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〔
書
　
評
〕

家
近
良
樹
著 

　
『
西
郷
隆
盛
と
幕
末
維
新
の
政
局
─
体
調
不
良
問
題
か
ら
見
た
薩
長
同
盟
・
征
韓
論
政
変

─
』

高　

久　

嶺　

之　

介

一　

書
評
の
前
提
お
よ
び
本
書
の
方
法
論
上
の
特
色

　

本
書
の
書
評
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
明
ら
か
に
力
量
不
足
で
あ
る
。

筆
者
は
、
幕
末
維
新
政
治
史
の
専
門
家
で
は
な
い
。
専
門
家
で
は
な

い
と
い
う
意
味
は
、
先
行
研
究
に
習
熟
し
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
時
期
の
専
門
家
で
あ
れ
ば
当
然
読
ん
で
い
る
史
料
を
読
ん
で
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
家
近
氏
と
は
大
学
院
時
代
か

ら
の
長
い
付
き
合
い
が
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
氏
の
著
書
は
、
理
解

の
度
合
に
自
信
は
な
い
が
、
と
も
か
く
す
べ
て
読
ん
で
い
る
。
に
わ

か
勉
強
で
一
部
の
史
料
も
読
み
、
幕
末
維
新
政
治
史
の
素
人
か
ら
の

率
直
な
感
想
と
疑
問
点
な
ど
を
述
べ
る
、
と
い
う
形
で
引
き
受
け
た

次
第
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
家
近
氏
の
編
著
や
論
文
を
省
略
し
、
単
著
だ
け
を
記

せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

『
幕
末
政
治
と
倒
幕
運
動
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）、『
浦

上
キ
リ
シ
タ
ン
流
配
事
件
─
キ
リ
ス
ト
教
解
禁
へ
の
道
─
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）、『
孝
明
天
皇
と
「
一
会
桑
」
─
幕

末
・
維
新
の
新
視
点
─
』（
文
春
新
書
、
二
〇
〇
二
年
）、『
徳
川

慶
喜
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）、『
そ
の
後
の
慶
喜
─
大

正
ま
で
生
き
た
将
軍
─
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）、『
幕
末
の

朝
廷
─
若
き
孝
明
帝
と
鷹
司
関
白
─
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇

〇
七
年
）
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こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
、
家
近
作
品
の
通
底
に
あ
る
も
の
を
ま
ず
指

摘
し
て
お
こ
う
。
第
一
は
、
氏
が
結
果
と
し
て
幕
末
維
新
史
の
「
常

識
」
に
挑
戦
す
る
斬
新
な
作
品
を
生
み
出
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

手
法
と
し
て
ひ
た
す
ら
「
愚
直
」
な
史
料
読
み
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
氏
の
「
愚
直
」
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

あ
る
が
省
略
す
る
）。
第
二
は
、
多
様
な
ベ
ク
ト
ル
（
氏
の
言
葉
に
よ
れ

ば
「
複
眼
的
な
視
点
」）
で
歴
史
を
描
く
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
の
作
品
で
言
え
ば
、
江
戸
の
幕
府
と
京
都
の
「
一
会
桑
」
の
違

い
、
国
許
の
会
津
藩
と
京
都
の
会
津
藩
の
違
い
と
い
う
視
点
、
つ
ま

り
幕
府
や
藩
を
一
枚
岩
で
は
見
な
い
と
い
う
視
点
に
表
れ
て
い
る
。
第

三
は
、
等
身
大
で
人
物
を
描
こ
う
と
す
る
姿
勢
（
氏
の
表
現
で
は
「
英

雄
史
観
を
排
す
」）
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
徳
川
慶
喜
を
、
朝
幕
双
方

に
ま
た
が
る
出
自
か
ら
く
る
朝
廷
を
尊
崇
し
な
が
ら
幕
府
の
中
に
い

る
と
い
う
孤
独
で
冷
め
た
男
、
徳
川
宗
家
に
気
を
遣
う
男
と
し
て
描

き
、
孝
明
天
皇
を
、
豪
胆
な
攘
夷
主
義
者
で
は
な
く
、
周
囲
へ
の
配

慮
や
優
し
さ
を
み
せ
、
重
大
な
決
断
を
迫
ら
れ
て
苦
悩
す
る
男
と
し

て
描
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
点
は
、
本
書
で
も
共
通
し
て
い
る
。
第
一
の
点
は
、「
私

の
研
究
手
法
は
ご
く
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
な
も
の
」（
三
二
七
頁
）「
愚
直

と
も
い
え
る
研
究
手
法
」（
同
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
西
郷
隆

盛
全
集
』
ほ
か
史
料
を
徹
底
的
に
読
み
込
ん
で
い
く
こ
と
に
表
れ
て

い
る
。
第
二
の
点
は
、
島
津
久
光
の
存
在
、
西
郷
・
大
久
保
の
反
対

派
と
し
て
国
許
の
反
対
派
の
分
厚
い
存
在
、
京
都
藩
邸
の
反
対
派
な

ど
薩
摩
藩
を
一
枚
岩
と
し
て
見
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
表
れ
て
く
る
。

第
三
の
点
で
は
、
西
郷
を
け
っ
し
て
英
雄
的
な
男
と
し
て
は
描
か
ず
、

む
し
ろ
、
内
面
心
理
上
に
お
い
て
き
わ
め
て
ナ
イ
ー
ブ
な
男
と
し
て

描
い
て
い
る
。

　

本
書
で
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
従
来
か

ら
の
姿
勢
や
手
法
の
共
通
性
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
従

来
の
作
品
と
違
う
の
は
、
著
者
自
身
の
病
気
の
経
験
が
、
本
書
に
大

き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（「
お
わ
り
に
」
を
参
照
さ
れ

た
い
）。

　

内
容
に
入
る
前
に
、
筆
者
が
考
え
る
本
書
の
方
法
論
上
の
特
色
を

記
し
て
お
こ
う
。

　

第
一
に
、
本
書
の
最
大
の
特
色
は
、
史
料
論
と
し
て
の
お
も
し
ろ

さ
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
二
つ
の
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
一

つ
は
、
西
郷
隆
盛
書
簡
を
読
む
際
、
書
き
出
し
か
ら
末
尾
ま
で
書
簡

の
す
べ
て
を
見
る
と
い
う
姿
勢
を
と
る
。
こ
の
結
果
、
書
簡
か
ら
と

も
す
れ
ば
見
過
ご
さ
れ
が
ち
の
病
気
の
記
述
を
「
発
見
」
す
る
。
も

う
一
つ
は
、『
鹿
児
島
県
史
料　

忠
義
公
史
料
』
の
お
も
し
ろ
さ
と
そ
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の
編
集
者
で
あ
る
市
来
四
郎
の
能
力
を
「
発
見
」
し
た
こ
と
で
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
市
来
の
姿
勢
を
通
し
て
、
こ
の
史
料
に
は
、
け
っ

し
て
維
新
に
お
け
る
西
郷
・
大
久
保
の
行
動
を
美
化
・
賞
賛
す
る
姿

勢
だ
け
で
は
な
い
、
あ
る
種
「
公
平
」
な
視
点
が
見
ら
れ
る
と
い
う

点
の
「
発
見
」
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
体
調
不
良
（
病
気
）
が
歴
史
過
程
に
及
ぼ
す
影
響
と
い

う
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
歴
史
過
程
で
の
重
要
な

局
面
に
お
い
て
、
当
事
者
（
西
郷
・
小
松
帯
刀
・
島
津
久
光
な
ど
）
の

体
調
不
良
（
病
気
）
が
歴
史
過
程
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
明
ら
か
に
す

る
。
具
体
的
に
は
、
①
慶
応
三
年
の
大
政
奉
還
後
の
小
松
・
西
郷
・

大
久
保
の
国
許
へ
の
帰
国
か
ら
翌
年
一
月
三
日
の
鳥
羽
・
伏
見
の
戦

い
の
間
の
小
松
帯
刀
・
島
津
久
光
の
病
気
が
薩
摩
藩
の
意
思
決
定
に

及
ぼ
し
た
決
定
的
意
味
、
②
明
治
六
年
征
韓
論
紛
争
時
の
西
郷
の
異

常
行
動
の
背
景
に
、
西
郷
の
体
調
不
良
（
病
気
）
の
影
響
を
見
る
、
な

ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
明
治
維
新
史
研
究
史
上
ま
っ
た
く
見
ら

れ
な
か
っ
た
新
し
い
踏
み
込
み
方
で
あ
る
。

　

第
三
は
、
か
な
り
大
胆
に
内
面
心
理
ま
で
踏
み
込
ん
だ
こ
と
で
あ

る
。
筆
者
は
、
家
近
氏
の
こ
れ
ま
で
の
作
品
で
、
西
郷
の
性
格
分
析

と
い
う
形
で
こ
こ
ま
で
内
面
心
理
に
踏
み
込
ん
だ
分
析
を
見
た
こ
と

が
な
い
。
内
面
心
理
の
分
析
は
、
と
も
す
れ
ば
、
主
観
的
と
い
う
批

判
も
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
批
判
が
あ
っ
て
も
、
家

近
氏
が
内
面
心
理
に
踏
み
込
ん
だ
の
は
、
明
治
六
年
政
変
時
の
西
郷

の
行
動
に
あ
る
種
の
異
常
性
（
死
へ
の
志
向
性
）
の
よ
う
な
も
の
を
史

料
上
読
み
込
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
お
も
し
ろ
い
の
は
、
家

近
氏
が
必
ず
し
も
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
「
被
害
者
意
識
」

と
い
う
形
の
集
団
心
理
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
慶
応
三
年
末
の
江
戸

薩
摩
藩
邸
焼
き
討
ち
事
件
が
薩
摩
の
人
々
に
も
た
ら
し
た
影
響
、
つ

ま
り
こ
の
結
果
、
京
都
の
薩
摩
藩
邸
「
全
体
」
が
武
力
倒
幕
で
動
く

よ
う
に
な
る
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
西
南
戦
争
の

原
因
と
な
る
西
郷
「
暗
殺
未
遂
」、
昭
和
初
期
の
満
州
事
変
と
そ
の
前

に
起
こ
っ
た
中
村
大
尉
事
件
、
万
宝
山
事
件
を
想
起
し
た
時
、
説
得

的
で
あ
っ
た
。

二　

本
書
の
内
容
の
紹
介

　

本
書
は
、
第
Ⅰ
部
「
西
郷
隆
盛
の
体
調
不
良
と
ス
ト
レ
ス
源
」
と
、

第
Ⅱ
部
「
慶
応
期
の
中
央
政
局
と
薩
摩
藩
」
の
二
部
構
成
か
ら
な
る

が
、
構
成
と
き
わ
め
て
簡
単
な
紹
介
を
ま
ず
記
し
て
お
こ
う
。

・
は
じ
め
に
─
幕
末
維
新
史
の
再
構
築
に
向
け
て

　

こ
こ
で
は
、
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
の
意
図
と
問
題
意
識
が
記
さ
れ
る
。

第
Ⅰ
部
は
、「
従
来
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
西
郷
隆
盛
の
体
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調
不
良
に
関
心
を
払
い
、『
明
治
六
年
政
変
』
が
勃
発
す
る
に
至
っ
た

そ
も
そ
も
の
理
由
（
背
景
）
を
探
ろ
う
と
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
こ

の
問
題
意
識
は
、「
日
本
の
歴
史
が
あ
ま
り
に
も
健
常
者
中
心
の
視
点

で
叙
述
さ
れ
て
き
た
と
思
い
知
ら
さ
れ
た
」
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

第
Ⅱ
部
は
、「
西
郷
の
ス
ト
レ
ス
源
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
過
程
で
改

め
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
幕
末
政
治
史
最
大
の
研
究
課
題
の
解
明

に
取
り
組
ん
だ
も
の
」、
す
な
わ
ち
「
薩
摩
・
長
州
の
両
藩
が
、
何
時

の
時
点
で
武
力
倒
幕
を
決
意
し
た
の
か
と
い
う
問
題
の
解
明
」
で
あ

る
。
こ
の
た
め
に
、
薩
摩
藩
内
西
郷
・
大
久
保
反
対
派
に
注
目
し
、
こ

の
問
題
の
解
明
に
よ
っ
て
、
西
郷
や
大
久
保
ら
の
動
向
を
も
っ
て
薩

摩
藩
の
そ
れ
と
見
な
す
視
点
の
克
服
、
そ
し
て
「
最
終
的
に
は
薩
長

連
合
史
観
の
克
服
を
目
指
し
た
も
の
」
と
い
う
意
図
が
示
さ
れ
る
。

・
第
Ⅰ
部　

西
郷
隆
盛
の
体
調
不
良
と
ス
ト
レ
ス
源

・
第
一
章　

西
郷
隆
盛
の
体
調
不
良
と
「
明
治
六
年
政
変
」

　

西
郷
が
明
治
六
年
に
朝
鮮
使
節
を
志
願
し
た
理
由
お
よ
び
背
景
を

改
め
て
明
ら
か
に
す
る
。
征
韓
論
紛
争
の
政
治
史
を
分
析
し
な
が
ら
、

明
治
六
年
当
時
の
西
郷
は
「
征
韓
論
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
」
で

あ
る
と
す
る
と
と
も
に
、
西
郷
の
異
常
な
状
況
（
体
調
不
良
→
死
へ
の

志
向
性
）
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

・
第
二
章　

西
郷
隆
盛
の
ス
ト
レ
ス
源

　

西
郷
の
個
性
（
資
質
）
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
西
郷
の
「
体

調
不
良
の
歴
史
」
と
ス
ト
レ
ス
源
（
と
り
わ
け
島
津
久
光
と
い
う
ス
ト

レ
ス
源
）
を
幕
末
か
ら
経
過
を
踏
ま
え
て
明
ら
か
に
す
る
。

・
第
Ⅱ
部　

慶
応
期
の
中
央
政
局
と
薩
摩
藩

・
第
三
章　

薩
長
盟
約
と
西
郷
隆
盛

　

慶
応
二
年
一
月
の
薩
長
盟
約
を
め
ぐ
っ
て
、
基
礎
史
料
の
見
直
し

を
お
こ
な
い
、
本
格
的
な
分
析
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
薩
摩
側
の

動
向
を
中
心
と
し
て
、
盟
約
問
題
を
見
直
そ
う
と
し
た
の
が
本
章
で

あ
る
。
西
郷
が
当
時
と
っ
た
対
応
の
謎
（
1
．
有
名
な
「
六
カ
条
」
が

木
戸
に
提
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
明
文
化
し
た
約
定
書
の
類
が
木
戸
に
手

渡
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
。
2
．
盟
約
に
関
す
る
史
料
が
薩
摩
側
に

な
い
の
は
何
故
か
）
を
分
析
し
、
問
題
を
解
く
鍵
と
し
て
、
盟
約
締
結

の
直
前
に
出
さ
れ
た
島
津
久
光
の
指
令
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

・
第
四
章　

慶
応
二
・
三
年
の
政
治
状
況
と
薩
摩
藩

　

薩
摩
藩
の
慶
応
二
・
三
年
時
点
で
の
動
向
に
焦
点
を
絞
っ
て
分
析

し
、「
薩
摩
藩
の
政
治
運
動
を
扱
っ
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
大
久

保
や
西
郷
ら
の
動
向
を
も
っ
て
薩
摩
藩
の
そ
れ
と
見
な
す
視
点
」
を

批
判
す
る
と
と
も
に
、「
薩
摩
藩
が
藩
全
体
の
総
意
と
し
て
武
力
倒
幕

を
視
野
に
入
れ
、
か
つ
そ
れ
を
実
行
に
移
そ
う
と
し
た
の
は
何
時
の

時
点
か
と
い
っ
た
問
題
意
識
の
も
と
論
を
進
め
る
」（
一
五
一
頁
）。
こ
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こ
で
は
、
島
津
久
光
の
存
在
に
改
め
て
着
目
す
る
と
と
も
に
島
津
久

光
・
小
松
帯
刀
の
病
気
の
も
っ
た
意
味
お
よ
び
西
郷
・
大
久
保
反
対

派
の
も
っ
た
意
味
の
大
き
さ
を
検
証
す
る
。
こ
の
分
析
に
あ
た
っ
て

は
、
明
治
期
に
薩
摩
藩
の
歴
史
編
さ
ん
に
携
わ
っ
た
市
来
四
郎
の
記

述
に
注
目
し
、
新
た
な
解
釈
を
提
示
す
る
。

・
補
章　
「
台
湾
出
兵
」
方
針
の
転
換
と
長
州
派
の
反
対
運
動

　

明
治
七
年
四
月
の
西
郷
従
道
に
よ
る
台
湾
出
兵
が
ど
の
よ
う
な
経

緯
を
た
ど
っ
て
実
施
に
移
さ
れ
た
か
を
詳
し
く
分
析
す
る
。
主
張
点

は
、
大
久
保
と
木
戸
ら
と
の
間
に
台
湾
出
兵
を
め
ぐ
っ
て
本
質
的
な

意
見
の
対
立
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
、
大
久
保
政
権
の
対
ア
ジ
ア

政
策
の
性
格
は
、
征
韓
論
や
プ
ロ
シ
ア
流
の
力
の
政
策
と
は
異
質
の

原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
（
征
台
の
役
の
全
過
程
を
通
じ
て
、
大

久
保
の
内
治
優
先
論
者
と
し
て
の
性
格
は
基
本
的
に
損
な
わ
れ
な
か
っ
た
）、

と
す
る
。三　

い
く
つ
か
の
論
点

　

以
下
、
筆
者
の
興
味
の
ま
ま
に
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
抽
出
し
、
そ

れ
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
い
。

（
1
）　
薩
長
盟
約
の
評
価
に
つ
い
て

　

薩
長
盟
約
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
青
山
忠
正
氏
の
研
究
以
降
、
こ

の
盟
約
を
倒
幕
軍
事
同
盟
で
は
な
く
、
長
州
藩
の
「
冤
罪
」
を
す
す

ぐ
た
め
に
薩
摩
藩
が
尽
力
す
る
と
い
う
性
格
の
も
の
だ
と
い
う
説
が

有
力
に
な
っ
て
い
る
。
家
近
氏
の
場
合
も
、
こ
の
盟
約
が
倒
幕
軍
事

同
盟
で
は
な
い
と
い
う
点
は
、
現
在
有
力
な
説
と
同
一
線
上
に
あ
る

が
、
さ
ら
に
「
今
ま
で
全
く
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
慶
応
元
年

一
二
月
二
六
日
付
桂
右
衛
門
（
久
武
）
か
ら
久
光
側
近
の
島
津
求
馬
・

伊
集
院
左
中
ほ
か
に
宛
て
た
書
簡
に
よ
っ
て
新
た
な
解
釈
を
試
み
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
書
簡
か
ら
次
の
よ
う
に
読
み
取
っ
て
い
く
。
国
許

に
い
た
島
津
久
光
が
西
郷
ら
の
強
硬
路
線
に
強
い
危
機
感
を
抱
き
、
家

老
の
桂
久
武
を
京
都
に
派
遣
し
、
教
誡
を
試
み
、
こ
の
結
果
西
郷
の

み
な
ら
ず
全
員
久
光
の
指
示
に
従
う
こ
と
に
同
意
し
た
。
し
た
が
っ

て
西
郷
ら
が
倒
幕
軍
事
同
盟
な
ど
「
過
激
」
な
こ
と
が
で
き
た
は
ず

が
な
い
。
ま
た
、「
桂
久
武
が
京
都
に
派
遣
さ
れ
た
最
大
の
目
的
が
、

久
光
の
指
令
を
伝
え
る
こ
と
以
外
に
、
ど
う
や
ら
西
郷
を
伴
っ
て
の

帰
国
に
も
あ
っ
た
ら
し
い
」（
一
三
六
頁
）「
芳
即
正
氏
に
よ
れ
ば
、
桂

久
武
が
西
郷
を
同
伴
し
て
帰
国
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
西
郷
の
独
断

専
行
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
江
戸
薩
摩
藩
邸
の
事
務
局
撤
廃
お
よ
び

藩
邸
内
奥
女
中
の
引
き
取
り
（
大
量
削
減
）
計
画
（
西
郷
は
江
戸
の
藩
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邸
を
不
要
だ
と
し
た
）
が
島
津
久
光
の
怒
り
を
買
っ
た
た
め
だ
と
い
う
。

（
中
略
）
も
っ
と
も
、
私
は
、
こ
う
し
た
理
由
以
外
に
、
西
郷
の
過
激

な
言
動
が
国
許
に
伝
わ
り
、
久
光
が
警
戒
心
を
強
め
た
こ
と
が
、
よ

り
大
き
く
与
っ
た
と
考
え
る
」（
二
八
八
頁
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
家
近
氏
は
、
こ
の
書
簡
だ
け
で
論
を
す
す
め
る
の
で

は
な
く
、
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
傍
証
も
用
意
す
る
。
①
慶
応
元

年
一
〇
月
二
〇
日
付
伊
地
知
壮
之
丞
宛
市
来
六
左
衛
門
書
簡
→
こ
の

段
階
で
、
久
光
は
、「
軽
挙
無
謀
」
を
戒
め
る
教
諭
書
を
在
京
藩
士
に

出
し
て
い
た
、
②
慶
応
元
年
一
二
月
二
六
日
付
蓑
田
伝
兵
衛
宛
西
郷

書
簡
→
桂
か
ら
伝
え
ら
れ
た
（
久
光
の
）「
思
召
を
以
テ
御
教
諭
の
御

事
」
は
謹
ん
で
遵
法
す
る
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
、
と
の
内
容
、
③

慶
応
元
年
一
二
月
一
七
日
付
島
津
久
光
宛
伊
達
宗
城
書
簡
→
西
郷
ら

が
宇
和
島
に
派
遣
し
た
使
者
か
ら
説
明
を
受
け
た
宗
城
が
、
西
郷
が

「
頗
暴
論
」、
す
な
わ
ち
挙
兵
路
線
に
舵
を
切
っ
た
と
ど
う
や
ら
う
け

と
め
た
と
い
う
こ
と
と
、
島
津
父
子
が
そ
う
し
た
挙
兵
路
線
と
は
距

離
を
置
い
て
い
る
と
宗
城
が
認
識
し
て
い
た
、
と
い
う
内
容
、
④
上

洛
し
て
き
た
木
戸
と
濃
密
に
接
触
し
た
桂
久
武
の
日
記
に
は
、
盟
約

に
つ
い
て
何
の
記
述
も
な
い
、
⑤
慶
応
二
年
二
月
六
日
付
伊
地
知
壮

之
丞
宛
桂
久
武
書
簡
→
「
永
逗
留
大
屈
イ
タ
シ
候
」、
⑥
慶
応
二
年
二

月
一
三
日
付
柴
山
良
助
宛
薩
摩
藩
江
戸
留
守
居
役
堀
直
太
郎
書
簡
、
二

月
一
八
日
付
蓑
田
伝
兵
衛
宛
西
郷
隆
盛
書
簡
に
、
薩
長
盟
約
を
示
唆

す
る
よ
う
な
内
容
は
な
い
、
な
ど
。

　

家
近
氏
の
主
張
は
、
島
津
久
光
の
意
向
を
無
視
し
て
、
西
郷
ら
が

薩
摩
藩
の
軍
事
倒
幕
路
線
を
決
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う

至
極
当
然
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
私
に
は
傍
証

の
史
料
を
含
め
て
考
え
れ
ば
説
得
的
で
あ
っ
た
。
た
だ
桂
の
書
簡
は

久
光
が
過
激
な
行
動
を
し
な
い
よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
確

に
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
今
後
、
こ
の
書
簡
を
め
ぐ
っ

て
別
の
解
釈
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
も
感
じ
た
。
と
も
あ

れ
、
家
近
氏
が
、
第
三
章
の
末
尾
で
、「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
々
は
薩

長
盟
約
に
つ
い
て
知
悉
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
実
は
そ
う
で
も
な

い
の
で
あ
る
」（
一
五
〇
頁
）
と
記
し
て
い
る
点
も
説
得
的
で
あ
る
。

（
2
）　
西
郷
の
個
性
（
資
質
）
と
「
病
気
」
に
つ
い
て

　

家
近
氏
は
、
西
郷
隆
盛
の
個
性
に
つ
い
て
、
西
郷
に
つ
い
て
の
さ

ま
ざ
ま
な
評
価
（
重
野
安
繹
や
市
来
四
郎
ら
西
郷
に
好
意
を
持
っ
て
い
な

い
人
物
を
含
め
て
）
を
も
と
に
第
二
章
第
一
節
で
詳
述
し
て
い
る
。
従

来
の
西
郷
評
価
を
変
え
る
内
容
を
含
む
た
め
、
こ
れ
が
実
に
お
も
し

ろ
い
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。「
刺
激
を
大
層
好
む

人
物
」、「
若
い
時
分
か
ら
、
け
っ
し
て
人
格
円
満
な
人
物
の
そ
れ
と
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は
言
い
難
い
生
活
」、「
目
配
り
・
気
配
り
の
凄
い
、
き
め
細
や
か
な

感
情
の
持
ち
主
」、「
繊
細
な
感
覚
の
持
ち
主
」、「
時
と
し
て
激
情
家

に
変
身
」、「
西
郷
は
、
本
来
感
情
の
豊
か
な
人
間
味
に
溢
れ
た
人
物
」、

「
そ
の
ぶ
ん
、
人
の
好
き
嫌
い
も
激
し
く
な
り
、
時
に
敵
と
見
方
を
峻

別
し
、
敵
を
非
常
に
憎
む
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
」、「
西
郷
は
本
質

的
に
好
悪
の
感
情
が
強
く
、
け
っ
し
て
清
濁
併
せ
呑
む
と
い
っ
た
タ

イ
プ
の
人
物
で
は
な
か
っ
た
」、「
こ
れ
は
西
郷
が
そ
れ
だ
け
深
く
他

人
と
関
わ
れ
た
が
ゆ
え
の
反
動｣
、「
愛
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
（
特

に
目
下
の
者
に
つ
い
て
は
そ
う
言
え
た
）」、「
緻
密
か
つ
論
理
的
・
組
織

的
な
頭
脳
（
理
詰
め
の
性
格
）
の
持
ち
主
」、「
天
性
と
い
っ
て
も
よ
い

策
略
（
戦
略
）
好
き
に
つ
な
が
る
」、「
策
謀
家
・
戦
略
家
」、「
熟
慮

す
る
あ
ま
り
過
慮
に
お
ち
い
り
、
策
を
弄
し
て
は
失
敗
す
る
こ
と
が

ま
ま
あ
っ
た
」、「
こ
う
し
た
容
易
に
他
人
に
信
を
お
け
な
い
タ
イ
プ

の
人
間
は
、
当
然
相
手
の
行
為
を
め
ぐ
っ
て
憶
測
を
た
く
ま
し
く
し
、

そ
の
こ
と
で
強
い
ス
ト
レ
ス
を
受
け
る
羽
目
に
な
る
」。

　

従
来
西
郷
像
は
つ
か
み
に
く
か
っ
た
ら
し
く
、
作
家
司
馬
遼
太
郎

は
、『
翔
ぶ
が
如
く
』
の
「
書
き
お
え
て
」
の
中
で
、「
こ
の
作
品
で

は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
西
郷
自
身
も
気
づ
い
て
い
た
西
郷
と
い

う
虚
像
が
歩
い
て
い
る
」、
と
書
い
た
。
要
す
る
に
、
と
り
わ
け
明
治

以
降
は
実
像
が
つ
か
み
に
く
い
男
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に

対
し
、
家
近
氏
の
西
郷
像
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
長
い
ス
パ
ー

ン
で
西
郷
を
見
て
、
知
性
・
策
謀
・
繊
細
さ
を
併
せ
持
ち
、
ス
ト
レ

ス
ゆ
え
に
死
へ
の
志
向
性
を
持
つ
人
間
味
の
あ
る
人
物
と
し
て
描
い

て
い
る
。
つ
ま
り
は
「
英
雄
」
と
し
て
は
描
い
て
い
な
い
。
こ
れ
も

納
得
が
い
く
。
た
だ
し
、
筆
者
が
京
都
の
幕
末
時
の
町
人
の
日
記
を

見
る
限
り
西
郷
の
記
述
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
西
郷
は
庶
民
的
に
は

無
名
で
あ
っ
た
が
、
明
治
に
な
っ
て
急
速
に
有
名
人
に
な
り
、
他
人

の
眼
も
よ
り
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
西
郷
の
個
性
に
変
化
が
な
い
の

か
。
そ
の
点
は
気
に
な
る
。

　

と
も
あ
れ
、
家
近
氏
は
、
西
郷
が
明
治
六
年
に
突
然
遣
韓
使
節
を

希
望
し
た
理
由
を
、「
病
気
」
に
よ
る
変
調
、
死
へ
の
志
向
性
に
見
る
。

家
近
氏
は
、「
当
時
の
西
郷
は
少
し
精
神
に
変
調
を
き
た
し
か
け
て
い

た
（
狂
気
の
世
界
に
入
り
か
け
て
い
た
）
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
」

（
三
八
頁
）、
と
い
う
。
明
治
六
年
政
変
時
の
西
郷
の
言
動
を
異
常
と

見
る
見
方
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
も
高
橋
秀
直
氏
・
猪
飼
隆
明
氏

な
ど
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
死
へ
の
志
向
性
を
よ
り
明
示
的
に
記
し

た
の
は
姜
範
錫
氏
で
あ
ろ
う
。
家
近
氏
の
場
合
、
死
へ
の
志
向
性
が

な
ぜ
生
じ
た
の
か
を
含
め
て
描
い
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
家
近
氏
は
、
西
郷
の
病
状
に
つ
い
て
、「
腹
痛
」
に
よ
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る
ひ
ど
い
下
痢
症
状
、「
下
血
」（
ス
ト
レ
ス
か
ら
く
る
原
因
、
過
敏
性

腸
症
候
群
）、「
胸
痛
」（
心
臓
、
食
道
、
ス
ト
レ
ス
、
た
ば
こ
な
ど
が
考

え
ら
れ
る
）
と
す
る
が
、「
西
郷
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
病
気
の

原
因
を
探
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
彼
の
治
療
カ
ル
テ
等
の
類
は
残
存

し
て
い
な
い
の
で
そ
の
原
因
は
特
定
で
き
な
い
」（
八
七
頁
）、
と
す

る
。
要
す
る
に
、
西
郷
の
「
病
気
」
が
、
彼
の
行
動
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
た
か
は
、
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
内
面
心
理
の
分
析

は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
内
面
心
理
の
分
析
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
家
近
氏
に
は
珍
し
く
推
測
（
書
き
過
ぎ
？
）
の
箇
所
が
多
く
な
る
。

筆
者
が
こ
こ
ま
で
書
く
必
要
が
あ
る
か
と
思
っ
た
箇
所
が
い
く
つ
か

あ
る
。
一
点
だ
け
挙
げ
れ
ば
、
第
二
章
の
末
尾
の
次
の
よ
う
な
箇
所

で
あ
る
。

遣
外
使
節
団
の
団
長
で
あ
っ
た
岩
倉
具
視
の
帰
朝
が
視
野
の
内

に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
状
況
下
、
西
郷
が
内
政
の
指
導
権
を
岩

倉
以
下
に
渡
す
こ
と
を
決
意
し
、
新
た
な
選
択
を
行
な
っ
た
可

能
性
は
充
分
に
あ
る
。（
中
略
）
バ
ト
ン
・
タ
ッ
チ
を
す
る
時
は

確
実
に
近
づ
き
、
西
郷
は
近
い
う
ち
に
自
由
な
行
動
が
採
れ
る

こ
と
を
容
易
に
想
定
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
西
郷

が
、
こ
の
機
会
に
自
身
の
跡
始
末
を
つ
け
て
、
人
生
に
サ
ヨ
ナ

ラ
を
す
る
気
持
ち
に
な
っ
た
と
し
て
も
一
向
に
お
か
し
く
は
な

い
。
そ
し
て
、
そ
の
門
戸
を
開
く
ル
ー
ト
と
し
て
、
彼
の
中
に

位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が
朝
鮮
使
節
へ
の
志
願
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。（
一
〇
四
頁
）

死
へ
の
志
向
性
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
バ
ト
ン
・
タ
ッ
チ
」
と
い
う

意
識
ま
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。

　

な
お
、
明
治
六
年
政
変
に
つ
い
て
の
研
究
史
上
の
本
書
の
位
置
に

つ
い
て
付
随
的
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
毛
利
敏
彦
氏
が
、
大
久
保
の

政
治
的
意
図
が
、
大
蔵
省
の
紛
議
問
題
に
関
連
し
て
、
司
法
省
な
ら

び
に
江
藤
新
平
の
排
除
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
の
に
対
し
て
、

家
近
氏
は
、
大
久
保
の
意
図
と
し
て
は
、
内
治
優
先
の
た
め
の
対
外

強
硬
派
の
排
除
に
あ
り
、
そ
れ
に
木
戸
や
伊
藤
に
よ
る
江
藤
ら
の
排

除
の
利
害
が
一
致
し
た
と
見
る
。
こ
の
点
で
思
い
出
す
の
は
、
家
近

氏
が
、
一
九
八
一
年
に
発
表
し
た
「『
明
治
六
年
政
変
』
と
大
久
保
利

通
の
政
治
的
意
図
─
毛
利
敏
彦
説
に
た
い
す
る
疑
問
─
」（『
日
本
史

研
究
』
二
三
二
号
）
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら

八
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
明
治
六
年
政
変
に
つ
い
て
毛
利
説
が
学
会

を
席
捲
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
論
文
が
研
究
史

上
本
格
的
に
毛
利
説
を
批
判
し
た
最
初
の
論
文
で
あ
り
、
し
か
も
敬

意
と
節
度
を
も
っ
て
批
判
し
て
い
た
こ
と
を
筆
者
は
印
象
的
に
覚
え

て
い
る
。
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（
3
）　
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
か
ら
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
ま
で
の
政
治
過

程
で
薩
摩
は
ど
う
動
い
た
の
か

　

筆
者
が
本
書
中
も
っ
と
も
興
味
を
ひ
か
れ
た
の
が
第
四
章
、
す
な

わ
ち
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
か
ら
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
に
い
た
る
政

治
過
程
の
中
で
薩
摩
藩
の
個
人
、
集
団
が
ど
う
動
い
た
の
か
と
い
う

部
分
で
あ
る
。
本
書
の
特
徴
は
、
自
己
の
研
究
（『
幕
末
政
治
と
倒
幕

運
動
』）
お
よ
び
原
口
清
氏
（『
戊
辰
戦
争
』）・
高
橋
秀
直
氏
（『
幕
末
維

新
の
政
治
と
天
皇
』）
の
研
究
の
地
平
は
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
高
橋

氏
の
よ
う
に
「
薩
摩
藩
」
を
原
則
と
し
て
一
つ
の
も
の
と
把
握
せ
ず

に
、
薩
摩
藩
内
部
を
、
西
郷
・
大
久
保
系
、
小
松
帯
刀
、
京
都
藩
邸

内
反
西
郷
・
大
久
保
派
、
島
津
久
光
、
国
許
反
西
郷
・
大
久
保
派
の

よ
う
に
、
複
数
の
グ
ル
ー
プ
、
個
人
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
描
い
た
、

と
い
う
点
に
あ
る
。
薩
摩
藩
内
西
郷
・
大
久
保
反
対
派
の
存
在
と
そ

の
役
割
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
と
し
て
、
高
橋
裕
文
「
武
力
倒
幕

方
針
を
め
ぐ
る
薩
摩
藩
内
反
対
派
の
動
向
」（
家
近
良
樹
編
『
も
う
ひ

と
つ
の
明
治
維
新
─
幕
末
史
の
再
検
討
─
』）
が
あ
り
、
家
近
氏
は
、
こ

の
研
究
を
充
分
参
照
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
後

の
薩
摩
藩
の
動
向
、
市
来
四
郎
の
視
点
、
島
津
久
光
の
病
気
な
ど
を

加
え
な
が
ら
、
よ
り
長
い
ス
パ
ー
ン
と
広
い
位
置
か
ら
再
構
成
し
た

と
い
え
よ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
薩
摩
藩
内
に
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ル
ー
プ

が
あ
り
、
島
津
久
光
が
い
る
以
上
、
薩
摩
藩
が
藩
の
意
思
と
し
て
武

力
倒
幕
路
線
を
と
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
家
近
氏
は
、
こ
の
時
期
の
薩
摩
藩
の
動
向
を
知
る
上
で

の
実
証
上
の
困
難
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
島
津
久
光
の
政
治

的
意
図
や
個
人
的
な
感
情
・
思
惑
の
分
析
が
、
史
料
上
の
制
約
も
あ
っ

て
存
外
難
し
い
」、「
さ
ら
に
久
光
は
、
最
終
的
な
決
断
を
求
め
ら
れ

た
際
、
自
ら
の
意
思
を
必
ず
し
も
明
確
な
形
で
鮮
明
に
し
な
い
こ
と

が
あ
っ
た
」（
一
五
二
頁
）。
こ
の
た
め
、
家
近
氏
は
、「
従
来
、
薩
摩

藩
の
国
家
意
思
と
見
ら
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
大
久
保
や
西
郷
ら

の
個
人
的
な
希
望
に
止
ま
る
も
の
を
峻
別
す
る
作
業
を
行
な
う
」（
一

五
三
頁
）。
た
だ
し
、
慶
応
三
年
一
〇
月
以
降
の
久
光
の
意
思
は
、
実

は
わ
か
り
に
く
い
。
筆
者
自
身
も
、
体
調
不
良
と
は
い
え
、
茂
久
の

京
都
派
遣
が
決
定
を
見
た
時
点
で
西
郷
の
従
軍
を
差
し
と
め
た
久
光

が
、
西
郷
擁
護
論
が
あ
っ
た
と
は
い
え
結
局
西
郷
の
随
行
を
認
め
て

し
ま
う
と
い
う
心
事
は
な
か
な
か
説
明
が
難
し
い
と
思
っ
た
。
や
は

り
、
久
光
の
病
気
、
あ
る
い
は
そ
れ
も
あ
っ
て
の
情
況
追
随
に
原
因

を
求
め
る
し
か
な
い
か
。

　

と
も
あ
れ
、
家
近
氏
の
論
を
展
開
さ
せ
れ
ば
、
島
津
久
光
と
小
松

帯
刀
の
体
調
悪
化
の
結
果
、
王
政
復
古
の
ク
ー
デ
タ
ー
前
後
よ
り
、

「
島
津
久
光
─
小
松
帯
刀
ラ
イ
ン
に
代
わ
り
、
島
津
茂
久
─
大
久
保
利
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通
・
西
郷
隆
盛
ラ
イ
ン
が
藩
政
の
主
導
権
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な
っ

た
」（
二
二
〇
頁
）。
し
か
し
、
ク
ー
デ
タ
ー
後
、
新
政
府
の
中
で
薩

摩
藩
自
体
が
他
の
四
藩
に
追
い
込
ま
れ
、「
大
久
保
と
西
郷
の
両
人
が

孤
立
し
て
絶
望
的
な
状
況
に
陥
」
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
一
挙

に
逆
転
さ
せ
る
事
件
が
一
二
月
二
五
日
の
江
戸
薩
摩
藩
邸
焼
き
討
ち

事
件
で
、
家
近
氏
は
、「
市
来
四
郎
君
自
叙
伝
」
の
「
此
挙
京
都
に
聞

ゆ
、
本
藩
戦
意
を
決
す
、
翌
年
一
月
三
日
の
開
戦
を
見
た
る
は
、
此

挙
の
発
因
に
依
れ
り
」
の
記
述
か
ら
、
こ
れ
が
「
薩
摩
藩
の
藩
を
挙

げ
て
の
対
幕
戦
決
行
の
決
意
を
固
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
」（
二
二
二

頁
）、
と
薩
摩
藩
の
武
力
倒
幕
路
線
へ
の
転
換
を
こ
の
時
点
と
す
る
。

筆
者
に
は
、
論
の
展
開
か
ら
し
て
説
得
的
に
思
え
た
。
た
だ
し
、
市

来
の
記
述
は
短
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
記
述
は
あ
く
ま
で
鳥
羽
・
伏

見
の
戦
い
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
し
て
薩
摩
藩
の
武
力
倒
幕
路
線

の
確
定
は
従
来
通
り
そ
れ
以
前
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
今
後
出
て
く

る
か
も
し
れ
な
い
。

（
4
）　
市
来
四
郎
の
編
さ
ん
時
の
立
ち
位
置
に
つ
い
て

　

本
書
で
は
、『
鹿
児
島
県
史
料　

忠
義
公
史
料
』
を
編
さ
ん
し
た
市

来
の
編
さ
ん
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
①
市
来
は

保
守
（
守
旧
）
主
義
者
で
は
な
い
、
②
薩
長
対
徳
川
と
い
う
対
立
の

構
図
（
図
式
）
が
見
ら
れ
ず
、
広
く
他
藩
や
旧
幕
府
・
朝
廷
関
係
者

の
史
料
を
探
索
し
て
い
る
、
③
長
州
藩
に
対
す
る
醒
め
た
視
点
が
あ

る
、
④
西
郷
や
大
久
保
の
動
向
を
批
判
す
る
史
料
が
含
ま
れ
る
、
⑤

市
来
の
歴
史
認
識
（
記
述
）
に
は
、
島
津
久
光
の
そ
れ
を
反
映
し
た

面
（
箇
所
）
が
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
、
藩
の
方

針
を
最
終
的
に
決
定
す
る
立
場
に
あ
っ
た
島
津
久
光
と
「
当
代
最
高

の
歴
史
家
の
一
人
」
で
あ
っ
た
市
来
四
郎
の
「
体
験
と
歴
史
観
が
結

び
つ
い
て
成
っ
た
の
が
、『
忠
義
公
史
料
』
等
の
史
料
」(

一
六
四
頁)

で
あ
る
、
と
す
る
。
卓
見
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
市
来
の
編
さ
ん
に
は
気
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。『
忠
義
公

史
料
』
が
編
さ
ん
さ
れ
た
の
は
明
治
二
一
～
二
三
年
（
追
加
訂
正
は
～

三
二
年
）
の
よ
う
で
あ
る
が
、「
例
言
」
に
「
原
編
者
市
来
四
郎
の
掲

げ
た
見
出
し
は
そ
の
ま
ま
掲
げ
、
見
出
し
を
欠
く
と
き
に
は
、
新
し

く
〔　

〕
で
掲
げ
た
」
と
あ
り
、
本
書
で
頻
出
す
る
第
四
巻
の
見
出

し
に
は
、「
当
時
俗
論
ノ
説　

鹿
児
島
ニ
テ
」（
慶
応
二
年
四
月
二
九
日
、

傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）、「
道
島
家
記
抄　

佐
幕
ノ
俗
論
」（
慶
応
二
年

六
月
一
二
日
）、「
討
幕
説
停
止
諭
達
」（
慶
応
三
年
九
月
二
八
日
）、「
佐

幕
論
者
建
言
ニ
就
テ
御
訓
諭
」（
慶
応
三
年
一
〇
月
）、「
鹿
児
島
ノ
形

勢
及
ヒ
俗
論
党
ノ
流
言
」（
慶
応
三
年
）、
と
い
う
見
出
し
が
あ
る
。
こ

の
傍
線
部
分
の
見
出
し
の
つ
け
方
は
、
当
然
明
治
中
期
の
市
来
の
価
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値
観
と
心
事
が
投
影
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
と
し
て
は
薩
摩
の
武
力

倒
幕
を
正
当
化
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
若
干
家
近
氏
の
言
及
が
あ
っ
た
ほ
う
が
市
来
の
位
置
づ
け
が
よ

り
説
得
的
に
な
っ
た
と
思
う
。

四　

付
随
的
な
こ
と

　

二
〇
一
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
高
村
直
助
『
小
松
帯
刀
』（
吉
川
弘
文

館
）
は
、
小
松
に
つ
い
て
の
最
初
の
本
格
的
研
究
書
で
あ
る
が
、
そ

の
中
で
「
小
松
帯
刀
に
即
し
て
幕
末
の
史
料
を
読
み
進
む
う
ち
に
、
大

政
奉
還
前
後
の
時
期
の
西
郷
・
大
久
保
ら
の
『
討
幕
』
計
画
は
、
現

実
性
に
乏
し
く
自
爆
に
終
わ
る
恐
れ
が
大
き
く
、
同
時
代
の
薩
摩
藩

幹
部
か
ら
も
『
児
戯
に
等
し
』
と
評
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
た
」（「
は
じ
め
に
」
六
頁
）、
と
す
る
。
ま
た
大
政
奉
還
前
後
の
時

期
、「
出
兵
の
先
に
武
力
討
幕
を
見
据
え
て
い
た
西
郷
・
大
久
保
と
、

武
力
の
威
圧
の
な
か
で
の
新
政
権
樹
立
と
い
う
無
血
革
命
を
目
論
ん

で
い
た
小
松
と
の
差
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
西
郷
・
大
久
保
も
藩
内

情
勢
が
声
を
大
に
『
討
幕
』
を
唱
え
ら
れ
る
状
況
で
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
た
以
上
、『
同
床
異
夢
』
な
ら
ぬ
『
異
夢
同
床
』
と
言
お
う

か
、
こ
の
時
点
で
両
者
が
対
立
し
合
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」

（
二
一
三
頁
、
傍
線
筆
者
）、
と
す
る
。
西
郷
・
大
久
保
の
「
過
激
」
路

線
が
自
爆
の
可
能
性
が
高
く
、
大
政
奉
還
前
後
の
時
期
で
も
、
薩
摩

藩
が
武
力
倒
幕
路
線
を
公
然
と
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
で

は
、
高
村
氏
の
新
著
は
家
近
氏
の
本
書
に
近
い
位
置
に
い
る
の
が
印

象
的
で
あ
っ
た
。

　

国
民
的
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
西
郷
も
大
久
保
も
あ
る
種
の
「
英
雄
」

と
し
て
遇
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
う
が
、
一
つ
間
違
え
れ
ば
、
幕

末
の
「
過
激
派
」
と
し
て
葬
り
さ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
江

戸
薩
摩
藩
邸
焼
き
討
ち
事
件
や
当
事
者
の
病
気
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
偶

発
的
な
事
件
が
、
予
想
も
で
き
な
い
展
開
を
示
す
場
合
が
あ
る
。
そ

う
い
う
歴
史
の
お
も
し
ろ
さ
を
再
発
見
さ
せ
、
知
的
刺
激
が
盛
り
だ

く
さ
ん
に
詰
め
込
ま
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
ま
た
、
学
会
の
通
説

と
は
か
な
り
異
な
る
挑
戦
的
な
見
解
を
「
愚
直
」
な
史
料
操
作
で
展

開
し
た
本
書
は
、
い
か
に
も
家
近
氏
ら
し
さ
が
み
な
ぎ
っ
た
本
で
あ

る
。大

阪
経
済
大
学
日
本
経
済
史
研
究
所
研
究
叢
書
第
一
九
冊

家
近
良
樹
著
『
西
郷
隆
盛
と
幕
末
維
新
の
政
局
─
体
調
不
良
問
題
か
ら

見
た
薩
長
同
盟
・
征
韓
論
政
変
─
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年

五
月
刊
、
Ａ
5
判
、
三
四
〇
頁
、
本
体
価
格
五
、
〇
〇
〇
円
）

（
た
か
く
　
れ
い
の
す
け
・
京
都
橘
大
学
文
学
部
教
授
）
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〔
編
集
委
員
会
注
記
〕
本
稿
は
二
〇
一
二
年
四
月
一
四
日
、
大
阪
経
済
大
学

に
て
著
者
の
家
近
良
樹
氏
を
交
え
て
行
わ
れ
た
書
評
会
（
第
六
六
回
経

済
史
研
究
会
）
で
の
報
告
を
基
に
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。


