
　

時
代
は
、
幕
末
に
入
り
ま
す
。

黒
船
で
ペ
リ
ー
が
日
本
に
来
て
以

降
、
日
本
の
情
勢
は
大
き
く
混
乱

し
ま
す
。
こ
の
時
代
「
今
一
度
日

本
を
洗
濯
い
た
し
申
候
」
と
い
う

言
葉
を
残
し
、
活
躍
し
た
日
本
人

が
い
ま
す
。
坂
本
龍
馬
で
す
。　

　

龍
馬
は
、
１
８
６
２
年
、
同
志

と
と
も
に
ふ
る
さ
と
土
佐
を
後
に

し
て
、
伊
予
を
経
由
し
て
脱
藩
し

ま
し
た
。
こ
の
脱
藩
の
道
に
つ
い

て
は
、
様
々
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
一
つ
で
あ
る
、
河か

わ

辺べ

町
の
山

中
や
肱
川
を
下
り
脱
藩
し
た
ル
ー

ト
を
紹
介
し
ま
す
。

第
３
章

激
動
の
幕
末

龍
馬
の
脱
藩
と
大
洲
で
の
学
問

坂
本
龍
馬
の

脱
藩
に
大
洲
も

関
係
あ
っ
た
ん
だ
ね
。

飛翔の像（大洲市河辺町）
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脱
藩
の
道

御幸の橋

険
し
い
山
道
を

通
っ
た
後
は

肱
川
を
舟
で

下
っ
た
ん
だ
っ
て
。

地
図
の
黄
色
い

道
を
通
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
よ
。
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那
須
俊
平

（
１
８
０
７
〜
１
８
６
４
）

　

原
（
高
知
県
）
の
郷
士
で
あ

り
、
坂
本
代
五
の
長
男
で
那
須
忠

篤
の
養
子
に
な
り
ま
し
た
。
「
土

佐
一
の
槍や

り

の
達
人
」
と
称
さ
れ
、

息
子
で
あ
る
信
吾
の
出
奔
後
、
続

い
て
脱
藩
し
ま
し
た
。
禁
門
の
変

で
は
、
得
意
の
槍
を
振
る
っ
て
奮

戦
す
る
も
、
最
後
は
銃
弾
に
倒
れ

ま
し
た
。

那
須
信
吾

（
１
８
２
９
〜
１
８
６
３
）

　

俊
平
の
娘
婿
と
し
て
那
須
家
に

養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

信
吾
は
佐
川
村
の
藩
士
の
二
男
と

し
て
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
約
六
尺

（
約
１
８
２
㎝
）
と
い
う
長
身
で

力
が
強
く
、
足
も
速
か
っ
た
た
め

『
天
狗
さ
ま
』
と
い
う
異
名
が
つ

い
て
い
ま
し
た
。
龍
馬
の
脱
藩
を

助
け
た
直
後
、
土
佐
藩
の
吉よ

し

田だ

東と
う

洋よ
う

を
切
っ
て
自
身
も
脱
藩
し
ま
し

た
。
そ
の
翌
年
、
吉
村
虎
太
郎
の

天て
ん

誅
ち
ゅ
う

組
に
参
加
し
、
八･

一
八
の

ク
ー
デ
タ
ー
に
失
敗
し
、
命
を
落

と
し
ま
し
た
。

❶

脱
藩
の
道 

坂
本
龍
馬
（
１
８
３
６
〜
１
８
６
７
）

と
い
ろ
は
丸  

　

龍
馬
が
脱
藩
を
し
た
の
は
、
１
８
６
２
年
３
月
24

日
。
同
志
で
あ
る
澤さ

わ

村む
ら

惣そ
う

之の

丞
じ
ょ
う

と
と
も
に
高
知
の
城
下
町

よ
り
一
路
伊
予
へ
歩
み
始
め
ま
し
た
。
脱
藩
と
は
、
藩
主
の
許
可
な
く
国
を
抜
け
る
と
い
う
行
為
で
、
重
大
な

犯
罪
で
す
。
土
佐
の
高
知
か
ら
伊
予
の
長
浜
に
至
る
経
路
に
は
、
高
く
て
険
し
い
四
国
山
地
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、

厳
し
い
監
視
の
目
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
こ
を
、
か
い
く
ぐ
り
な
が
ら
通
り
抜
け
る
に
は
、
そ
の
道
を
熟
知

し
た
人
物
に
頼
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
龍
馬
た
ち
が
頼
っ
た
の
は
、

ゆ
す

原は
ら

村
の
那な

須す

俊
し
ゅ
ん

平ぺ
い

と
そ
の
子
で
あ
る

信し
ん

吾ご

で
し
た
。
こ
の
二
人
の
協
力
を
得
て
、

原
を
出
発
し
た
一
行
は
、
国
境
の
韮に

ら

ヶが

峠
と
う
げ

を
目
指
し
ま
す
。
韮
ヶ

峠
を
抜
け
る
と
現
在
の
野
村
町
に
入
り
、
そ
の
後
、
大
洲
市
河
辺
町
の
山
中
を
抜
け
、
五い

十か

崎ざ
き

、
大
洲
城

下
、
長
浜
と
い
う
経
路
を
と
っ
た
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
わ
が
町
大
洲
に
関
連
し
て
い
る

と
こ
ろ
を
紹
介
し
ま
す
。    　

　

河
辺
町
に
は
、
標
高
１
０
０
０
ｍ
を
超
え
る
榎

え
の
き

ヶが

峠
と
う
げ

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
峠
に
は
、
龍
馬
が
通
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
旧
道
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
秋あ

き

知し
り

川
（
河
辺
川
）
に
「
御み

幸ゆ
き

の
橋
」
が
架
か
っ
て
い
ま
す
。

趣
の
あ
る
屋
根
付
き
の
橋
で
す
。
龍
馬
た
ち
も
こ
の
橋
を

通
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
河
辺
町
北
部
の
山
中
を
抜

け
た
龍
馬
た
ち
は
、
五
十
崎
に
入
り
ま
す
。
26

日
夜
は
、

そ
の
泉

い
ず
み

ヶが

峠
と
う
げ

で
夜
を
迎
え
ま
し
た
。
泉
ヶ
峠
で
は
、
現
在
、

石
の
ほ
こ
ら
や
石
垣
、
井
戸
の
跡
な
ど
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

現
在
、
こ
の
ル
ー
ト
で
は
、
年
に
一
度
、
脱
藩
の
道
を

歩
く
イ
ベ
ン
ト
が
開
か
れ
、
龍
馬
を
し
の
ぶ
人
た
ち
が
大

飛翔の像

第
１
章　

 

近
世
の
始
ま
り
（
〜
安
土
桃
山
時
代
）

第
２
章　

大
洲
藩　

加
藤
家
の
治
世

第
３
章　

激
動
の
幕
末

第
４
章　

明
治
の
発
展

第
５
章　

大
正
・
昭
和
の
展
開

第
６
章　

大
洲
市
ゆ
か
り
の
人
々
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い
ろ
は
丸
事
件

　

１
８
６
６
年
６
月
、
鉄
砲
の
購

入
の
た
め
、
大
洲
藩
主
加か

藤と
う

泰や
す

秋あ
き

は
、
国く

に

島し
ま

六ろ
く

左ざ

衛え

門も
ん

を
長
崎
に
派

遣
し
ま
し
た
。
六
左
衛
門
は
、
長

崎
で
龍
馬
に
会
い
、
そ
の
勧
め
で

鉄
砲
の
代
わ
り
に
蒸
気
船
（
い
ろ

は
丸
）
を
買
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
六

左
衛
門
の
こ
の
行
為
は
藩
主
の
黙

認
に
よ
り
一
旦
お
と
が
め
な
し
と
な

り
ま
し
た
が
、
六
左
衛
門
は
、
こ

の
蒸
気
船
を
う
ま
く
活
用
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
そ
の
責
を
問
わ
れ
、

自
刃
に
追
い
込
ま
れ
た
と
も
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
い
ろ
は

丸
は
龍
馬
た
ち
が
経
営
す
る
亀か

め

山や
ま

社し
ゃ

中ち
ゅ
う

に
貸
し
出
さ
れ
ま
す
が
、

１
８
６
７
年
の
初
航
海
で
、
紀
州

和
歌
山
藩
船
・
明

み
ょ
う

光こ
う

丸ま
る

と
衝
突
し

沈
没
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の

後
は
、
紀
州
藩
を
相
手
に
、
龍
馬

が
中
心
と
な
り
賠
償
の
交
渉
が
始

ま
り
ま
し
た
。
交
渉
に
は
土
佐
藩

の
後ご

藤と
う

象
し
ょ
う

二じ

郎ろ
う

が
加
わ
り
、
土
佐

藩
と
紀
州
藩
の
事
件
に
発
展
し
ま

す
。
最
終
的
に
は
土
佐
藩
参
政
・

後
藤
象
二
郎
と
、
紀
州
藩
勘
定
奉

行
・
茂し

げ

田た

一か
ず

次じ

郎ろ
う

の
会
談
に
持
ち

込
ま
れ
、
つ
い
に
紀
州
藩
が
賠
償

金
の
支
払
い
に
応
じ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

勢
参
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
泉
ヶ
峠
の
近
く
で
は
、
「
日
本
の
棚
田
百

選
」
に
選
ば
れ
た
泉
谷
の
棚
田
を
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

泉
ヶ
峠
で
夜
を
明
か
し
た
龍
馬
た
ち
は
、
27

日
早
朝
に
出
発
し
、

五
十
崎
の
宿

し
ゅ
く

間ま

に
至
り
ま
す
。
宿
間
は
、
か
つ
て
小
田
川
か
ら
肱
川
を

通
っ
て
、
大
洲
や
長
浜
へ
至
る
舟
運
の
中
継
地
と
し
て
栄
え
た
場
所
で

す
。
龍
馬
と
惣
之
丞
は
、
こ
こ
で
俊
平
と
別
れ
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
、

舟
に
よ
る
旅
と
な
り
、
俊
平
に
よ
る
道
案
内
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
か

ら
で
す
。
龍
馬
た
ち
を
乗
せ
た
川
舟
は
、
肱
川
を
ゆ
っ
く
り
と
下
っ
て

い
き
ま
す
。
当
時
の
肱
川
に
は
、
堰せ

き

な
ど
は
な
く
木
材
な
ど
を
運
ぶ
た

め
に
舟
が
通
っ
て
い
ま
し
た
。
龍
馬
た
ち
は
、
肱
川
を
下
り
、
大
洲
城

下
を
通
り
抜
け
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
行
は
、
そ
の
日
の
夕
方
、
長
浜
町
に
到
着
し
ま
す
。
龍
馬
た
ち
が
上
陸
し
た
場
所
は
、
長
浜
町
の
江え

湖ご

と

呼
ば
れ
る
舟
だ
ま
り
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
現
在
、
江
湖
は
長
浜
中
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
拡
張
工
事
の
た
め
埋
め

立
て
ら
れ
、
そ
の
一
部
が
残
っ
て
い
る
程
度
で
す
。
龍
馬
た
ち
は
、
こ
こ
で
舟
を
降
り
、
支
援
者
で
あ
る
冨と

み

屋や

金き
ん

兵べ

衛え

を
訪
ね
ま
す
。
金
兵
衛
は
代
々
紺
屋
を
営
む
豪
商
で
、
商
売
の
か
た
わ
ら
、
勤
王
派
の
志
士
た
ち
を
援

助
し
て
い
た
人
物
で
す
。
龍
馬
た
ち
は
、
四
国
最
後
の
夜
を
こ
の
金
兵
衛
屋
敷
で
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
し
て
翌
日
、

山
口
に
向
か
っ
て
長
浜
を
出
発
し
ま
す
。

　

そ
の
後
の
龍
馬
の
活
躍
は
、
皆
さ
ん
ご
存
知
の
と
お
り
で
す
。
「
今
一
度
日
本
を
洗
濯
い
た
し
申
候
」
と
書
き

残
し
た
龍
馬
は
、
薩
長
同
盟
の
立
役
者
と
な
り
近
代
国
家
建
設
の
た
め
の
布
石
を
打
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、

脱
藩
し
て
５
年
後
、
１
８
６
７
年
、
龍
馬
は
京
都
の
近
江
屋
で
刺
客
に
襲
わ
れ
こ
の
世
を
去
り
ま
す
。

　

幕
末
に
活
躍
し
、
日
本
を
動
か
し
た
龍
馬
で
す
が
、
脱
藩
や
い
ろ
は
丸
な
ど
、
私
た
ち
の
大
洲
に
も
そ
の
大

き
な
足
跡
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

江　湖
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千
字
文
っ
て
？

　

子
ど
も
に
漢
字
を
教
え
る
た
め

に
用
い
ら
れ
た
漢
文
の
長
詩
で
、

千
の
異
な
っ
た
文
字
が
使
わ
れ
て

い
ま
す
。

国
学
っ
て

ど
ん
な
学
問
？

　

江
戸
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、

日
本
の
古
典
を
見
直
そ
う
と
い
う
動

き
が
出
て
き
ま
し
た
。
古
事
記
や
日

本
書
紀
、
万
葉
集
な
ど
の
日
本
の
古

典
を
通
し
て
、
日
本
古
来
の
文
化
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
学
問
で

あ
り
、
こ
れ
を
国
学
と
言
い
ま
す
。

国
学
は
、
日
本
古
来
の
精
神
に
戻

る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
、
こ

れ
が
復
古
主
義
に
発
展
し
、
尊
王

攘
夷
運
動
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

平
田
篤
胤

　

江
戸
時
代
後
期
の
国
学
者
・
思

想
家
で
、
本
居
宣
長
の
影
響
を
受

け
、
日
本
古
来
の
純
粋
な
信
仰
を

尊
ぶ
復
古
神
道
を
開
き
、
儒
教
や

仏
教
を
強
く
排
斥
し
ま
し
た
。

❷

新
し
い
学
問  

（
１
）
国
学
の
研
究
に
力
を
尽
く
し
た
矢や

野の

玄は

る

道み

ち

（
１
８
２
３
〜
１
８
８
７
）

　

矢
野
玄
道
は
１
８
２
３
年
11

月
17

日
、
矢
野
道
正
の
長
男
と
し
て
喜
多
郡
阿
蔵
村
有
松
（
現
在
の
大
洲
市
阿
蔵
）

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
３
歳
の
と
き
に
、
母
に
抱
か
れ
て
千せ

ん

字じ

文ぶ
ん

を
覚
え
、
６
歳
に
し
て
父
か
ら
論
語
を
学
ん
だ

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

15

歳
の
と
き
に
は
、
父
か
ら
、
「
国
学
の
中
の
一
つ
で
あ
る
古
学
を
研
究
し
、
そ
の
業
績
を
後
の
世
に
残
す
よ

う
に
心
掛
け
な
さ
い
。
」
と
諭
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
玄
道
は
、
生
涯
を
国
学
に
打
ち
込
む
こ
と
に

し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
１
８
４
５
年
４
月
、
22

歳
の
と
き
に
京
都
の
順
正
書
院
と
い
う
塾
の
塾
生
に
な
り
、

25

歳
の
と
き
に
は
、
平ひ

ら

田た

篤あ
つ

胤た
ね

の
門
下
生
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
幕
府
の
学
校
で
あ
る
昌

し
ょ
う

平へ
い

坂ざ
か

学が
く

問も
ん

所じ
ょ

に
入
り
、
多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
、

天
皇
を
重
ん
じ
る
と
い
う
勤
王
の
考
え
が
強

く
な
り
、
一
日
も
早
く
幕
府
か
ら
天
皇
の
政

治
に
戻
す
こ
と
を
念
願
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
玄
道
は
、
政
権
が
天
皇
に
戻
っ
た
と

き
の
こ
と
を
考
え
、
古
代
の
律
令
は
も
ち
ろ

ん
古
い
政
治
の
本
を
集
め
て
研
究
し
た
り
、

さ
ら
に
世
界
の
国
々
の
制
度
に
つ
い
て
も
学

ん
だ
り
研
究
し
た
り
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、

世
界
の
政
治
や
制
度
に
つ
い
て
精
通
し
て
お

く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
大
切
に
な
る
と
確
信

矢野玄道（大洲市立博物館蔵）

第
１
章　

 

近
世
の
始
ま
り
（
〜
安
土
桃
山
時
代
）

第
２
章　

大
洲
藩　

加
藤
家
の
治
世

第
３
章　

激
動
の
幕
末

第
４
章　

明
治
の
発
展

第
５
章　

大
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・
昭
和
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開

第
６
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大
洲
市
ゆ
か
り
の
人
々
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玄
道
祭
（
久
米
小
学
校)

し
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
明
治
維
新
前
に
は
、
天
皇
の
政
治
に
戻
る
こ
と
を
予
想
し
て
、
そ
の
た
め
の

用
意
を
し
て
お
こ
う
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

玄
道
は
、
こ
の
よ
う
に
世
の
流
れ
を
読
み
、
先
を
見
据
え
た
計
画
や
実
践
を
行
い
、
幕
府
を
恐
れ
な
い
大
胆

な
人
柄
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
し
て
、
１
８
６
７
年
10

月
、
つ
い
に
政
権
が
幕
府
か
ら
天
皇
に
返
還
さ
れ
ま
し
た
（
大
政
奉
還
）
。

　

朝
廷
は
王
政
復
古
の
大
号
令
を
発
表
し
て
、
天
皇
が
政
治
を
行
い
、
話
合
い
で
物
事
が
決
定
す
る
仕
組
み
や
、

能
力
の
あ
る
者
は
、
身
分
の
貴き

賤せ
ん

に
か
か
わ
ら
ず
政
治
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
体
制
を
作
り

ま
し
た
。
玄
道
も
「
献け

ん

芹き
ん

詹せ
ん

語ご

」
と
い
う
36
か
条
か
ら
な
る
意
見
を
岩い

わ

倉く
ら

具と
も

視み

に
進
言
す
る
な
ど
し
て
、

改
革
後
の
政
治
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
功
績
を
残
し
ま
し
た
。
玄
道
は
、
日
本
の
大
き
な
転
換
点
で
あ
る
明

治
時
代
を
、
強
力
に
支
え
た
人
物
の
一
人
だ
っ
た
の
で
す
。

　

50

歳
の
頃
か
ら
は
、
書
籍
の
著
述
に
力
を
注
ぎ
、
７
０
０
巻
以
上
の
本
を
世
に
送
り
出
し
ま
し
た
。
玄
道
は
、

そ
の
生
涯
を
、
名
誉
や
利
益
を
欲
し
が
ら
ず
、
寸
暇
を
惜
し
ん
で
学
問
に
励
み
ま
し
た
。
自
宅
に
は
、
客
が
世

間
話
の
た
め
に
長
居
を
す
る
こ
と
を
嫌
い
、
居
間
の
入
り
口
に
「
御
用
調
中
、
特
に
病
人
故
、
長
話
い
や
い
や
。
」

「
し
ら
べ
中
な
が
ば
な
し
い
や
。
」
と
書
い
た
貼
紙
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
学
問
に
人
生
を
捧
げ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

玄
道
は
、
１
８
８
７
（
明
治
20

）
年
、
３
月
下
旬
、
病
に
か
か
り
、
５
月
19

日
に
65

歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

宮
内
省
か
ら
は
、
玄
道
の
死
を
悼
み
、
祭さ

い

祀し

料
り
ょ
う

と
し
て
金
百
円
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
の
百
円
は
現
在
の

百
万
円
ほ
ど
の
額
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
玄
道
の
存
在
は
、
国
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
も
の
だ
っ
た
よ
う

で
す
。
久
米
小
学
校
で
は
、
玄
道
の
命
日
で
あ
る
毎
年
５
月
19

日
に
「
玄げ

ん

道ど
う

祭さ
い

」
を
行
い
、
玄
道
の
遺
徳
を
し

の
ん
で
い
ま
す
。

久米小学校で行われている玄道祭 矢野玄道像
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諸
淵
を
育
ん
だ
三
瀬
家

　

三
瀬
家
は
富
商
で
代
々
学
問
を

好
み
、
祖
父
の
有
儀
や
父
の
半
兵

衛
も
国
学
や
和
歌
を
学
び
ま
し

た
。
母
の
倉
子
は
、
二
宮
敬
作
の

姉
で
あ
り
、
諸
淵
は
こ
の
よ
う
な

家
族
に
囲
ま
れ
て
育
ち
ま
し
た
。

１
８
４
３
年
諸
淵
５
歳
の
と
き
、

母
か
ら
百
人
一
首
を
詠
み
聞
か
さ

れ
、
こ
と
ご
と
く
暗
唱
し
た
こ
と

か
ら
も
、
彼
の
才
能
の
す
ば
ら
し

さ
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

古
学
堂

　

八
幡
神
社
の
神
職
で
あ
る
常
磐

井
家
の
学
塾
の
名
前
を
古
学
堂
と

言
い
ま
し
た
。
幕
末
、
厳

い
か
し

戈ほ
こ

は
古

学
堂
で
藩
の
執
政
山や

ま

本も
と

尚ひ
さ

徳の
り

や

箱
館
五
稜
郭

（

北

海

道

）

の
設
計
を
し

た
武た

け

田だ

成し
げ

章あ
や

た
ち
、
多
く

の
人
材
の
育

成
に
当
た
り

ま
し
た
。

（
２
）
日
本
初
の
電
信
実
験
を
成
功
さ
せ
た
三み

瀬せ

諸も

ろ

淵ぶ

ち

（
１
８
３
９
〜
１
８
７
７
）

　

三
瀬
諸
淵
は
、
１
８
５
８
年
に
長
崎
か
ら
帰
郷
し
た
と
き
、
持
ち
帰
っ
た
機
材
な
ど
を
使
っ
て
、
電
信
実
験

を
成
功
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
実
験
は
、
常と

き

わ磐
井い

家
の
塾
で
あ
る
古こ

学が
く

堂ど
う

の

屋
根
を
出
発
点
に
、
肱
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
渡
場
に
あ
る
住
吉
神
社
付
近

ま
で
の
約
１
㎞
に
銅
線
を
張
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
功
績
を
た
た
え

て
、
１
９
８
１
（
昭
和
56

）
年
に
日
本
電
信
電
話
公
社
（
現
在
の
Ｎ
Ｔ
Ｔ
）

に
よ
っ
て
、
八
幡
神
社
の
鳥
居
前
に
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

諸
淵
は
、
１
８
３
９
年
10

月
１
日
、
大
洲
町
中
町
一
丁
目
の
塩
問
屋

麓
ふ
も
と

屋や

半は
ん

兵べ

衛え

の
子
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
14

歳
の
頃
、
八
幡
宮
の
神
官
で

あ
っ
た
常と

き

わ磐
井い

厳
い
か
し

戈ほ
こ

の
門
下
生
と
な
り
、
国
学
の
勉
強
に
励
み
ま
し
た
。

厳
戈
は
天
皇
を
重
ん
じ
る
尊
皇
論
を
説
え
て
い
ま
し
た
が
、
外
国
人
を
追

い
出
し
、
国

を
閉
ざ
す
考

え
方
に
こ
だ

わ
る
こ
と
は

し
ま
せ
ん
で

し
た
。
で
す

か
ら
、
厳
戈

は
洋
学
の
研

究

を

行

い
、

三瀬諸淵（大洲市立博物館蔵）

電信実験図（大洲市立博物館蔵）
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５
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６
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諸
淵
が
投
獄
さ
れ
る

　

１
８
６
１
年
、
諸
淵
は
外
交

の
機
密
を
も
ら
し
た
と
誤
解
さ

れ
て
投
獄
さ
れ
ま
し
た
。
４
年

間
に
わ
た
っ
て
獄
舎
生
活
を
送

り
ま
し
た
が
、
そ
の
間
に
オ
ラ

ン
ダ
眼
科
医
書
や
オ
ラ
ン
ダ
外

科
医
書
な
ど
の
翻
訳
を
行
い
ま

し
た
。
ま
た
、
囚
人
の
病
気
の

治
療
や
介
抱
を
行
っ
た
り
し
た

の
で
、
釈
放
の
際
に
は
、
幕
府

は
紋
付
き
の
服
を
与
え
て
諸
淵

を
賞
賛
し
た
と
言
い
ま
す
。

開
国
に
関
し
て
も
先
見
の
明
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
諸
淵
に

与
え
た
影
響
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。
諸
淵
の
残
し
た
「
備
忘

録
」
と
い
う
書
物
の
中
に
、
「
こ
の
師
を
得
て
志
を
立
つ
。
」
と
い
う
記
録

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
内
容
か
ら
も
、
洋
学
を
学
ぶ
こ
と
を
志
し
た
の
は
、

厳
戈
の
教
育
が
基
礎
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

１
８
５
５
年
の
正
月
か
ら
、
諸
淵
は
、
当
時
の
卯
之
町
（
現
西
予
市
宇

和
町
）
で
医
院
を
開
業
し
て
い
た
母
方
の
お
じ
で
あ
る
二
宮
敬
作
の
も
と

で
蘭
学
と
医
学
を
学
び
始
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、
敬
作
は
宇
和
島
藩
の
准

藩
医
と
な
っ
て
宇
和
島
に
移
住
し
た
の
で
、
諸
淵
も
彼
に
つ
い
て
行
き
ま

し
た
。
宇
和
島
で
は
村む

ら

田た

蔵ぞ
う

六ろ
く

（
大
村
益
次
郎
）
の
門
下
生
に
な
っ
て
蘭
学
と
武
術
を
学
び
ま
し
た
。

　

こ
の
と
き
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
娘
イ
ネ
も
蔵
六
の
も
と
で
学
ん
で
お
り
、
そ
の
頃
か
ら
、
イ
ネ
の
娘
の
高
子
と

諸
淵
が
結
婚
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
諸
淵
は
宇
和
島
に
移
住
し
た
同
じ
年
に
敬
作
と
と
も
に
長
崎
に
行
き
、
そ
こ
で
敬
作
の
助
手
を
務
め

ま
し
た
。
１
８
５
９
年
に
も
再
び
長
崎
に
赴
き
、
２
年
間
に
わ
た
り
シ
ー
ボ
ル
ト
の
教
え
を
受
け
ま
し
た
。
諸

淵
は
、
シ
ー
ボ
ル
ト
や
お
じ
敬
作
の
教
え
を
受
け
、
医
師
と
し
て
の
技
術
も
身
に
付
け
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、

シ
ー
ボ
ル
ト
の
孫
娘
の
高
子
と
結
婚
し
、
宇
和
島
藩
の
通
訳
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。
１
８
６
９
（
明
治
２
）
年
、

政
府
の
命
を
受
け
、
大
阪
の
医
学
校
兼
病
院
に
出
向
し
た
諸
淵
は
、
大
阪
で
通
訳
と
秘
書
を
兼
任
し
て
い
ま
し

た
が
、
１
８
７
６
（
明
治
９
）
年
に
大
阪
病
院
一
等
医
に
任
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
の
諸
淵
は
、
欧
米
を
視

察
し
て
有
能
な
医
者
を
招
き
、
東
京
に
大
病
院
を
作
り
た
い
と
い
う
願
い
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
病

の
た
め
に
１
８
７
７
（
明
治
10

）
年
、
39

歳
と
い
う
若
さ
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
１
９
２
８
（
昭
和
３
）
年
、
郷

里
大
洲
の
有
志
が
諸
淵
の
功
績
を
た
た
え
、
墓
所
を
大
洲
市
大
禅
寺
に
移
し
て
碑
を
建
て
、
永
く
そ
の
遺
徳
を

し
の
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

電信記念碑（八幡神社）

誤
解
に
よ
る

投
獄
だ
け
れ
ど

罪
が
許
さ
れ
て

良
か
っ
た
わ
。
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武
田
成
章
の
逸
話

● 

11
歳
の
頃
小
舟
を
自
作
し
て
肱

川
に
浮
か
べ
大
人
を
感
心
さ
せ

ま
し
た
。

● 

函
館
奉
行
所
に
い
た
と
き
、
日

本
初
の
ス
ト
ー
ブ
を
考
案
し
ま

し
た
。

● 

函
館
で
成
章
と
会
見
し
た
ペ

リ
ー
が
、
そ
の
人
物
と
学
識
の

深
さ
を
褒
め
た
た
え
ま
し
た
。

● 

勝
海
舟
は
、
成
章
が
死
去
し
た
際

に
「
我
が
国
科
学
技
術
の
先
駆
者

と
し
て
万
能
の
逸
材
で
あ
っ
た
」

と
そ
の
死
を
惜
し
み
ま
し
た
。

● 

明
治
８
年
当
時
、
陸
軍
将
校
12

人
の
う
ち
薩
摩
や
長
州
、
土
佐

以
外
の
出
身
者
は
成
章
だ
け
で

し
た
。

● 

ペ
リ
ー
来
航
の
と
き
、
吉
田
松

陰
ら
と
と
も
に
浦
賀
に
行
っ
て

黒
船
を
見
て
「
三
浦
見
聞
記
」

を
著
し
て
い
ま
す
。

● 

国
産
帆
船
で
日
本
一
周
を
し
た

り
、
ロ
シ
ア
の
黒
竜
江
に
日
本

初
の
修
学
旅
行
を
兼
ね
た
貿
易

に
出
か
け
た
り
し
て
い
ま
す
。

（
３
）
五ご

稜
り
ょ
う

郭か

く

を
設
計
し
た
武た

け

田だ

成し

げ

章あ

や

（
斐あ

や

三さ

ぶ

郎ろ

う

）
（
１
８
２
７
〜
１
８
８
０
）

　

北
海
道
函
館
市
に
五
稜
郭
が
あ
る
こ
と
は
有
名
で
す
。
五
稜
郭
に
は
、
そ
の
全
景
を
見
下
ろ
す
た
め
に
展
望

塔
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
、
五
稜
郭
の
設
計
者
で
あ
る
武
田
成
章
の
像
が
あ
り
、
そ
の
下
の
解
説
文

に
は
、
伊
予
大
洲
藩
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
こ
の
成
章
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

成
章
は
、
大
洲
市
中
村
に
生
ま
れ
、
幼
少
期
は
、
藩
校
明
倫
堂
で
儒
学
や
兵
法
を
学
び
ま
し
た
。
22

歳
の
と
き
、

成
章
は
医
者
に
な
る
た
め
、
当
時
日
本
最
高
の
蘭
方
医
と
言
わ
れ
た
緒お

方が
た

洪こ
う

庵あ
ん

の
適
塾
に
入
門
す
る
こ
と
を
藩

に
願
い
出
ま
し
た
。
藩
主
加
藤
泰
幹
は
蘭
学
に
理
解
が
あ
り
、

成
章
に
旅
費
と
学
費
を
与
え
ま
し
た
。
大
坂
へ
旅
立
ち
、
適

塾
に
入
門
し
た
成
章
は
、
蘭
学
の
勉
学
に
励
み
ま
し
た
。
そ

の
後
、
兵
学
者
と
し
て
有
名
な
佐さ

久く

間ま

象
し
ょ
う

山ざ
ん

が
、
江
戸
で
砲

術
の
塾
を
開
く
と
聞
く
と
、
好
機
を
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と

考
え
、
勝か

つ

海か
い

舟
し
ゅ
う

や
吉よ

し

田だ

松
し
ょ
う

陰い
ん

、
坂
本
龍
馬
と
と
も
に
入
門
し
、

海
防
策
や
洋
式
船
の
研
究
、
砲
台
の
建
築
等
に
打
ち
込
み
ま

し
た
。

　

ひ
た
す
ら
洋
式
兵
学
に
励
ん
だ
成
章
に
、
い
よ
い
よ
こ
れ

を
実
際
に
役
立
て
る
機
会
が
巡
っ
て
き
ま
し
た
。
１
８
５
３

年
、
ア
メ
リ
カ
東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
官
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来

航
し
た
の
で
す
。
海
防
の
強
化
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
幕
府
は
、
成
章
を
旗
本
格
と
し
て
召
し
抱
え
ま
し
た
。

武田成章（斐三郎）顕彰碑（五稜郭内）（函館市教育委員会提供）
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明
治
の
発
展

第
５
章　

大
正
・
昭
和
の
展
開

第
６
章　

大
洲
市
ゆ
か
り
の
人
々
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武
田
竹
塘
先
生
紀
功
碑

（
東
京
都
港
区
芝
公
園
内
）

　

１
８
８
１（
明
治
14
）
年
に
、
武

田
成
章
の
功
績
を
た
た
え
て
、
東

京
の
芝
公
園
内
に
門
弟
に
よ
っ
て

建
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
碑
に
は

成
章
の
生
前
の
功
績
が
多
数
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
竹
塘
は
成
章
の
号

で
す
。

ま
た
、
成
章
は
、
通
商
を
求
め
て
き
た
ロ
シ
ア
の
海
軍
提
督
プ

チ
ャ
ー
チ
ン
と
の
折
衝
に
参
加
し
通
訳
も
務
め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
幕
府
は
北
海
道
の
守
り
に
備
え
て
函
館
に

砲
台
と
要よ

う

塞さ
い

を
築
く
こ
と
に
な
り
、

そ
の
設
計
を
成
章

に
命
じ
ま
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
築ち

く

城
じ
ょ
う

書し
ょ

で
研
究
を
し
て
い
た

成
章
は
、
一
年
半
を
か
け
て
五
稜
郭
を
設
計
し
、
起
工
し
て
か

ら
七
年
を
経
て
完
成
し
ま
し
た
。
五
稜
郭
は
、
我
が
国
に
お
け

る
城

じ
ょ
う

郭か
く

建
築
の
最
後
を
飾
っ
た
、
最
も
優
れ
た
近
代
的
な
城

で
し
た
。
１
８
６
８
（
明
治
元
）
年
に
五
稜
郭
に
た
て
こ
も
り
、

官
軍
と
戦
っ
た
榎え

の

本も
と

武た
け

揚あ
き

は
、
「
こ
の
城
は
、
壮
大
、
堅
固
、
優

美
で
あ
る
」
と
賞

し
ょ
う

賛さ
ん

し
て
い
ま
す
。

　

数
々
の
業
績
を
あ
げ
た
成
章
は
、
明
治
維
新
後
も
新
政
府

の
兵
学
校
教
授
や
陸
軍
大
佐
等
の
要
職
を
命
じ
ら
れ
ま

し
た
。
１
８
７
６
（
明
治
９
）
年
に
は
、
陸
軍
中
佐
村む

ら

田た

経つ
ね

芳よ
し

が
考
案
し
た
村
田
銃
の
試
験
委
員
と
な
り
、
こ

の
村
田
銃
を
政
府
に
採
用
す
る
よ
う
に
推
挙
し
ま
し
た
。
こ
の
銃
は
、
後
に
日
清
・
日
露
戦
争
で
威
力
を
発
揮

し
て
い
ま
す
。

 
 

１
８
８
０
（
明
治
13

）
年
、
成
章
は
病
気
の
た
め
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歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
成
章
の
功
績
を
た
た
え
る
碑
は

東
京
芝
公
園
の
ほ
と
り
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

五稜郭（函館市教育委員会提供）

北
海
道
で
も

偉
大
な
功
績
を

残
し
て
い
た
ん
だ
ね
。
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