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明
治
時
代
、
警
察
官
の
鑑
と
し

て
讃
え
ら
れ
た
人
物
が
佐
倉
警
察

署
に
勤
務
し
て
い
た
鈴
木
清
助
巡

査
で
あ
る
。
明
治
23
年
４
月
、
佐

原
郡
役
所
で
徴
収
し
た
税
金
を
川

崎
銀
行
佐
原
支
店
か
ら
千
葉
支
店

に
運
ぶ
こ
と
に
な
り
、
警
護
を
頼

ま
れ
た
佐
倉
警
察
署
が
任
務
を
託

し
た
の
が
武
術
に
す
ぐ
れ
、
と
く

に
柔
術
で
は
達
人
と
い
わ
れ
た
清

助
で
あ
っ
た
。 

現
金
、
一
万
数
千
円
を
逓
送
夫

に
背
負
わ
せ
清
助
が
佐
倉
を
出
た

の
が
４
月
４
日
の
午
後
４
時
ご
ろ
。

亀
崎
か
ら
内
黒
田
を
抜
け
て
千
葉

へ
と
向
か
っ
た
。
千
代
田
村
栗
山

新
田
（
い
ま
の
四
街
道
市
栗
山
）

に
来
た
と
き
で
あ
る
。
後
ろ
か
ら

六
尺
豊
か
な
男
が
つ
い
て
来
る
の

に
気
づ
き
声
を
か
け
る
と
、
旦
那

と
一
緒
だ
と
安
心
な
の
で
同
行
さ

せ
て
く
れ
と
い
う
。
官
金
略
奪
の

気
配
が
窺
え
る
の
で
警
戒
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
日
が
暮
れ
薄
暗
く
な

っ
て
千
葉
郡
都
賀
村
（
い
ま
の
千

葉
市
若
葉
区
西
都
賀
）
の
通
称
、

夫
婦
坂
に
差
し
か
か
っ
た
と
き
、

男
が
清
助
目
掛
け
て
拳
銃
を
発
射

し
た
。
そ
の
一
発
が
腰
部
に
命
中
、

サ
ー
ベ
ル
を
抜
い
て
立
ち
向
か
っ

た
が
、
他
の
一
発
が
左
上
腕
部
を

傷
付
け
た
。 

そ
れ
で
も
屈
せ
ず
、
男
を
追
い

か
け
一
刀
を
左
肩
に
浴
び
せ
、
次

に
一
刀
両
断
と
思
っ
た
が
捕
縛
し

て
取
り
調
べ
た
い
と
思
い
サ
ー
ベ

ル
を
捨
て
て
男
に
組
み
付
き
拳
銃

を
も
ぎ
取
ろ
う
と
し
た
と
き
、
さ

ら
に
一
発
が
下
腹
部
に
命
中
し
た
。

瀕
死
の
重
傷
を
負
い
激
痛
に
耐
え

な
が
ら
も
何
と
驚
い
た
こ
と
に
男

を
取
り
押
さ
え
捕
縛
し
て
歩
い
て

行
っ
て
一
軒
の
農
家
を
み
つ
け
千

葉
警
察
署
へ
急
報
す
る
よ
う
に
頼

ん
で
い
る
。 

急
を
聞
い
て
駆
け
つ
け
た
千
葉

警
察
署
の
署
員
に
男
を
引
き
渡
す

と
、
さ
す
が
に
力
尽
き
事
件
発
生

か
ら
４
日
目
の
未
明
、
収
容
先
の

病
院
で
息
を
引
き
取
っ
た
。
行
年

三
十
一
歳
で
あ
っ
た
。 

清
助
は
佐
倉
城
下
袋
小
路
、
い

ま
の
暗
闇
坂
の
坂
下
辺
り
で
佐
倉

藩
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
藩
校

西
塾
で
学
び
二
十
歳
の
と
き
上
京

し
て
日
本
橋
区
浜
町
で
水
泳
教
室

を
開
い
て
い
る
。
当
時
、
宮
内
省

の
御
用
掛
を
し
て
い
た
山
岡
鉄
舟

と
親
交
を
も
っ
て
い
る
が
、
鉄
舟

か
ら
案
山
子
の
絵
を
贈
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
絵
に
は
「
た
ふ
れ
て
も

弓
矢
を
捨
て
ぬ
案
山
子
か
な
」
と

い
う
讃
が
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
。 

こ
れ
が
契
機
に
な
っ
て
一
朝
、

有
事
の
際
は
身
を
捧
げ
て
働
か
ね

ば
な
ら
ぬ
と
考
え
、
警
察
官
こ
そ

理
想
の
職
業
と
思
い
警
察
官
を
志

し
た
と
い
う
。
清
助
が
殉
職
し
て

間
も
な
く
、
心
労
の
あ
ま
り
夫
の

あ
と
を
追
う
よ
う
に
亡
く
な
っ
た

妻
と
と
も
に
佐
倉
市
新
町
の
延
覚

寺
に
葬
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
ん
な

立
派
な
警
察
官
が
こ
こ
佐
倉
に
い

た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と

思
う
。 

露
崎
栄
一
著
『
夫
婦
坂
輪
廻
の

絆
』
他
に
よ
っ
て
書
き
ま
し
た
。 
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東
海
道
五
十
三
次
と 

リ
サ
イ
ク
ル 

印
西
の
獅
子
舞 

   
江
戸
時
代
に
は
、
東
海
道
の
江

戸
か
ら
京
都
間
の
約
五
百
㌔
を
わ

ず
か
十
三
泊
十
四
日
で
歩
い
た
。

男
子
が
一
日
約
三
五
㌔
、
我
々
に

は
想
像
も
つ
か
な
い
く
ら
い
の
健

脚
だ
っ
た
。 

大
名
行
列
は
こ
れ
よ
り
ス
ピ
ー

ド
は
ず
っ
と
遅
い
。
薩
摩
藩
や
金

沢
藩
の
大
名
行
列
は
二
千
～
四
千

名
で
、
列
の
長
さ
は
一
・
五
㌔
も

あ
っ
た
と
。 

東
海
道
五
十
三
次
の
宿
場
町
で

人
は
食
べ
て
寝
る
だ
け
だ
ろ
う
か
。

肝
心
な
の
は
用
便
の
こ
と
で
あ
る
。

異
邦
人
の
ケ
ン
ペ
ル
、
ツ
ン
ベ
リ

ー
、
シ
ー
ボ
ル
ト
ら
に
よ
る
紀
行

文
に
、
旅
先
の
ト
イ
レ
の
こ
と
や
、

雨
上
が
り
の
ぬ
か
る
ん
だ
街
道
を

誰
が
整
備
し
た
か
ま
で
、
事
細
か

に
書
い
て
あ
る
。
二
～
三
里
ご
と

に
路
傍
に
木
葉
葺
き
の
小
屋
を
つ

く
り
、
そ
こ
で
大
名
や
身
分
の
高

い
人
た
ち
が
、
休
憩
し
た
り
用
便

し
た
り
す
る
。 

近
在
の
百
姓
た
ち
が
こ
れ
ら
の

ト
イ
レ
小
屋
を
設
置
し
、
ま
た
道

路
の
清
掃
を
行
い
、
毎
日
落
ち
て

く
る
松
葉
や
松
カ
サ
な
ど
、
焚
き

物
と
し
て
利
用
す
る
。
馬
糞
は
、

百
姓
の
子
供
が
馬
の
す
ぐ
後
を
追

い
か
け
、
ま
だ
温
も
り
の
あ
る
う

ち
に
か
き
集
め
、
自
分
の
畑
に
運

ん
で
い
く
。 

す
り
切
れ
て
捨
て
ら
れ
た
人
・

馬
の
ワ
ラ
ジ
は
拾
い
集
め
ら
れ
、

ゴ
ミ
と
と
も
に
焼
か
れ
、
灰
＝
カ

リ
肥
料
と
し
て
使
わ
れ
る
。 

も
ち
ろ
ん
一
般
庶
民
用
の
ト
イ

レ
も
百
姓
た
ち
が
自
費
で
つ
く
り
、

旅
人
に
使
っ
て
も
ら
っ
た
。
こ
の

糞
尿
を
少
し
で
も
多
く
集
め
、
灰

な
ど
と
混
ぜ
合
わ
せ
て
肥
料
に
し

た
の
で
あ
る
。 

当
時
は
、
江
戸
を
は
じ
め
全
て

の
庶
民
が
生
活
に
必
要
な
も
の
を

リ
サ
イ
ク
ル
に
よ
っ
て
賄
っ
て
い

た
の
だ
と
。 

そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
昨
今
の

我
々
の
生
活
で
は
毎
日
が
ゴ
ミ
の

山
で
あ
る
。
消
費
し
な
い
か
ら
デ

フ
レ
に
な
る
の
だ
と
盛
ん
に
景
気

を
煽
っ
て
無
駄
使
い
を
推
奨
す
る

当
節
で
あ
る
。 

 （
ユ
ー
カ
リ
が
丘 

板
井 

省
司
） 

   

印
西
の
里
山
散
策
の
途
中
に
豊

か
な
自
然
に
触
れ
な
が
ら
６
５
０

年
前
か
ら
伝
わ
る
獅
子
舞(

印
西

市
指
定
の
無
形
民
俗
文
化
財)

を

春
と
秋
に
鑑
賞
す
る
機
会
が
あ
り

ま
し
た
。 

年
貢
で
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
農

民
の
喜
怒
哀
楽
の
表
現
と
し
て
、

鎮
守
の
森
で
の
叫
び
だ
と
思
い
ま

し
た
。
和
泉
の
三
頭
獅
子
舞
は
八

幡
神
社
の
境
内
で
４
月
下
旬
に
行

わ
れ
ま
し
た
。
春
の
農
作
業
の
始

ま
り
と
し
て
、
又
、
稲
の
籾
蒔
き

が
済
ん
だ
事
を
祝
い
五
穀
豊
穣
・

家
内
安
全
・
子
孫
繁
栄
を
祈
願
し

て
神
前
に
奉
納
さ
れ
る
獅
子
舞
と

い
う
事
で
す
。 

頭
髪
に
麻
や
鳥
の
羽
を
使
っ
た

獅
子
（
鹿
）
の
面
を
か
ぶ
っ
た
オ

ヤ
ジ(

親
獅
子)

、
カ
カ
（
母
獅

子
）
、
セ
ナ
（
若
獅
子
）
、
の
三

頭
の
獅
子
が
笛
の
音
に
合
わ
せ
踊

り
、
腹
に
抱
え
た
太
鼓
を
打
ち
な

が
ら
力
強
く
踊
り
ま
す
。
豊
作
を

祈
る
と
共
に
子
孫
繁
栄
の
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
踊
り
の
途

中
に
子
供
７
～
８
人
等
が
並
び
獅

子
と
共
に
仮
の
川(

橋)

を
渡
る
踊

り
（
行
為
）
が
あ
り
ま
し
た
が
、

子
供
達
が
す
く
す
く
と
立
派
に
成

長
す
る
様
願
う
民
の
叫
び
の
様
な

気
が
し
ま
す
。
大
き
な
コ
イ
ノ
ボ

リ
が

10
匹
程
泳
い
で
い
る
下
で

の
獅
子
舞
で
し
た
。 

中
根
の
い
な
ざ
き
獅
子
舞
は
秋

分
の
日(

９
月
の
例
大
祭)

に
和

泉
鳥
見
神
社
で
奉
納
さ
れ
ま
す
。

秋
の
豊
作
に
対
す
る
感
謝
を
表
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
舞
が
演
じ
ら
れ
ま
し

た
。
「
い
な
ざ
き
」
と
は
「
稲
の

収
穫
を
前
に
し
て
豊
作
を
願
う
」

と
い
う
意
味
が
あ
る
そ
う
で
す
。 

こ
の
獅
子
舞
の
珍
し
い
と
こ
ろ

は
獅
子
舞
の
他
に
道
化
役
と
し
て

「
河
童
」
が
モ
ノ
を
持
っ
て
踊
る

事
で
、
こ
の
踊
り
の
途
中
に
子
供

が
４
人
程
踊
り
に
加
わ
り
成
長
を

祈
願
す
る
内
容
で
し
た
。
河
童
の

道
化
役
が
登
場
と
は
何
か
伝
統
あ

る
民
話
か
神
楽
に
あ
る
様
な
話
だ

と
思
っ
た
り
し
ま
し
た
。
楽
し
い

一
時
で
し
た
。 

（
井
野 

安
保 

昌
浩
） 
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佐
倉
市
民
カ
レ
ッ
ジ
の
16
期
生

で
あ
る
私
た
ち
が
、
平
成
23
年
、

卒
業
と
同
時
に
立
ち
上
げ
た
自
主

講
座
「
カ
レ
ッ
ジ
16
」
は
、
こ
の

３
月
、
４
年
間
の
学
び
を
閉
じ
た
。 

76
名
の
会
員
を
以
っ
て
ス
タ
ー

ト
し
た
月
１
回
の
講
座
に
、
会
員

は
弁
当
を
持
っ
て
集
ま
り
、
ど
こ

か
開
放
的
な
思
い
で
授
業
を
受
け
、

会
話
や
情
報
交
換
を
楽
し
ん
だ
。

も
と
も
と
２
年
計
画
で
発
足
し
た

講
座
で
あ
る
が
、
続
行
を
求
め
る

声
が
上
が
り
、
そ
の
声
に
応
え
て

い
る
う
ち
に
回
を
重
ね
、
つ
い
に

昨
年
度
は
第
４
年
次
に
突
入
し
た
。

仲
間
と
の
つ
な
が
り
を
求
め
る
会

員
の
熱
い
思
い
を
受
け
止
め
、
新

た
な
講
座
を
用
意
す
る
の
は
決
し

て
楽
な
作
業
で
は
な
か
っ
た
が
、

そ
こ
は
多
士
済
々
、
運
営
委
員
の

底
力
が
光
っ
た
。
人
脈
や
情
報
収

集
に
優
れ
て
い
る
、
パ
ソ
コ
ン
が

得
意
、
文
章
に
強
い
、
会
計
能
力

抜
群
、
企
画
力
旺
盛
…
と
頼
も
し

い
面
々
で
あ
る
。
率
直
に
意
見
を

出
し
合
い
意
思
疎
通
を
図
る
。
先

を
見
据
え
計
画
的
に
相
談
す
る
。

率
先
垂
範
で
準
備
を
進
め
る
。
心

地
よ
い
環
境
や
組
織
力
も
徐
々
に

高
ま
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
協
力

体
制
の
下
に
動
く
組
織
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
カ
レ
ッ
ジ
入
学
と
い

う
偶
然
の
出
合
い
で
し
か
な
か
っ

た
仲
間
が
、
在
学
４
年
間
と
合
わ

せ
、
８
年
間
も
つ
な
が
っ
て
こ
ら

れ
た
の
だ
と
思
う
。
こ
こ
で
培
っ

て
き
た
仲
間
と
の
絆
も
、
運
営
委

員
の
一
員
と
し
て
微
力
な
が
ら
関

わ
っ
て
き
た
こ
と
も
大
切
な
財
産
。

ど
こ
か
で
今
後
の
私
を
支
え
て
く

れ
る
は
ず
。 

自
主
講
座
は
去
る
３
月
、
市
内

在
住
の
新
進
ピ
ア
ニ
ス
ト
を
迎
え

て
の
リ
サ
イ
タ
ル
で
、
格
調
高
く

締
め
く
く
る
。
盛
大
な
お
別
れ
パ

ー
テ
ィ
ー
で
、
今
度
こ
そ
「
カ
レ

ッ
ジ
16
」
は
終
了
す
る
。 

寂
し
く
も
あ
り
、
嬉
し
く
も
あ

る
今
年
の
幕
開
け
で
あ
る
。 

 

 
 

 

（
大
蛇
町 

松
山 

洋
子
） 

  

   

年
末
の
風
物
詩
と
い
え
ば
大
掃

除
に
紅
白
歌
合
戦
、
そ
れ
に
ベ
ー

ト
ー
ベ
ン
の
「
第
九
」
（
交
響
曲

第
九
番
・
合
唱
）
が
加
わ
る
。 

と
に
か
く
日
本
人
は
「
第
九
」

が
好
き
で
あ
る
。
理
由
は
い
ろ
い

ろ
考
え
ら
れ
る
が
、
多
く
の
人
達

と
音
楽
の
共
体
験
が
で
き
る
う
え

音
楽
的
価
値
に
魅
力
が
あ
り
、
合

唱
歌
詞
の
博
愛
・
平
和
主
義
に
共

感
を
覚
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

人
気
の
高
さ
は
、
音
楽
・
演
劇

分
野
に
於
い
て
歌
舞
伎
の
「
勧
進

帳
」
と
双
壁
を
な
し
て
お
り
、
両

者
と
も
確
実
に
多
く
の
観
客
を
動

員
す
る
。
「
勧
進
帳
」
は
、
襲
名

披
露
や
新
し
い
舞
台
の
杮

こ
け
ら

落
し
な

ど
重
要
な
興
行
を
行
う
際
に
は
必

ず
上
演
さ
れ
、
「
第
九
」
同
様
大

勢
の
観
客
が
押
し
寄
せ
る
。 

「
第
九
」
と
「
勧
進
帳
」
の
人

気
の
高
さ
に
、
我
が
国
の
国
民
性

を
垣
間
見
る
思
い
が
す
る
。 

一
方
年
末
に
演
奏
会
が
集
中
す

る
の
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
終
戦

直
後
の
貧
し
い
時
代
に
、
〝
餅
代

稼
ぎ
〟
と
し
て
演
奏
会
を
開
い
た

こ
と
に
由
来
す
る
。
現
在
で
は
年

末
の
演
奏
会
は
す
っ
か
り
定
着
し

て
お
り
、
聴
く
側
に
と
っ
て
も
明

る
く
年
末
を
過
ご
し
、
元
気
に
新

年
を
迎
え
る
た
め
の
大
き
な
イ
ベ

ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。 

音
楽
的
に
は
何
と
い
っ
て
も
第

四
楽
章
が
圧
巻
で
あ
る
。
第
三
楽

章
ま
で
の
主
題
を
次
々
と
弦
楽
器

が
打
ち
消
し
た
後
、
有
名
な
『
歓

喜
の
歌
』
の
メ
ロ
デ
ィ
が
静
か
に

顔
を
出
す
。
や
が
て
全
楽
器
が
高

ら
か
に
『
歓
喜
の
歌
』
を
奏
で
、

最
初
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
訪
れ

る
。
そ
の
後
一
瞬
躊
躇
す
る
よ
う

な
メ
ロ
デ
ィ
が
続
く
が
、
そ
れ
を

振
り
切
っ
て
独
唱
と
合
唱
に
突
入

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
展
開

が
誠
に
素
晴
ら
し
く
、
私
は
聴
く

度
に
胸
の
高
鳴
り
を
覚
え
る
。 

皆
さ
ん
も
機
会
が
あ
り
ま
し
た

ら
是
非
「
第
九
」
を
お
聴
に
な
り
、

元
気
を
貰
っ
て
下
さ
い
。 

 

（
千
成 

堤 

源
太
郎
） 

終
了
「
カ
レ
ッ
ジ
16
」 

「
第
九
」
小
考 



－４－ 

 

４
月
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

新
た
な
気
持
ち
で
『
な
か
ま
』
の

充
実
を
目
指
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

２
月
号
の
「
一
休
」
文
中
の
京

都
大
徳
寺
の
塔
頭
真
珠
庵
に
つ
い

て
、
補
足
と
紹
介
を
し
ま
す
。 

 

一
休
が
命
名
し
た
庵
の
名
の
由

来
は
、
雪
が
降
り
し
き
る
破
れ
寺

で
修
行
し
て
い
る
と
き
、
隙
間
か

ら
雪
が
入
り
込
み
、
月
の
光
に
真

珠
の
よ
う
に
輝
い
た
と
い
う
故
事

か
ら
と
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
真
珠
庵
は
破
れ
寺
ど

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 
 

佐
倉
市
上
座
の
熊
野
神
社
を
ご

紹
介
し
ま
す
。
由
緒
を
見
る
と
、

「
創
立
は
不
詳
な
る
も
お
よ
そ
五
、

六
百
年
前
（
西
暦
一
四
〇
〇
年
頃
）

の
創
立
と
思
わ
れ
る
」
と
あ
り
ま

す
。
そ
の
時
代
は
日
本
史
で
ど
ん

な
時
代
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、

な
ん
と
室
町
時
代
か
ら
上
座
に
鎮

座
し
て
い
た
こ
と
が
伺
い
知
れ
ま

す
。
『
す
ご
い
で
す
ね
』 

 

熊
野
神
社
と
は
熊
野
三
山
（
熊

野
本
宮
大
社
、
熊
野
速は
や

玉た
ま

大
社
、

熊
野
那
智
大
社
）
の
祭
神
を
勧
請

さ
れ
た
神
社
の
こ
と
で
す
。 

 

自
然
信
仰
の
聖
地
で
あ
る
熊
野

三
山
詣
に
平
安
時
代
は
皇
族
・
貴

族
ら
の
参
詣
が
盛
ん
で
、
鎌
倉
時

代
は
地
方
の
武
士
が
多
く
、
室
町

時
代
に
一
般
民
衆
が
最
盛
期
を
迎

え
た
よ
う
で
す
。
由
緒
の
創
立
年

代
と
合
致
し
ま
す
。
上
座
総
合
公

園
に
来
ら
れ
た
ら
、
左
奥
の
山
手

の
石
段
を
上
る
と
小
さ
な
社
殿
が

鎮
座
し
て
い
ま
す
。
秋
の
例
祭
は

十
月
十
五
日
で
す
。 

（
井
手 

季
雄
） 

こ
ろ
か
方
丈
、
庫
裏
な
ど
立
派
で
、

気
品
の
あ
る
静
寂
な
雰
囲
気
を
醸

し
出
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
一
休

は
生
前
１
日
も
こ
こ
に
住
ん
だ
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
大
徳
寺
の
他

の
庵
の
再
建
を
先
に
し
た
の
で
す
。 

 

真
珠
庵
が
建
て
ら
れ
た
の
は
一

休
没
後
10
年
の
こ
と
で
し
た
。
村

田
珠
光
の
作
と
い
わ
れ
る
七
五
三

の
庭
、
茶
室
の
庭
玉
軒
や
一
休
像

な
ど
、
一
休
ゆ
か
り
の
国
宝
や
重

要
文
化
財
が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

（
岡
本 

治
之
） 

４月の黒板 
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