロヴ二ンらを捕らえ松前に拘禁する

高田屋嘉兵衛国後島海上でロシア人に捕らえられる

文化 4 年

文化 8 年

文化 9 年

文政 4 年

文化 5 年1808年

1811 年

1812年

す
き
く
わ
も
り
ど

掘
削
は
鋤
・
鍬
、
運
搬
は
も
っ
こ
・
馬
車
、
盛
土
突
き
固

め
は
蛸
突
き
・
千
本
突
き
に
よ
る

。

蛸
突
き
と
は
、
蛸
の
よ

う
に
丸
太
に
数
本
の
取
っ
手
を
付
け
た
道
具
で
突
き
固
め

る
。

千
本
突
き
は
丸
太
の
先
で
突
き
固
め
る
単
純
な
方
法
だ

が
、
も
っ
と
も
よ
く
上
が
締
ま
る
。

〈
施
工
手
順
〉

①
堀
割
掘
削
、
主
塁
・
長
斜
堤
盛
土

・
五
つ
の
稜
辺
を
同
時
に
着
手
す
る
。

・
主
塁
は
当
初
か
ら
正
規
の
断
面
で
構
築
し
、
長
斜
堤
は

の
ち
の
土
量
調
整
の
た
め
仮
置
き
と
す
る
。

・
堀
の

一
部
は
掘
削
せ
ず
、
橋
が
架
か
る
ま
で
の
玉
事
用

通
路
と
す
る
。

・
堀
の
掘
削
法
面
は
石
底
勾
配
よ
り
緩
く
（
五
分
1

一

割
）
、
か
つ
石
垣
積
み
の
際
に
土
の
過
不
足
が
な
い
位

置
で
掘
削
す
る
。

②
支
堀
掘
削

・
馬
出
塁
（
半
月
壁
）
廻
り
の
支
加
は
、
土
の
運
搬
通
路

を
確
保
す
る
た
め

主
堀
よ
り
遅
れ
て
掘
削
す
る
。

③
低
塁
盛
士

・
石
垣
上
に
位
置
す
る
低
皐
は
、
石
垣
工
事
終
f

後
に
着

手
す
る
。

・

石
垣
残
土
、
長
斜
堤
仮
置
き
土
を
運
搬
し
、
盛
土
す
る
。

④
見
隠
塁
、
郭
内
低
塁
盛
土

・
建
築
五
事
終
f

後
に
、
着
手
す
る
。

O
石
垣
工
事
に
つ
い
て

石
垣
工
事
で
は
、
主
塁
石
垣
と
見
隠
塁
石
垣
に
は
主
と
し

て
函
館
山
の
安
山
岩
が
使
わ
れ
、
隣
接
す
る
石
の
接
合
面
を

き
れ
い
に
切
り
揃
え
て
隙
聞
な
く
積
む
方
法

（打
込
ハ
ギ
）

が
採
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
石
垣
の
隅
石
は
横
目
地
を
通
す

切
込
ハ
ギ
で
詰
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は

一
般
的
な
城
の

石
垣
の
積
み
庁
と
同
様
で
あ
る
。

一
方
、
堀
の
石
垣
に
は
安
山
岩
と
河
原
石
が
使
わ
れ
、
石

面
を
加
工
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
野
面
積
み
さ
れ
て
い
る
。

伊能忠敬 「大日本沿海奥地図j 著す

箱館町数10、家数1,416、人数7,181

米使ペリー艦隊を率い浦賀に来航 ロシア使節プチャーチン長崎に来航 ロシア兵樺太に上陸

ペリー再び来航し日米和親条約締結し、下回・箱館二港の開港を承諾 その後箱館に入港幕府は箱館と周辺地を再直轄

天保12年

嘉永 6 年

安政元年

1821 年

1841 年

1853年

1854年

竹内・堀両箱館奉行、 箱館防備について幕府に意見書を提出 日英、 日露和親条約締結

箱館港開港

武田斐三郎を教綬に諸術調所を設立 五稜郭 ・ 弁天岬台場の築造を武田斐三郎に命じる

弁天岬台場着工 米国初代駐日総領事ハリス下回に着任

五稜郭着工

安政 2 年

安政 3 年

1855年

1856年

日米修好通商条約締結 ロシア領事ゴスケピッチ箱館に着任

ロシア軍緩対馬占領事件起こす 樺太ロシア人により北緯48度線で南北に分断される

箱館でロシア領事館・ハリスト聖堂竣工

生麦事件

四国艦隊下関を攻撃

大政奉還

戊辰戦争はじまる 榎本武揚ら五稜郭占拠、蝦夷共和国を宣言

箱館港通商貿易港として開港 英国領事ホジソン箱館に着任

下関事件薩英戦争勃発 弁天岬台場竣工

五稜郭竣工奉行所の移転 東照宮できる

安政 4 年

安政 5 年

安政 6 年

万延元年

文久 2 年

文久 3 年

年一
冗

ム
ロ

一
冗
慶応 3 年

1857年

1858年

1859年

1860年

1862年

1863年

1864年

1867年

新政府軍箱館進攻し 、 榎本武揚ら降伏 明治政府が開拓使出張所を箱館に開設、 箱館を函館に改称

黒田清隆開拓次官となる

榎本武揚釈放、 開拓使出仕となる 五稜郭庁舎解体 （兵糧庫のみ残す）

函館・札幌聞の新道開削工事はじまる 函館運上所 （函館税関）庁舎新築

明治元年

明治 2 年

明治 3 年

明治 5 年

1868年

1869年

1870年

1872年

作
業
を
終
え
て

五
稜
郭
と
い
え
ば
、
箱
館
戦
争
の
舞
台
で
あ
り
、
戦
闘
の

た
め
の
城
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。

し
か
し
、
今
回
の
復

元
作
業
を
通
じ
て
、
そ
こ
が
幕
末
の
動
乱
期
に
開
港
を
迎
え

た
、
箱
館
の
中
核
と
な
る
奉
行
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、

改
め
て
五
稜
郭
を
見
直
す
機
会
を
得
た。

奉
行
所
の
外
観
も
、
伝
統
的
な
手
法
に
よ
る
建
築
で
あ
り
、

五
稜
星
形
の
西
洋
式
城
郭
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
面

白
い
。

部
分
的
に
は
、
時
代
劇
で
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
の

白
洲
に
屋
根
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
分
か
り
、
こ
の
点
で
も

思
い
込
み
と
事
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
新
鮮
で
あ
っ
た。

一
方
、
土
木
面
か
ら
見
る
と
、
五
稜
郭
は一
般
的
な
城
郭

の
持
つ
聾
え
立
つ
よ
う
な
威
圧
感
が
な
く
、
お
と
な
し
い
感

じ
の
す
る
城
で
あ
る
。

そ
れ
は
五
稜
郭
が
平
坦
な
土
地
に
建

設
さ
れ
た
こ
と
と
、
行
政
・
司
法
府
と
し
て
の
役
所
で
あ
っ

た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

今
回
の
作
業
で
、
弁
天

岬
台
場
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

海
中
を
埋
め
立
て
、
雄
大
な
石
垣
を
築

い
た
弁
天
岬
台
場
が
も
し
現
存
し
て
い
れ
ば
、
五
稜
郭
と
並

ん
で
幕
末
の
箱
館
の
ロ
マ
ン
を
語
る
建
造
物
と
な
り
得
た
は

ず
、
と
思
う
と
少
し
残
念
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
今
回
の
新
館
奉
行
所
の
誌
上
復
元
と
、
城
郭
の

土
木
的
考
察
を
通
じ
、
五
稜
郭
に
少
し
で
も
新
し
い
イ
メ
ー

ジ
を
感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
最
後
に
な
っ
た
が
、
今
回
の
復
元
作
業
に
当
た
り
、

ご
監
修
い
た
だ
い
た
東
京
工
業
大
学
名誉
教
授
・
昭
和
女
子

大
学
教
授
の
平
井
聖
氏
を
は
じ
め
、
現
地
協
力
を
い
た
だ
い

た
函
館
市
教
育
委
員
会
の
田
原
良
信
氏
、
函
館
市
文
化
財
課

の
山
田
涼
子
氏
、
資
料
調
査
で
は
市
立
函
館
図

書
館
の
渡
辺

美
樹
子
氏
、
占
文
書
読
解
で
東
京
学
芸
大
学
付
属
図
書
館
の

木
村
隆
子
氏
、
古
写
真
資
料
提
供
で
石
黒
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
保

存
会
の
石
黒
敬
章
氏
、
そ
し
て
土
木
面
の
資
料
に
関
し
て
は

元
函
館
市
土
木
部
の
柏
谷
与
市
氏
の
諸
氏
に
多
大
な
ご
協
力

を
い
た
だ
い
た
。

改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

函館大火1,320戸焼失函館・札幌聞の新道完成

函館大火2,326戸焼失

開拓使を廃止し、 3 県 （函館、札幌、根室） を設置

函館大火2,280戸焼失

1934年

1952年

1988年

函館大火673戸焼失

函館大火1 , 532戸焼失

函館大火849戸焼失 五稜郭を公園として一般公開

弁天岬台場取り壊し、周囲を埋め立てる

函館大火2, 141 戸焼失

五稜郭、 文部省指定の史跡となる

函館大火24,186戸焼失

五稜郭、 特別史跡に指定される

函館ド ック（紛開業

北海道鉄道函館・小縛間全通

函館大火8,977戸焼失

函館大火1 , 763戸焼失

函館大火954戸焼失

函館大火482戸焼失

青函連絡船就航

函館大火722戸焼失

明治 6 年

明治11 年

明治29年

大正 5 年

明治12年

明治15年

明治20年

明治34年

明治37年

明治40年

明治41年

大正10年

大正11 年

昭和 9 年

昭和27年

昭和63年

大正元年

大正 2 年

大正 3 年

1873年

1878年

1879年

1882年

1887年

1896年

1901 年

1904年

1907年

1908年

1912年

1913年

1914年

1916年

1921 年

1922年

32 

一一

33 

JR青函航路廃止、青函トンネルによる鉄道連絡線が開通する
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