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り
の
要

       

舞
鶴
鎮
守
府

鎮
守
府
の
役
割
と
ま
ち
の
始
ま
り

明
治
34（
1
9
0
1
）年
、初
代
司
令
長
官

に
東
郷
平
八
郎
を
迎
え
、舞
鶴
鎮
守
府
は
開

庁
し
た
。前
年
に
制
定
さ
れ
た「
鎮
守
府
条
例
」

に
よ
る
と
、鎮
守
府
は
艦
隊
の
出
動
準
備
、軍

港
の
防
御
、全
国
を
四
つ
に
分
け
た「
海
軍
区
」

の
警
備
、軍
艦
や
兵
器
・
機
関
の
製
造
と
修

理
な
ど
を
監
督
す
る
所
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
他
、兵
士
の
徴ち

ょ
う
ぼ募
・
訓
練
を
担
う
と
と

も
に
に
病
院
や
裁
判
所
、監
獄
な
ど
も
置
か

れ
て
い
た
。

艦
艇
の
活
動
に
は
良
質
な
水
が
大
量
に
必

要
な
た
め
、当
時
の
最
新
技
術
で
鎮
守
府
へ

飲
料
水
を
供
給
す
る
た
め
の
水
道
施
設
が
整

備
さ
れ
、人
や
物
資
の
迅
速
な
移
動
の
た
め
、

鎮
守
府
開
庁
後
、急
ピ
ッ
チ
で
鉄
道
が
敷
設

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
現
在
で
も
市
の
水
道
施

設
や
鉄
道
の
ト
ン
ネ
ル
・
橋

き
ょ
う
き
ゃ
く
脚
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、多
く
の
軍
人
や
軍ぐ

ん
ぞ
く属（
軍
人
以
外
で

軍
隊
に
所
属
す
る
人
）と
そ
の
家
族
を
受
け
入

れ
る
た
め
、碁ご

ば
ん盤

目
の
街
路
で
整
然
と
区
画

さ
れ
た
市
街
地
が
整
備
さ
れ
、そ
れ
ぞ
れ
の

通
り
に
は
当
時
の
軍
艦
の
名
前
が
つ
け
ら
れ

た
。こ
れ
ら
の
歴
史
ス
ト
ー
リ
ー
は
横
須
賀
市
、

呉
市
、佐
世
保
市
と
と
も
に「
日
本
遺
産
」に

認
定
さ
れ
た
。さ
ら
に「
舞
鶴
の
海
軍
施
設
と

都
市
計
画
」と
し
て
、日
本
イ
コ
モ
ス
国
内
委

員
会
が
選
ぶ「
日
本
の
20
世
紀
遺
産
20
選
」に

も
選
定
さ
れ
て
い
る
。

初
代
司
令
長
官
・
東
郷
平
八
郎

連
合
艦
隊
司
令
長
官
と
し
て
日
本
海
海
戦

で
活
躍
し
た
。
連
合
艦
隊
に
異
動
す
る
ま
で

は
舞
鶴
鎮
守
府
初
代
司
令
長
官
を
務
め
て
お

り
、市
内
各
所
に
は
東
郷
邸
な
ど
彼
に
ま
つ

わ
る
施
設
や
逸
話
が
多
数
残
る
。

旧軍港市振興協議会
事務局の皆さん

佐
世
保
市

湾
口
が
狭
く
三
方
が

山
に
囲
ま
れ
た
地
形

や
、中
国
大
陸
や
朝
鮮

半
島
、南
西
諸
島
に
近

い
な
ど
地
政
学
的
に
理
想
的
な
条
件
を
満
た
し

て
い
た
。最
先
端
の
技
術
と
最
高
の
人
材
の
投

入
に
よ
っ
て
、艦
艇
な
ど
を
造
る
海
軍
工こ

う
し
ょ
う

廠
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
が
造
ら
れ
、水
道
や
鉄
道

な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
も
次
々
に
整
備
さ
れ
た
。市

内
に
は
そ
の
よ
う
な
近
代
化
遺
産
が
多
く
残
り
、

旧
佐
世
保
無
線
電
信
所
施
設（
国
指
定
重
要
文

化
財
）な
ど
5
0
3
件
が
日
本
遺
産「
鎮
守
府
」

の
構
成
文
化
財
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。

横
須
賀
市

明
治
17（
1
8
8
4
）

年
、横
浜
の
海
軍
の
東

海
鎮
守
府
が
横
須
賀
に

移
り
、横
須
賀
鎮
守
府

と
改
称
さ
れ
、発
展
し
て
い
く
大
き
な
契
機
に
。

ま
た
、「
鎮
守
府
条
例
」「
海
軍
造
船
所
条
例
」で
、

横
須
賀
造
船
所
は
鎮
守
府
に
属
す
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
た
。
明
治
23（
1
8
9
0
）年
に
庁

舎
が
建
設
さ
れ
た
が
、関
東
大
震
災
で
倒
壊
。

大
正
15（
1
9
2
6
）年
に
再
建
さ
れ
た
。
こ

の
2
代
目
庁
舎
は
現
在
、米
海
軍
横
須
賀
基
地

内
の
在
日
米
海
軍
司
令
部
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
。

呉
市山

と
島
々
に
囲
ま
れ

た
広
島
県
南
西
部
の
ま

ち
、呉
。
鎮
守
府
が
開

庁
し「
海
軍
第
一
の
製

造
所
」と
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
、全
国
か
ら
多

く
の
技
術
者
が
集
め
ら
れ
、日
本
海
軍
の
象

徴
と
呼
ば
れ
た
戦
艦「
長
門
」や
航
空
母
艦「
赤

城
」な
ど
多
数
の
主
力
艦
が
建
造
さ
れ
た
。「
日

本
一
の
海
軍
工こ

う
し
ょ
う廠の
ま
ち
」と
し
て
栄
え
た

呉
市
は
、世
界
最
大
の
戦
艦「
大
和
」建
造
の

地
と
し
て
も
知
ら
れ
、造
船
を
中
心
と
し
た

高
い
技
術
は「
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
」と
し
て
、

今
も
脈
々
と
息
づ
い
て
い
る
。

【
特
集
】海
軍
舞
鶴
鎮
守
府
開
庁

１２０
年

東
郷
平
八
郎
の
ひ
孫

東
郷
宏
重
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

生
徒
が
ウ
ェ
ブ
で
東
郷
平
八
郎
の
ひ
孫
に

あ
た
る
宏
重
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。

海
上
自
衛
隊
に
勤
め
て
い
て
、２
年
ほ
ど
舞

鶴
に
も
い
ま
し
た
。
護
衛
艦
勤
務
だ
っ
た
の

で
陸
上
で
の
ん
び
り
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、歴
史
が
あ
っ
て
静
か
で
し
っ
と
り
と
し
た
、

良
い
ま
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
東
郷
邸
に
も
仕

事
で
行
き
、説
明
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

船
は「
ど
ん
な
任
務
で
」「
そ
の
た
め
に
、何

人
乗
り
、ど
の
期
間
使
う
の
か
」な
ど
を
考
え

て
速
度
や
大
き
さ
を
決
め
ま
す
。
そ
し
て
船

乗
り
は
自
由
が
制
約
さ
れ
る
中
で
、与
え
ら

れ
た
場
所
で
や
る
べ
き
こ
と
を
や
る
た
め
に

自
分
の
力
を
最
大
限
生
か
さ
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
。未
来
の
宇
宙
船
も
同
じ
で「
ど
の
く
ら

い
の
大
き
さ
で
何
日
か
け
て
行
く
の
か
」を

計
算
し
、設
計
す
る
と
思
い
ま
す
。若
い
人
た

ち
に
は「
自
分
に
与
え
ら
れ
た
任
務
を
果
た
す
」

と
い
う
強
い
決
意
や
気
持
ち
の
部
分
を
郷
土

に
伝
わ
る
歴
史
か
ら
学
び
、引
き
継
が
れ
て

い
け
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

旧
軍
港
市
振
興
協
議
会
で
は
、旧
軍
港
四
市

の
相
互
間
や
関
係
省
庁
な
ど
と
の
連
絡
調
整
を

し
て
い
ま
す
。
四
市
は
旧
軍
港
市
転
換
法（
軍

転
法
）に
基
づ
き
、多
く
の
旧
軍
用
財
産
が
公
共

施
設
や
地
域
経
済
を
支
え
る
民
間
企
業
へ
転
活

用
さ
れ
、ま
た
、ま
ち
の
発
展
の
た
め
に
文
化
・

観
光
な
ど
の
交
流
も
深
め
て
い
ま
す
。

※
軍
転
法
…
横
須
賀
市
、呉
市
、佐
世
保
市
、舞
鶴
市

を
平
和
産
業
港
湾
都
市
へ
の
転
換
で
平
和
日
本
の

実
現
に
寄
与
す
る
目
的
で
適
応
さ
れ
る
特
別
法
。

こ
ん
に
ち
は
！
東
郷
平
八
郎
の
ひ
孫
の
宏
重

で
す
。
ひ
ぃ
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
平
八
郎
さ
ん

は
家
で
仕
事
の
話
を
し
な
い
優
し
い
人
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
帆
船
に
も
乗
っ
て
い
た
の
で

裁
縫
も
自
分
で
し
て
い
た
と
親
戚
の
集
ま

り
で
聞
き
ま
し
た
！

ご
家
族
は
海
軍
一
家

な
ん
で
す
か
？

おおお…!!

舞鶴にゆかりのある

東郷さんってどんな人だったんだろう？

ど ん！

平
八
郎
の
次
男
だ
っ

た
祖
父
は
海
軍
で
、祖

父
の
長
男
だ
っ
た
叔

父
も
海
軍
！
私
は
海

自
で
息
子
は
防
衛
省

や
海
自
で
す
！

▲初代司令長官・東郷平八郎

舞鶴鎮守府


