
３
月
中
旬
を
過
ぎ
て
も
、

暖
か
い
春
の
陽
差
し
は
寒

気
に
遮
ら
れ
て
い
ま
す
。

桜
前
線
は
月
末
と
の
予
想

で
す
。
▼
14
日
、
志
位
委

員
長
は
「
歴
史
の
偽
造
は
許
さ
れ

な
い
─
『
河
野
談
話
』
と
日
本
軍

『
慰
安
婦
』
問
題
の
真
実
」
と
題

し
た
見
解
を
発
表
。
「
赤
旗
」
に

よ
る
と
、
維
新
の
会
の
議
員
が
予

算
委
員
会
で
慰
安
婦
を
強
制
連
行

し
た
証
拠
は
な
い
と
、
「
河
野
談

話
」
の
見
直
し
を
迫
っ
た
こ
と
に
、

安
倍
首
相
が
謝
意
を
表
し
、
菅
官

房
長
官
は
見
直
し
の
検
証
チ
ー
ム

設
置
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
▼

志
位
委
員
長
は
、
日
本
の
裁
判
で

も
軍
が
関
与
し
た
慰
安
所
で
も

「
性
奴
隷
」
の
事
実
を
認
定
し
、

「
ナ
チ
ス
の
蛮
行
に
も
準
ず
べ
き

重
大
な
人
権
侵
害
」
な
ど
と
し
た

判
決
を
重
く
受
け
止
め
る
こ
と
を

強
く
求
め
ま
し
た
▼
以
前
、
館
山

の
戦
跡
め
ぐ
り
を
し
た
際
、
「
か

に
た
婦
人
の
村
」
の
「
噫
（
あ
い
）

従
軍
慰
安
婦
」
石
碑
を
訪
れ
て
、

「
戦
後
40
年
に
し
て
恥
ず
か
し
い

過
去
」
を
告
白
す
る
元
慰
安
婦
の

手
記
を
読
み
ま
し
た
。
「
軍
隊
が

い
る
と
こ
ろ
に
は
慰
安
所
が
あ
り

ま
し
た
。
─
兵
卒
用
の
慰
安
婦
は

１
回
の
関
係
で
50
銭
、
ま
た
１
円

の
切
符
を
持
っ
て
列
を
つ
く
っ
て

い
ま
す
─
」
▼
生
き
証
人
の
悲
痛

な
訴
え
に
も
、
司
法
の
断
罪
に
も
、

さ
ら
に
国
際
的
非
難
に
も
、
耳
を

か
そ
う
と
し
な
い
潮
流
が
、
政
権

や
国
会
に
居
座
り
続
け
る
こ
と
は

国
辱
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

江東区の職場・地域、議会などくらし・
平和を守る運動をご紹介します。
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来
年
度
予
算
が
審
議
さ
れ
た

江
東
区
議
会
第
一
回
定
例
会
で

は
、
区
民
の
暮
ら
し
応
援
の
対

策
に
背
を
向
け
て
、
国
保
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
値

上
げ
な
ど
区
民
負
担
増
を
押
し

付
け
る
江
東
区
政
に
対
し
、
共

産
党
区
議
団
は
「
区
民
の
暮
ら

し
優
先
の
区
政
」
に
転
換
を
求

め
、
予
算
修
正
の
具
体
的
提
案

を
つ
く
っ
て
、
対
決
し
て
い
ま

す
。
同

時
に
、
安

倍
内
閣
の

「
戦
争
す
る
国
づ
く
り
」
「
教

育
再
生
」
を
め
ぐ
っ
て
も
対
決

の
議
会
と
な
り
ま
し
た
。

自
民
党
議
員
は
「
従
軍
慰
安
婦

に
つ
い
て
強
制
連
行
を
証
明
す

る
文
書
は
な
い
」
「
で
っ
ち
上

げ
と
言
わ
れ
て
い
る
南
京
虐
殺
」

な
ど
に
つ
い
て
「
未
だ
に
記
述

を
し
て
い
る
教
科
書
が
あ
る
」

と
し
た
一
方
、
今
年
度
学
習
指

導
要
領
で
「
竹
島
・
尖
閣
問
題

で
の
記
述
が
前
進
し
た
」
の
で
、

来
年
の
教
科
書
採
択
で
は
「
正

し
い
判
断
を
求
め
る
」
と
持
論

を
展
開
。
ま
た
、
元
自
民
衆
院

議
員
秘
書

の
無
所
属

議
員
は

「
『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
」
の
第

２
部
は
学
校
図
書
と
し
て
ふ
さ

わ
し
く
な
い
の
で
、
即
刻
撤
去

す
べ
き
」
と
求
め
ま
し
た
。

共
産
党
会
派
は
、
議
会
に
お
い

て
「
卒
業
式
で
『
日
の
丸
・
君

が
代
』
に
敬
意
を
表
さ
な
い
議

員
は
議
会
代
表
と
し
な
い
」
と

い
う
事
態
と
な
っ
て
い
る
中
で

「
学
校
現
場
で
強
制
し
な
い
」

「
憲
法
が
保
障
す
る
内
心
の
自

由
に
反
す
る
教
員
へ
の
罰
則
」

な
ど
に
つ
い
て
教
育
委
員
会
の

見
解
を
質
し
、
「
政
治
の
右
傾

化
の
も
と
で
、
教
育
委
員
会
と

し
て
政
治
的
中
立
性
を
保
つ
べ

き
」
と
、
国
民
主
権
、
国
民
の

教
育
権
を
守
る
べ
き
対
応
を
求

め
ま
し
た
。

教
育
の
後
退
を
許
さ
ず
、
子
ど

も
た
ち
に
歴
史
の
真
実
を
伝
え
、

戦
争
の
な
い
平
和
な
、
国
際
社

会
に
貢
献
で
き
る
国
づ
く
り
を

進
め
る
た
め
、
引
き
続
き
皆
さ

ん
と
力
を
合
わ
せ
ま
す
。

暮
ら
し
と
平
和
を
守
る
対
決

―
予
算
委
員
会

2014年度
「従
軍
慰
安
婦
」
「南
京
大
虐
殺
」

は
歴
史
的
誤
り

―
自
民
党
議
員

教
育
の
政
治
利
用
は
許
さ
れ

な
い

来
賓
と
し
て
東
部
法
律
事
務
所
の

大
江
京
子
弁
護
士
は
、
「
こ
の
時

期
に
消
費
税
の
増
税
は
、
業
者
の

営
業
と
暮
ら
し
を
破
壊
す
る
悪
法

と
安
倍
政
権
を
厳
し
く
批
判
。
力

を
合
わ
せ
中
止
の
運
動
を
広
げ
ま

し
ょ
う
」
と
挨
拶
。
佐
藤
巌
江
東

健
康
と
生
活
を
守
る
会
会
長
、
大

瀬
秀
之
江
東
年
金
者
組
委
員
長
が

決
意
と
挨
拶
を
し
ま
し
た
。

森
外
米
蔵
民
商
事
務
局
長
は
、

中
の
橋
商
店
街
で
取
り
組
ん
だ
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
、
消
費
税
が
増
税

さ
れ
た
ら
事
業
継
続
で
き
な
い
２

１
％
、
努
力
す
る
が
困
難
５
２
％

と
７
割
が
商
売
の
継
続
困
難
と
回

答
。
「
消
費
税
の
転
嫁
な
ん
て
で

き
な
い
」
と
怒
り
の
声
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
今
年
の
確
定
申

告
の
特
徴
で
は
、
売
上
げ
が
１
０

０
万
円
以
下
の
方
も
あ
り
、
年
金

と
合
わ
せ
生
活
し
て
い
る
状
況
が

申
告
計
算
か
ら
も
強
く
感
じ
る
と

報
告
。

集
会
後
、
東
・
西
税
務
署
ま
で

デ
モ
行
進
を
行
い
集
団
申
告
を
行

い
ま
し
た
。

こ
の
集
会
に
は
、
小
池
晃
参
院

議
員
ら
４
名
の
共
産
党
議
員
か
ら

連
帯
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。

本
日
の
３
・
12
重
税
反
対
統
一

行
動
は
、
大
増
税
実
施
が
目
前
の

正
念
場
の
行
動
で
す
。
払
い
き
れ

な
い
税
金
の
納
税
猶
予
申
請
も
提

出
す
る
な
ど
要
求
の
総
結
集
へ
新

た
な
努
力
を
強
め
ま
し
ょ
う
。
本

日
の
集
会
・
行
動
で
示
さ
れ
た
大

き
な
共
同
の
輪
を
さ
ら
に
広
げ
て

重
税
反
対
、
消
費
税
増
税
中
止
の

た
め
に
全
力
で
奮
闘
し
ま
し
ょ
う
。

と
集
会
決
議
を
採
択
し
、
東
・
西

税
務
署
ま
で
デ
モ
行
進
し
、
集
団

申
告
を
お
こ
な
い
ま
し
た

錦
糸
公
園
で
開
か
れ
た
集
会
に

は
、
東
部
地
域
（
墨
田
、
江
東
、

足
立
な
ど
）
の
労
働
組
合
員
な
ど

１
５
０
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
、

全
国
で
一
斉
に
取
り
組
ま
れ
た

「
く
ら
し
、
営
業
、
雇
用
守
れ
！

３
・
１
３
東
部
地
域
決
起
集
会
」

今
年
で
45
回
を
迎
え
る
「
３
・
１
３
全
国
重
税
反
対
統
一
行
動
」
に
呼
応
し
１
２
日
、
江
東
区
民
セ

ン
タ
ー
で
区
民
集
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
集
会
で
は
、
川
村
好
正
区
労
連
副
議
長
が
開
会
挨
拶
。
上
原

譲
江
東
民
商
会
長
は
集
会
の
意
義
を
報
告
。
来
賓
と
し
て
参
加
さ
れ
た
東
部
法
律
事
務
所
・
大
江
京
子

弁
護
士
は

雨
天
・
強
風
の
な
か
で
東
部
地
域
春
闘
決
起
集
会

「
く
ら
し
、
営
業
、
雇
用
守
れ
！
」



寝
床
家
道
楽
さ
ん
の
禁
演
落
語

（
戦
時
中
、
国
の
政
策
に
そ
ぐ
わ

な
い
噺
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
た

落
語
）
で
は
じ
ま
っ
た
つ
ど
い
。

中
村
俊
子
さ
ん
が
語
っ
た
東
京

大
空
襲
の
体
験
談
。
犠
牲
に
な
っ

た
父
と
弟
を
猿
江
恩
賜
公
園
で
み

つ
け
た
と
き
の
こ
と
を
今
で
も
鮮

明
に
覚
え
て
い
て
「
苦
し
か
っ
た

だ
ろ
う
、
さ
び
し
か
っ
た
だ
ろ
う
」

と
涙
な
が
ら
に
話
し
ま
し
た
。

つ
ど
い
で
は
、
早
乙
女
愛
さ
ん

が
企
画
・
製
作
し
た
証
言
映
像
記

録
（
出
演
：
清
岡
美
和
子
さ
ん
）

の
紹
介
。
戦
災
資
料
セ
ン
タ
ー
で

学
ん
だ
子
ど
も
た
ち
か
ら
の
ビ
デ

オ
レ
タ
ー
と
感
想
発
表
と
続
き
ま

し
た
。
早
乙
女
勝
元
戦
災
資
料
セ

ン
タ
ー
館
長
は
「
戦
争
に
な
っ
た

ら
民
間
人
が
ど
う
な
っ
て
し
ま
う

か
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
戦
争
へ

の
道
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
」
と

戦
災
資
料
セ
ン
タ
ー
の
重
要
性
を

語
り
ま
し
た
。

教
育
評
論
家
の
三
上
満
さ
ん
は

「
私
の
原
点
と
日
本
国
憲
法
」
と

題
し
て
講
演
。
三
上
さ
ん
は
、
戦

前
の
生
活
を
通
し
て
、
子
ど
も
た

ち
の
未
来
に
た
ず
さ
わ
る
仕
事
が

し
た
い
。
人
の
上
に
た
っ
て
命
令

し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
人
々

の
な
か
で
生
き
て
い
く
、
人
々
の

近
く
で
生
き
て
い
く
よ
う
な
人
間

に
な
っ
て
い
こ
う
と
教
師
に
な
る

こ
と
を
決
意
し
た
と
話
し
「
私
の

原
点
は
3
月
10
日
に
あ
り
、
そ
こ

に
あ
っ
た
の
は
戦
争
の
悲
惨
さ
と

平
和
の
大
切
さ
」
だ
っ
た
と
語
り
、

日
本
国
憲
法
は
日
本
が
戦
争
を
し

な
い
た
め
だ
け
に
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
日
本

は
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
日
本
の
努

力
に
よ
っ
て
、
世
界
の
紛
争
や
戦

争
を
一
掃
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ

て
い
る
こ
と
を
強
調
し
ま
し
た
。

三
上
さ
ん
は
「
憲
法
前
文
に
あ

る
『
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し

く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平

和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
』
の

部
分
が
一
番
好
き
で
す
」
と
話
し
、

「
平
和
の
う
ち
に
生
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
な
に
も
戦
争
が
な
け
れ

ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
戦
争
が
な
く
て
も
命
が
粗

末
に
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
、
相
手

に
復
讐
し
て
や
ろ
う
と
思
う
よ
う

な
人
が
い
る
社
会
。
こ
う
い
っ
た

社
会
に
平
和
的
生
存
権
が
あ
る
と

佐
藤
巌
会
長
は
、
「
都
知
事
選

挙
で
は
、
宇
都
宮
健
児
さ
ん
の
得

票
も
得
票
率
も
増
や
す
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
５
月
の
対
都
交
渉
に

願
い
を
持
ち
寄
り
要
求
実
現
に
力

を
合
わ
せ
ま
し
ょ
う
」
と
挨
拶
。

あ
ぜ
上
三
和
子
都
議
は
、
「
都

知
事
選
挙
後
、
舛
添
知
事
は
、

『
世
界
一
の
福
祉
都
市
東
京
』
を

め
ざ
す
と
公
言
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
私
た
ち
の
運
動
の
成
果
で
す
。

議
会
の
内
外
で
福
祉
、
医
療
・
教

育
の
充
実
を
共
に
迫
っ
て
い
き
ま

し
ょ
う
」
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

区
議
団
を
代
表
し
て
、
す
が
や

俊
一
区
議
は
、
「
医
療
費
の
値
上

げ
、
年
金
の
切
り
下
げ
な
ど
区
民

い
じ
め
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
る
た

め
に
も
、
来
年
４
月
に
行
な
わ
れ

る
区
長
・
区
議
選
勝
利
に
向
け
全

力
で
頑
張
り
ま
す
」
と
決
意
を
述

べ
ま
し
た
。
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概説

幕末から明治維新にかけて日本の社会は

激しく変化しました。17世紀初めからの江

戸幕府も、天保の改革の頃には衰え、開国

がそれに拍車をかけました。外国との貿易

がすすむにつれて物価が高騰し、庶民を苦

しめました。幕末には、長州戦争，大政奉

還、王政復古と続くさまざまな事件があり

ますが、それを底辺から動かしたのは、民

衆の動向です。

1866(慶応２)年、全国各地で百姓一揆や

打ちこわしがおこり、「世直し｣の運動が

展開されます。とくに注目されるのは、江

戸市民の「貧窮民屯集」とよばれる事件で

す。９月10日大島町と猿江などの貧民が屯

集し、12日には亀戸天神、霊巌寺、本所回

向院の境内に、「飢渇ニ堪エ難キ」貧民た

ちが土のかまどをつくり、大釜を借りだし、

近辺の富家や武家屋敷から米、塩、味噌や

薪まで貰いうけ、粥にして食べました。13

日にも羅漢寺に無数の群衆が集まりました。

浅草では幟（のぼり）をおしたてて市中を

行進します。

本所、深川からおこったこの運動は、18
日から19日にかけて最高潮に達し、江戸市

中にひろまりました。18日には、上野の山

を通りかかったアメリカ公使一行に、貧窮

民たちが女、子供も雨のように投石する事

件もおこりました。この運動は幕府を震え

あがらせたのです。

1868(慶応４)年１月、鳥羽・伏見で始まっ

た戊辰戦争は会津や函館での戦闘に移って、

３月には新政府が発足。西郷隆盛と勝海舟

が江戸城の無血開城を決めたのは、このよ

うな江戸市民の蜂起の再発を恐れたためで

す。明治維新の原動力は本所、深川の貧窮

民にあったといえます。

翌年５月戊辰戦争が終わり、幕府側の桑

名藩松平家の責任を一身に負って、家臣の

森信明が牡丹町の洲崎海荘で自尽。その墓

は霊巌寺にあります。

３
月
８
日
、
東
京
大
空
襲
・
戦
災
資
料
セ
ン
タ
ー
開
館
12
周
年
記

念
「
東
京
大
空
襲
を
語
り
継
ぐ
つ
ど
い
」
が
テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
う
で

開
か
れ
ま
し
た
。

（31）

江
東
生
活
と
健
康
を
守
る
会
・
新
春
の
つ
ど
い

「戊辰戦争と江東」

ペ
リ

ー

来

航

へ

の

防

衛

図

☆
行
事
予
定
☆

〇
４
月

20
日
（
日
）

10
時
〜

『

な
く

せ
原

発

江

東
区

民

パ
レ
ー

ド
』
森
下
公
園
〜
深

川
公
園
ま
で
を
パ
レ
ー
ド

〇
４
月

25
日
（
金
）

19
時
〜

『
江
東

区
労
連
労
働
相
談
員

要
請
＆
組
織
拡
大
交
流
会
』

江
東
区

文
化
セ
ン
タ
ー
・
第

５
研
修
室

２
月

16
日
、
江
東
生
活
と
健
康
を
守
る
会
は
、
「
新
春
の
つ

ど
い
」
を
江
東
区
民
セ
ン
タ
ー
で
開
き
ま
し
た
。

３
月
１
日
、

江
東
区
内

で
都
知
事
選
挙

を
共
に
た

た
か
っ
た
「
革

新
都
・
区

政
を
つ
く
る
会

」
や
「
希

望
の
会
」
の
団

体
・
個
人

40
数

名

が

参

加

し

て

、

「
江
東
報
告
会

&
お
疲
れ

さ
ま
会
」
が
総

合
区
民
セ

ン
タ
ー
で
開
か
れ
ま
し
た
。

宇
都
宮
健
児

さ
ん
は
、

「
前
回
の
選
挙

に
比
べ
て

手
ご
た
え
を
感
じ
ま
し
た
。

一
人
ひ
と
り
は
微
力
で
も
、

無
力
で
は
な
い

。
微
力
が

集
ま
り
大
き
な

力
に
な
れ

ば
、
社
会
を
変
え
ら
れ
る
」

と
語
り
、
選
挙

事
務
所
な

ど
の
活
動
を
支

え
て
く
れ

た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
感
謝

の
言
葉
が
述
べ

ら
れ
ま
し

た
。

い
え
る
の
か
、
私
た
ち
は
問
う
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述

べ
ま
し
た
。

戦
後
、
女
性
に
選
挙
権
が
与
え

ら
れ
た
の
は
日
本
国
憲
法
が
で
き

る
前
で
す
。
「
生
命
を
生
み
出
す

女
性
が
参
加
し
た
国
会
で
つ
く
ら

れ
た
の
が
日
本
国
憲
法
で
、
そ
れ

が
憲
法
の
支
え
に
な
っ
て
い
る
と

私
は
思
っ
て
い
ま
す
」
と
三
上
さ

ん
は
結
び
ま
し
た

東京大空襲の体験を話す
中村俊子さん（左）

講

演

を

す

る

三

上

満

さ

ん
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