
薩
摩
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⑧
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］

　
本
稿は
、
日
本
の
近
代
化
の
先
駆
け
で
あ
り
、
薩
摩
藩
の
近
代
科
学
技
術
の
導
入
と
そ
の
実
践
の
　
　
　
　
薩
摩
藩
の
蘭
学
普
及
は
、
藩
主
導
で
推
進
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
地
域
蘭
学
の
立
場
か
ら
す

場
であ
っ
た
「
集
成
館
事
業
」
の
背
景
と
し
て
の
視
点
か
ら
、
薩
摩
藩
の
蘭
学
受
容
の
実
際
と
そ
の
　
　
　
　
れ
ば
、
同
時
代
の
諸
藩
と
は
そ
の
目
的
、
内
容
と
規
模
、
普
及
の
事
情
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。
一
方

変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
、
蘭
学
普
及
の
余
慶
が
ま
っ
た
く
領
内
の
諸
地
域
に
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
の
か
と
言
え
ば
そ
う

　薩
摩
藩
の
蘭
学
は
、
近
世
に
お
け
る
博
物
学
へ
の
関
心
と
島
津
重
豪
の
蘭
学
趣
味
か
ら
出
発
し
、
　
　
　
で
は
な
い
。
こ
の
た
び
、
地
域
蘭
学
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
種
痘
の
事
例
を
確
認
す
る

オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
招
聴
や
蘭
方
医
の
採
用
を
と
お
し
て
、
し
だ
い
に
領
内
に
普
及
し
て
い
っ
た
。
そ
　
　
　
　
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
長
崎
で
モ
ー
ニ
ッ
ケ
か
ら
種
痘
の
指
導
を
受
け
た
前
田
杏
斎
の
種
痘
術

し
て
、
蘭
学
が
重
用
さ
れ
急
速
に
普
及
し
て
い
っ
た
の
は
島
津
斉
彬
の
時
代
で
あ
り
、
藩
が
強
力
に
　
　
　
が
、
領
内
の
高
岡
や
種
子
島
の
医
師
た
ち
に
伝
え
ら
れ
実
施
さ
れ
た
と
い
う
記
録
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

推
進し
た
「
集
成
館
事
業
」
の
周
辺
に
顕
著
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
藩
士
た
ち
の
蘭
学
の
修
得
に
つ
　
　
　
　
ま
た
薩
摩
藩
は
薩
英
戦
争
の
直
後
、
藩
の
近
代
化
を
加
速
す
る
た
め
、
洋
学
の
修
得
を
目
的
と
し

い
て
は
、
中
央
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
域
性
や
経
済
的
な
困
難
も
あ
っ
て
、
江
戸
や
大
阪
へ
の
遊
学
は
　
　
　
　
た
「
開
成
所
」
を
設
置
す
る
。
こ
こ
で
は
当
初
蘭
学
の
学
習
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
し
だ
い
に

他
の
地
域
に
比
べ
て
少
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
中
央
の
優
秀
な
蘭
学
者
を
藩
士
に
採
用
し
た
り
、
蘭
　
　
　
英
学
の
重
要
性
が
増
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
明
治
二
年
、
国
の
独
医
学
採
用
に
伴
い
、
藩
が
英
医

学
者た
ち
と
の
人
脈
を
活
用
す
る
と
い
う
傾
向
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
長
崎
へ
の
遊
学
　
　
　
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
リ
ス
を
招
鵜
し
て
病
院
と
医
学
校
を
設
置
し
て
か
ら
、
英
国
流
の
医
学
が
急
速

は
、
例
外
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
普
及
す
る
。
こ
の
地
域
が
本
格
的
に
西
洋
医
学
の
恩
恵
を
受
け
る
の
は
、
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

0
9
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0
集
成
館
事
業
と
近
代
化
の
背
景

　
薩
摩
藩
が
急
速
に
近
代
化
へ
の
動
き
を
み
せ
る
の
は
、
英
明
の
誉
れ
が
高
か
っ
た

島
津
斉
彬
が
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
藩
主
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
斉
彬
が
多
く

の

蘭
学
者
た
ち
と
交
流
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成
果
と
し

て

の

集
成
館
事
業
は
、
当
時
鹿
児
島
を
訪
れ
た
西
洋
人
た
ち
に
も
そ
の
近
代
化
の
ス

ケ
ー
ル
の
壮
大
さ
に
大
き
な
感
動
を
あ
た
え
た
。

　
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
三
月
と
五
月
の
二
度
に
わ
た
り
、
勝
海
舟
に
伴
わ
れ

て

鹿
児
島
湾
に
一
隻
の
西
洋
船
が
入
港
す
る
。
船
名
を
ヤ
ー
パ
ン
号
と
三
口
い
、
の
ち

に

成
臨
丸
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
船
で
鹿
児
島
へ
や
っ
て
き
た
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
の

軍

医
ポ
ン
ペ
や
一
等
尉
官
カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
は
、
日
本
滞
在
中
の
詳
細
な
日
記
を

つ

け
て
い
る
が
、
鹿
児
島
の
印
象
に
つ
い
て
驚
き
を
も
っ
て
記
し
て
い
る
部
分
が
あ

　ト
ザる

。
そ
れ
は
、
鹿
児
島
の
磯
で
行
わ
れ
て
い
た
西
洋
式
近
代
産
業
移
入
の
事
業
で
あ

る
。　

例
え
ば
ポ
ン
ペ
は
、
こ
こ
に
建
設
さ
れ
た
諸
工
業
は
フ
ル
に
稼
働
し
て
い
た
と
し
、

高
炉
の
あ
る
溶
鉱
炉
や
大
砲
鋳
造
場
、
広
大
な
鉄
工
所
、
鉄
板
製
造
場
、
磁
器
や
陶

器
、
そ
れ
に
ガ
ラ
ス
を
造
る
た
め
の
工
場
の
様
子
を
記
録
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
工

場
群
に
は
、
千
二
百
人
も
の
人
々
が
働
い
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
事
業

を
踏
ま
え
、
薩
摩
藩
は
間
も
な
く
日
本
全
国
の
中
で
も
っ
と
も
繁
栄
し
、
も
っ
と
も

強
力
な
藩
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
予
言
し
た
。

　
磯

に
設
置
さ
れ
た
工
場
群
は
、
集
成
館
と
名
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
集
成
館
を
中
心

と
し
た
近
代
産
業
移
入
の
事
業
は
「
集
成
館
事
業
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
指
導
者
は

島
津
斉
彬
で
あ
り
、
事
業
の
着
手
は
斉
彬
の
藩
主
就
任
と
同
時
に
な
さ
れ
た
。

　
本
来
国
家
的
政
策
と
し
て
進
め
ら
れ
る
べ
き
こ
の
よ
う
な
事
業
を
、
な
ぜ
幕
末
の

薩
摩
藩
に
お
い
て
成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
幕
府
の
統
治
体
制
の

弱
体
化
も
あ
っ
た
が
、
薩
摩
藩
の
特
殊
な
事
情
も
あ
っ
た
。

　
俗

に
七
十
七
万
石
と
い
う
薩
摩
藩
の
石
高
の
う
ち
、
十
二
万
石
余
り
は
琉
球
王
国

の
石
高
で
あ
る
。
江
戸
時
代
初
期
か
ら
薩
摩
藩
は
琉
球
王
国
を
領
土
的
に
支
配
し
て

い

た
か
ら
、
治
め
る
べ
き
領
地
の
形
は
長
大
で
、
し
か
も
そ
の
大
半
が
海
で
あ
っ
た
。

今

日
で
も
鹿
児
島
県
は
南
北
に
六
百
キ
ロ
も
あ
る
が
、
沖
縄
県
ま
で
含
め
れ
ば
南
北

千
二
百
キ
ロ
と
い
う
、
日
本
の
ど
こ
に
も
な
い
特
殊
な
形
を
し
て
い
る
。
し
か
も
当

時
の
欧
米
列
強
の
黒
船
は
琉
球
弧
づ
た
い
に
北
上
し
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
薩
摩

藩
は
他
藩
に
先
駆
け
て
海
の
備
え
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
幕
末
の
欧
米
の
動
き
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
が
あ
る
。
例
え
ば
当
時
日
本
の
近
海

に
は
ア
メ
リ
カ
の
捕
鯨
船
が
頻
繁
に
姿
を
見
せ
て
い
た
。
彼
ら
は
鯨
を
食
用
と
す
る

こ
と
な
く
鯨
油
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
出
漁
し
て
い
た
。
特
に
抹
香
鯨
の
油
は

潤
滑
油
や
灯
油
と
し
て
、
高
い
商
品
価
値
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
ア
メ
リ
カ
は
、

十
八
世
紀
初
め
に
は
沿
岸
捕
鯨
か
ら
公
海
捕
鯨
へ
と
転
じ
、
や
が
て
南
米
の
ホ
ー
ン

岬
を
経
て
太
平
洋
に
入
り
、
北
太
平
洋
が
漁
場
と
な
る
こ
ろ
に
は
、
そ
の
自
然
条
件

の
厳

し
さ
か
ら
く
る
安
全
な
寄
港
地
の
確
保
と
、
鯨
油
を
採
取
す
る
際
に
必
要
な
燃

料
や
食
料
の
補
給
基
地
と
し
て
日
本
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
た
ア
メ
リ
カ
は
、
一
八
四
六
年
か
ら
一
八
四
八
年
の
メ
キ
シ
コ
戦
争
後
、

ニ

ュ

ー
メ
キ
シ
コ
、
ア
リ
ゾ
ナ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
を
含
め
た
北
米
大
陸
の
南
西
部

を
手
に
入
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
メ
キ
シ
コ
戦
争
終
結
の
年
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で

金
鉱
が
発
見

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
合
衆
国
の
東
部
と
西
部
の
交
通
が
盛
ん
に
な
る

と
、
ア
メ
リ
カ
・
中
国
間
の
太
平
洋
航
路
が
現
実
の
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て

日
本
は
そ
の
中
継
地
点
と
し
て
も
新
し
い
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。

　

さ
ら
に
、
日
本
を
太
平
洋
に
お
け
る
物
資
の
重
要
な
補
給
基
地
と
し
て
望
ん
で
い

た
の
は
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
十
八
世
紀
の
末
か
ら
日
本
に
は
多
く
の
異

国
船
が
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
を
も
っ
て
来
航
し
て
き
た
が
、
明
確
な
目
的
を
も
っ
て
最

初
に
通
商
を
求
め
て
き
た
の
は
ロ
シ
ア
で
あ
っ
た
。

　

当
時
、
ロ
シ
ア
の
重
要
な
輸
出
品
に
毛
皮
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
相
当
な
外
貨
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を
獲
得
し
て
い
た
が
、
ロ
シ
ア
人
は
そ
の
獣
毛
を
得
る
た
め
に
シ
ベ
リ
ア
に
進
出
し
、

や

が
て

そ
の
範
囲
は
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
列
島
沿
い
に
、
ア
ラ
ス
カ
か
ら
ア
メ
リ
カ
北

内
岸
に
ま
で
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
日
本
を
開
国
さ
せ
こ
こ
に
新
し
い
拠
点

を
作
る
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
も
北
太
平
洋
に
お
け
る
覇
権
の
確
立
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
欧
米
の
資
本
・
「
義
経
済
は
急
速
に
進
展
し
、
そ
れ
に

伴
っ
て
新
し
い
市
場
の
獲
得
が
各
国
の
最
大
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
状
況
下
で
、
日
本
も
鎖
国
政
策
の
上
に
太
平
の
眠
り
を
貧
り
続
け
る
わ
け
に
は

い
か

な
い
。
イ
ギ
リ
ス
は
ー
八
世
紀
末
か
ら
の
自
由
貿
易
の
発
展
に
よ
っ
て
、
さ
ら

に
市
場
の
拡
張
を
図
り
、
イ
ギ
リ
ス
艦
船
の
薩
摩
藩
領
内
へ
の
寄
港
に
限
っ
て
も
、

寛
政

九
年
（
ヒ
九
ヒ
）
の
測
量
船
プ
ロ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
号
の
那
覇
来
航
以
来
、
頻
繁

に
回
を
重
ね
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
フ
ラ
ン
ス
も
、
極
東
へ
の
進
出
を
望

ん

で

い

た
。
こ
の
よ
う
に
斉
彬
の
時
代
の
、
H
本
及
び
日
本
近
海
は
、
欧
米
先
進
諸

国
の
利
害
が
微
妙
に
衝
突
す
る
場
所
に
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
島
津
斉
彬
の
集
成
館
事
業
の
目
的
は
、
薩
摩
藩
一
国
に
お
い
て
で
も

黒
船
の

砲
艦
外
交
に
対
抗
し
得
る
淘
軍
力
を
整
備
し
、
ひ
い
て
は
諸
外
国
と
対
等
に

交
流
す
る
こ
と
の
で
き
る
豊
か
な
国
づ
く
り
に
あ
っ
た
。

　
斉
彬
の
集
成
館
事
業
で
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
実
験
と
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
、

見
込
み

の

つ
い

た
も
の
か
ら
事
業
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
造
船
事
業
と
大
砲
の
鋳
造
を

主

日
的
と
し
た
製
鉄
事
業
。
船
が
帆
走
す
る
た
め
の
帆
布
の
製
造
を
中
心
と
す
る
紡

績
事

業
。
あ
る
い
は
、
蒸
気
船
の
建
造
。
そ
の
結
果
、
日
本
初
の
本
格
的
な
西
洋
式

軍
艦

昇
平
丸
、
蒸
気
船
雲
行
丸
が
完
ー
す
る
。
そ
の
ほ
か
、
電
気
分
解
法
に
よ
る
和

欧

文
鉛
活
字
の
製
作
、
写
真
技
術
の
修
得
、
地
雷
・
水
雷
の
製
造
、
ガ
ス
幻
の
実
用

化
、
電
信
の
実
験
な
ど
が
あ
る
。
集
成
館
で
は
、
明
治
時
代
以
後
の
口
本
の
産
業
の

基
幹

と
な
っ
た
造
船
・
製
鉄
・
紡
績
の
三
産
業
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
映
像
や
通
信
、

メ
テ
ィ
ア
に
関
す
る
初
期
段
階
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
が
推
進
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
斉
彬
の
危
惧
し
て
い
た
こ
と
が
、
彼
の
死
後
の
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
七
月
、

写真1　斉彬時代の集成館（武雄鍋島家資料「薩州鹿児島見取絵図」武雄市蔵よ川
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し
か
も
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
の
鹿
児
島
湾
入
港
、
砲
撃
と
い
う
形
で
起
っ
た
。
島
津
久
光

の

行
列
を
乱
し
た
と
し
て
薩
摩
藩
士
が
英
国
人
を
殺
傷
し
た
生
麦
事
件
を
契
機
に

起
っ
た
薩
英
戦
争
で
あ
る
。
こ
の
時
集
成
館
も
砲
撃
を
受
け
、
あ
た
か
も
彼
の
夢
は

灰
儘
に

帰
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
戦
争
は
薩
摩
藩
に
非
常
な
刺
激
を
あ
た
え
西
洋
の
文
明
の
優
秀
さ

を
痛
感
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
斉
彬
の
あ
と
を
継
い
だ
島
津
忠
義
は
、
文
久
三
年

十
月
、
た
だ
ち
に
集
成
館
の
再
興
に
着
手
し
て
い
る
。

　
ま
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
に
生
麦
事
件
、
薩
英
戦
争
の
和
議
が
成
立
す
る
と
、
そ
の

長
所
を
吸
収
す
る
た
め
に
急
速
に
イ
ギ
リ
ス
に
接
近
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

慶
応
元
年
に
は
、
欧
米
諸
国
の
文
明
を
と
り
入
れ
藩
の
近
代
化
を
は
か
る
た
め
に
、

串
木
野
の
羽
島
か
ら
ひ
そ
か
に
十
九
名
の
使
節
と
留
学
生
を
イ
ギ
リ
ス
に
派
遣
し
、

五
代
友
厚
ら
に
は
、
紡
績
機
械
の
購
入
と
技
師
の
招
聴
を
命
じ
、
慶
応
二
年
に
は
諸

機
械
と
技
師
た
ち
が
到
着
。
翌
三
年
に
は
磯
の
地
に
日
本
最
初
の
近
代
的
紡
績
工
場

が
操
業
を
は
じ
め
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事
業
の
推
進
者
と
し
て
蘭
学
者
た
ち
の

集
団
が
あ
っ
た
。

②
「
蘭
癖
」
か
ら
「
蘭
学
」
へ

　
島
津
斉
彬
が
西
欧
の
進
ん
だ
科
学
技
術
を
採
用
し
て
集
成
館
事
業
を
推
進
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
、
ま
ず
多
く
の
優
秀
な
蘭
学
者
た
ち
と
交
流
し
な
が
ら
蘭
書
を
翻

訳

さ
せ
、
そ
の
知
識
を
吸
収
す
る
努
力
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
担
当

の
技
術
者
た
ち
に
絶
え
ず
実
験
を
繰
り
返
さ
せ
、
失
敗
を
恐
れ
ず
常
に
励
ま
し
な
が

ら
、
つ
い
に
は
実
用
化
に
成
功
し
た
も
の
が
多
い
。
彼
等
は
、
藩
主
在
任
中
江
戸
に

い

る
こ
と
も
多
か
っ
た
斉
彬
と
こ
ま
め
に
連
絡
を
と
り
つ
つ
、
指
示
を
仰
ぎ
な
が
ら

諸
事
業
を
誠
実
に
実
地
に
移
し
て
い
っ
た
。
そ
の
信
頼
関
係
は
、
極
め
て
強
か
っ
た
。

　
そ
も
そ
も
斉
彬
が
西
洋
の
文
物
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
曾
祖
父
島

津
重
豪
の
影
響
を
強
く
受
け
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
重
豪
は
「
蘭
癖
」
と
言
わ
れ
る
ほ

ど
、
生
涯
を
通
じ
て
西
洋
の
文
化
を
学
び
続
け
、
自
身
も
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
書
き

記

し
た
。
ま
た
晩
年
に
近
い
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
二
月
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
付
き

の

医
師
シ
ー
ボ
ル
ト
の
江
戸
参
府
を
実
子
の
前
中
津
藩
主
奥
平
昌
高
や
曾
孫
の
斉
彬

と
共
に
大
森
（
現
東
京
都
大
田
区
）
に
出
迎
え
た
時
、
八
十
二
歳
の
重
豪
が
時
々
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

ラ
ン
ダ
語
を
ま
じ
え
て
質
問
し
た
と
シ
ー
ボ
ル
ト
は
記
録
し
て
い
る
。

　
も
と
も
と
日
本
に
お
け
る
西
洋
文
化
の
受
容
は
、
主
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
や
ス
ペ
イ

ン
語
を
介
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
鎖
国
令
が
発
効
さ
れ
、

西
洋
と
の
接
点
が
オ
ラ
ン
ダ
一
国
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
役
割
を
オ
ラ

ン
ダ
語
が
と
っ
て
代
わ
っ
た
。
そ
し
て
、
十
八
世
紀
の
初
頭
に
は
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ

通

詞
の
語
学
力
も
徐
々
に
進
み
、
な
か
に
は
医
学
・
薬
学
・
植
物
学
・
化
学
・
物
理

学
な
ど
、
西
洋
の
専
門
的
知
識
を
身
に
付
け
た
人
々
が
現
れ
て
く
る
。

　
ま
た
、
飢
鐘
に
備
え
て
サ
ツ
マ
芋
の
栽
培
が
有
効
で
あ
る
と
論
じ
た
青
木
昆
陽
は
、

そ
の
著
書
『
蕃
薯
考
』
で
将
軍
徳
川
吉
宗
に
認
め
ら
れ
て
幕
府
に
召
し
出
さ
れ
、
そ

の

翌
年
の
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
に
は
御
目
見
得
医
師
野
呂
元
丈
と
共
に
オ
ラ
ン

ダ

語
の
学
習
を
命
じ
ら
れ
た
。

　
昆

陽
た
ち
の
オ
ラ
ン
ダ
語
の
習
得
は
、
江
戸
に
参
府
し
て
く
る
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら

オ
ラ
ン
ダ
通
詞
を
と
お
し
て
教
授
さ
れ
た
。
こ
の
こ
ろ
は
毎
年
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長

の
江
戸
参
府
が
恒
例

で
、
薩
摩
藩
江
戸
屋
敷
の
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
か
ら
明
和

七
年
（
一
七
七
〇
）
の
日
記
（
「
中
奥
日
記
」
）
に
よ
れ
ば
、
重
豪
が
十
一
歳
で
薩
摩

藩
主
と
な
る
宝
暦
五
年
七
月
の
直
前
、
三
月
二
十
四
日
に
オ
ラ
ン
ダ
人
の
通
行
を
見

物
し
た
と
あ
る
。
翌
六
年
三
月
十
一
日
に
も
、
重
豪
は
ま
た
ま
た
オ
ラ
ン
ダ
人
の
江

戸
出
立
を
見
物
し
て
お
り
、
以
降
オ
ラ
ン
ダ
絵
鏡
、
び
い
ど
う
花
生
、
オ
ラ
ン
ダ
砂

糖
漬
、
オ
ラ
ン
ダ
ふ
ら
す
ご
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
書
い
た
字
、
オ
ラ
ン
ダ
人
献
上
の
菓

子
と
い
っ
た
珍
品
が
日
記
に
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
さ
ら
に
吉
宗
が
、
漢
籍
に
限
ら
れ
る
も
の
の
西
洋
学
術
書
の
輸
入
を
認
め
た
こ
と

は
、
西
洋
の
実
学
へ
の
認
識
を
新
た
に
喚
起
し
て
、
例
え
ば
農
業
技
術
の
改
良
を
促

進

し
、
あ
る
い
は
オ
ラ
ン
ダ
の
文
物
が
流
通
す
る
こ
と
に
よ
る
文
化
的
な
刺
激
が
、
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新
し
い
産
業
の
萌
芽
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

　
ま
た
医
学
の
分
野
に
目
を
止
め
れ
ば
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
『
解
体
新

書
』
を
訳
し
て
刊
行
し
た
前
野
良
沢
は
、
青
木
昆
陽
に
オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
び
、
長
崎

に
出
て
こ
れ
を
深
め
た
。
そ
し
て
伝
統
的
な
医
学
の
知
識
に
西
洋
医
学
と
い
う
新
し

い
血
を
注
い
で
、
前
野
や
杉
田
玄
白
ら
は
こ
の
学
問
を
「
蘭
学
」
と
称
す
る
よ
う
に

な
る
。

　
明
和
八
年
、
こ
の
よ
う
な
時
代
的
雰
囲
気
を
背
景
に
し
て
、
前
野
良
沢
ら
が
江
戸

千
住
の
刑
場
小
塚
原
で
蘭
語
訳
の
解
剖
学
書
『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
』
を
見
な

が

ら
遺
体
を
解
剖
し
、
記
述
内
容
の
正
確
さ
に
驚
い
て
和
訳
を
決
意
し
た
。
こ
の
時
、

二
十
七

歳
に
な
っ
て
い
た
重
豪
も
オ
ラ
ン
ダ
の
文
化
に
直
接
触
れ
る
べ
く
、
江
戸
か

ら
薩
摩
へ
の
帰
国
の
途
中
長
崎
に
立
ち
寄
っ
て
い
た
。

　
幕
府
へ
の
長
崎
立
ち
寄
り
の
理
由
は
、
薩
摩
藩
が
異
国
船
通
行
の
入
り
口
に
あ
っ

て

特
別
な
任
務
を
負
い
、
長
崎
に
異
変
の
あ
る
時
に
は
警
護
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に

も
な
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
長
崎
の
実
情
を
把
握
し
て
お
き
た
い
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。

　
重
豪
は
、
七
月
十
六
日
か
ら
八
月
九
日
の
二
十
三
日
間
長
崎
に
滞
在
し
、
こ
の
間

オ
ラ
ン
ダ
商
館
や
オ
ラ
ン
ダ
船
ブ
ル
グ
号
を
訪
問
し
た
ほ
か
、
オ
ラ
ン
ダ
大
通
詞
今

村
源
右
衛
門
の
屋
敷
に
オ
ラ
ン
ダ
人
を
招
い
た
り
し
た
。

　
今
村
源
右
衛
門
は
こ
の
年
の
年
番
通
詞
で
あ
り
、
妻
は
薩
摩
藩
の
御
用
商
人
服
部

政
太
郎
の
養
女
（
実
父
は
政
太
郎
の
弟
川
畑
甚
六
）
で
、
子
の
今
村
政
十
郎
は
重
豪

の
長
崎
訪
問
に
先
立
っ
て
同
年
四
月
か
ら
薩
摩
藩
に
仕
え
て
い
る
。
ま
た
重
豪
は
、

オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
テ
ィ
ツ
ィ
ン
グ
の
紹
介
で
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
で
あ
っ
た
松
村
元
綱
を
、

安
永
九

年
ご
ろ
任
用
し
て
い
る
。
元
綱
の
死
後
は
寛
政
元
年
（
］
七
八
九
）
に
同
じ

く
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
で
あ
っ
た
堀
門
十
郎
を
招
聰
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
自
身

の

オ
ラ
ン
ダ
語
学
習
も
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
松
村
元

綱
の
採
用
は
、
安
永
二
年
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
た
博
物
学
書
『
成
形
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

録
』
編
纂
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
調
査
の
た
め
と
言
わ
れ
て
い
る
。
松
村
に
は
オ
ラ

ン

ダ
通
詞
本
木
良
英
の
翻
訳
書
を
校
訂
し
た
『
和
蘭
地
図
説
略
』
『
和
蘭
地
球
図
説
』

『天
地

二
球
用
法
』
『
太
陽
距
離
暦
解
』
や
本
木
と
の
共
訳
『
象
眼
儀
用
法
』
等
の
地

理
書
・
天
文
書
が
あ
り
、
安
永
八
年
鹿
児
島
に
設
置
さ
れ
た
天
文
観
測
所
明
時
館

（天
文
館
）
の
運
営
に
お
い
て
も
影
響
を
あ
た
え
う
る
立
場
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
の
書
は
、
長
崎
や
江
戸
を
中
心
と
し
た
西
洋
へ
の
関
心
、
幕
府
天
文
方

に
お
け
る
ケ
プ
ラ
ー
や
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
天
文
学
説
研
究
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い

る
。

　
堀
門
十
郎
は
、
オ
ラ
ン
ダ
大
通
詞
を
つ
と
め
た
人
物
で
、
や
は
り
オ
ラ
ン
ダ
商
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

長
テ
ィ
ツ
ィ
ン
グ
の
紹
介
に
よ
る
任
用
で
あ
っ
た
。
堀
も
ま
た
『
成
形
実
録
』
を
改

撰

し
た
『
成
形
図
説
』
の
オ
ラ
ン
ダ
語
を
担
当
し
た
の
で
あ
る
。
堀
は
、
幕
末
の
京

都
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
辻
蘭
室
の
師
で
あ
っ
た
と
言

わ
れ
、
そ
の
子
孫
も
薩
摩
藩
に
仕
え
た
。

　
重
豪
は
ま
た
、
松
村
や
堀
を
紹
介
し
た
テ
ィ
ツ
ィ
ン
グ
を
は
じ
め
と
し
て
歴
代
の

オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
と
も
親
交
を
深
め
て
い
る
。
ロ
ム
ベ
ル
グ
、
パ
ー
ケ
レ
ル
、
ヘ
ン

ミ
ー
、
ズ
ー
フ
、
プ
ロ
ム
ホ
フ
と
い
っ
た
人
々
が
そ
う
で
あ
る
。
特
に
ズ
ー
フ
が

『ズ

ー
フ
ハ
ル
マ
』
と
い
う
有
名
な
蘭
和
辞
書
を
編
纂
し
た
時
に
は
、
清
書
用
の
用

紙

を
送
る
な
ど
の
便
宜
を
は
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
蘭
学
を
中
心
と
す
る
日
本

国
内
の
西
洋
学
術
の
理
解
促
進
は
、
い
ち
早
く
薩
摩
藩
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で

あ
る
。

　
そ
し
て
十
九
世
紀
に
入
る
と
、
日
本
を
囲
む
海
の
状
況
が
急
速
に
変
化
し
て
い
く
。

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
は
、
長
崎
に
ア
メ
リ
カ
船
が
来
航
し
貿
易
を
要
求
。
翌

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
は
ロ
シ
ア
使
節
レ
ザ
ノ
ブ
が
長
崎
に
漂
流
民
を
護
送
し

て
貿
易
を
求
め
た
。

　
さ
ら
に
文
化
五
年
、
今
度
は
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
フ
ェ
ー
ト
ン
号
が
長
崎
港
に
侵
入
し

て

オ
ラ
ン
ダ
人
二
人
を
捕
ら
え
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
引
き
渡
し
を
強
要
し
、
責
任
を

問
わ
れ
て
長
崎
奉
行
松
平
康
英
は
自
決
、
佐
賀
藩
主
鍋
島
斉
直
は
長
崎
警
護
に
不
備

が

あ
っ
た
と
し
て
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
た
（
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
）
は
、
斉
彬
誕
生
の
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前
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
特

に
、
こ
の
時
期
の
ロ
シ
ア
勢
力
の
南
下
は
幕
府
に
神
経
質
な
対
応
を
迫
ら
せ
た
。

幕
府
は
長
崎
通
詞
に
オ
ラ
ン
ダ
語
に
加
え
て
フ
ラ
ン
ス
語
学
習
も
認
め
て
い
た
が
、

文
化
六
年
、
ロ
シ
ア
語
と
英
語
も
学
ぶ
よ
う
命
じ
た
。
ま
た
文
化
八
年
に
は
、
幕
府

天
文
方
に
「
蛮
書
和
解
御
用
」
と
い
う
蘭
書
の
翻
訳
研
究
の
専
門
の
部
局
を
設
け
て
、

オ
ラ
ン
ダ
語
を
通
し
て
西
洋
事
情
に
よ
り
一
層
精
通
す
る
こ
と
の
で
き
る
体
制
を
敷

い
て

い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
斉
彬
が
西
洋
の
文
物
に
早
く
か
ら
興
味
関
心
を
示
し
た
と
い
う
こ

と
の
背
景
に
、
曾
祖
父
重
豪
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
最
早
日

本
が

国
際
社
会
か
ら
孤
立
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
時
代
の
入
り
口
に
立
た
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
こ
こ
に
、
い
わ
ゆ
る
西
洋
趣
味
の
域
「
蘭
癖
」

か

ら
「
蘭
学
」
へ
至
る
理
由
が
あ
っ
た
。

③
斉
彬
を
育
ん
だ
蘭
学
者
た
ち

　
集
成
館
事
業
の
担
当
者
の
ひ
と
り
市
来
四
郎
は
、
斉
彬
の
オ
ラ
ン
ダ
語
学
習
の
は

じ
ま
り
は
、
斉
彬
が
三
十
余
歳
の
こ
ろ
で
、
杉
田
玄
白
の
孫
杉
田
成
卿
に
学
ん
だ
薩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

摩
藩
士
吉
井
泰
諭
か
ら
教
授
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。

　
吉
井
は
斉
彬
よ
り
四
歳
年
下
で
、
斉
彬
の
近
く
に
仕
え
て
い
た
の
は
、
天
保
元
年

（
一
八
三

〇
）
か
ら
同
十
二
年
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
斉
彬
が
二
十
二
歳
か

ら
三
十
三
歳
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
吉
井
は
、
西
洋
砲
術
家
高
島
秋
帆
に
も

学
ん
だ
と
い
う
が
、
斉
彬
周
辺
の
環
境
を
考
え
れ
ば
、
斉
彬
の
オ
ラ
ン
ダ
語
学
習
は

も
う
少
し
早
い
時
期
に
始
め
ら
れ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
例

え
ば
天
保
六
、
七
年
ご
ろ
、
斉
彬
は
、
蘭
学
者
宇
田
川
熔
庵
に
育
児
院
の
こ
と

を
蘭
書
で
調
査
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
を
翻
訳
さ
せ
た
と
い
う
。
椿
蓄
は
大
垣
藩
医

江
沢
養
樹
の
子
で
、
津
山
藩
医
で
大
槻
玄
沢
に
学
ん
だ
宇
田
川
榛
斎
（
玄
真
）
の
養

子
と
な
っ
て
こ
の
家
を
継
い
だ
。

　
養
父
の
榛
斎
は
、
戸
塚
静
海
・
坪
井
信
道
・
箕
作
玩
甫
ら
を
育
て
た
蘭
学
の
先
駆

者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
大
垣
藩
に
は
斉
彬
の
曾
祖
父
重
豪
の
娘
種
姫
が
嫁
ぎ
、
宇
田

川
家
と
も
重
豪
の
侍
医
曾
磐
を
通
じ
て
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
蘭
学
の
指
導

を
受
け
る
に
は
最
適
の
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
熔
庵
は
幕
府
天
文
台
の

翻

訳
員
に
出
仕
し
、
そ
の
研
究
は
、
薬
物
学
・
植
物
学
・
化
学
と
い
っ
た
自
然
科
学

の

他
、
地
理
・
歴
史
・
軍
事
等
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

　
一
方
、
天
保
八
年
に
は
、
鹿
児
島
の
人
々
を
驚
樗
さ
せ
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。

モ

リ
ソ
ン
号
事
件
で
あ
る
。
日
本
人
漂
流
民
七
人
を
乗
せ
た
ア
メ
リ
カ
船
モ
リ
ソ
ン

号

が
、
漂
流
民
の
日
本
送
還
を
日
本
と
の
通
商
交
渉
の
契
機
と
す
る
た
め
、
六
月
二

十
八
日
に
は
浦
賀
に
七
月
十
二
日
に
は
薩
摩
山
川
に
来
航
し
、
そ
れ
ぞ
れ
砲
撃
を
受

け
て
退
却
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
薩
摩
に
お
い
て
こ
の
事
件
を
担
当
し
た
家
老
島
津
久
風
は
、
新
式
砲
の
採
用
を
藩

主

島
津
斉
興
に
訴
え
て
、
翌
九
年
鳥
居
平
七
・
平
八
の
兄
弟
を
当
時
長
崎
に
お
い
て

西

洋
砲
術
を
究
め
て
い
た
高
島
秋
帆
の
も
と
に
遊
学
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
天
保

十
三
年
に
は
、
高
島
流
を
御
流
儀
砲
術
と
し
て
正
式
に
採
用
し
、
鳥
居
兵
七
（
成
田

正
右
衛
門
）
を
し
て
教
授
さ
せ
た
。

　

高
島
秋
帆
は
、
長
崎
町
年
寄
高
島
茂
紀
の
子
と
し
て
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
に

生

ま
れ
た
。
秋
帆
は
、
出
島
砲
台
の
係
を
し
て
い
た
父
か
ら
荻
野
流
や
天
山
流
砲
術

の

教
導
を
受
け
た
が
、
西
洋
砲
術
が
極
め
て
優
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
、
出

島
の
オ
ラ
ン
ダ
人
に
聞
い
た
り
、
町
年
寄
の
特
権
を
活
用
し
て
多
く
の
蘭
書
を
購
入

し
、
通
詞
に
兵
学
関
係
の
図
書
を
翻
訳
さ
せ
て
知
識
の
習
得
に
つ
と
め
た
。
天
保
六

年
ご
ろ
に
は
西
洋
の
兵
学
を
教
授
す
る
ま
で
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
、
ア
ヘ
ン
戦
争
の

情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
直
後
、
長
崎
奉
行
所
に
対
し
て
今
後
西
洋
式
の
兵
制
を
取
り

入
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
た
。
幕
府
も
こ
の
訴
え
を
重
く
受
け
止
め
、
秋
帆
を
江

戸
に

呼
ん
で
、
天
保
十
二
年
に
武
蔵
国
徳
丸
ヶ
原
（
現
東
京
都
板
橋
区
高
島
平
）
で

輸
入
し
た
砲
四
挺
の
実
射
と
歩
兵
騎
兵
の
練
兵
を
実
施
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
高
島

流
砲
術
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
、
江
川
太
郎
左
衛
門
へ
の
伝
授
を
命
じ
た
。
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と
こ
ろ
が
、
幕
府
守
旧
派
に
危
険
人
物
で
あ
る
と
目
さ
れ
た
秋
帆
は
、
翌
十
三
年

に
捕
ら
え
ら
れ
、
実
に
ペ
リ
ー
来
航
の
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
ま
で
の
十
二
年
間
、

関
東
に
幽
閉
さ
れ
た
。
赦
免
さ
れ
て
か
ら
は
江
川
太
郎
左
衛
門
の
も
と
に
あ
っ
て
鋳

砲

に
従
事
し
、
晩
年
に
は
幕
府
講
武
所
砲
術
師
範
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
薩
摩

藩
が
藩
士
に
高
島
流
砲
術
を
学
ば
せ
た
の
は
幕
府
よ
り
も
早
く
、
藩
が
こ
の
流
儀
を

採
用
し
た
の
は
、
秋
帆
が
幕
府
に
捕
ら
え
ら
れ
た
年
で
あ
っ
た
。

　

高
島
秋
帆
が
捕
ら
え
ら
れ
た
天
保
十
三
年
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
が
終
わ
っ
た
年
で
も

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
年
薩
摩
藩
は
、
高
名
な
蘭
方
医
戸
塚
静
海
を
江
戸
詰
の
藩
医
と

し
て
採
用
し
た
。
文
政
十
一
年
の
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
で
は
三
カ
月
間
投
獄
さ
れ
た
が
、

赦
免
後
は
そ
の
ま
ま
後
進
の
指
導
に
あ
た
っ
た
。
天
保
二
年
に
は
江
戸
に
帰
っ
て
開

業
し
、
薩
摩
藩
医
と
な
っ
て
か
ら
は
斉
興
・
斉
彬
の
二
代
に
仕
え
て
い
る
。
静
海
は
、

吉
井
泰
諭
が
転
役
し
た
翌
年
に
薩
摩
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
て
お
り
、
静
海
に
期
待
さ

れ

た
の
は
医
師
と
し
て
の
能
力
だ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
静
海
に
は
黒
江

綱
介
・
八
木
元
悦
・
松
木
弘
安
が
入
門
し
て
い
る
。

　

島
津
重
豪
や
斉
彬
が
シ
ー
ボ
ル
ト
に
面
会
し
た
文
政
九
年
の
江
戸
参
府
に
同
行
し

て

江
戸

に
出
た
伊
東
玄
朴
は
そ
の
後
、
同
地
に
と
ど
ま
り
、
天
保
四
年
に
は
蘭
学
塾

象
先
堂
を
開
い
て
多
く
の
若
者
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
江
戸
で
佐
賀
藩
の
藩
医
と

な
っ
た
。
嘉
永
二
年
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
医
師
モ
ー
ニ
ッ
ケ
が
バ
タ
ビ
ア
か
ら
取
り

寄
せ
た
痘
痂
を
佐
賀
藩
は
譲
り
受
け
、
種
痘
に
成
功
し
た
。
藩
主
鍋
島
直
正
は
痘
苗

を
持
っ
て
参
勤
し
た
が
、
こ
の
時
玄
朴
は
直
正
か
ら
痘
苗
を
薩
摩
藩
邸
に
届
け
る
よ

う
指
示
さ
れ
て
い
る
。
斉
彬
は
、
五
男
傳
次
郎
を
は
じ
め
邸
内
の
十
人
ほ
ど
の
小
児

に
種
痘
を
接
種
し
、
さ
ら
に
痘
苗
は
斉
彬
か
ら
前
水
戸
藩
主
徳
川
斉
昭
に
届
け
ら
れ

た
。
象
先
堂
の
門
人
帳
に
は
、
嘉
永
年
間
に
薩
摩
藩
の
鈴
木
元
友
・
松
木
弘
安
（
寺

島
宗
則
）
・
田
中
玄
清
・
八
木
元
悦
（
称
平
）
の
名
が
あ
る
。

　
斉
彬
の
世
子
時
代
に
影
響
を
受
け
た
人
物
に
坪
井
信
道
が
い
る
。
信
道
は
嘉
永
元

年
に
没
し
た
か
ら
交
流
の
期
間
は
短
か
っ
た
が
寄
せ
た
信
頼
は
大
き
い
。
信
道
は
特

に
臨
床
医
学
に
優
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
、
医
学
教
育
の
近
代
的
研
修
方
法
を
取
り
入

れ

た
こ
と
で
多
く
の
人
材
を
育
て
た
。
ま
た
、
戸
塚
静
海
の
あ
と
を
受
け
て
斉
彬
の

侍
医
と
な
り
、
斉
彬
の
臨
終
を
看
取
っ
た
坪
井
芳
洲
（
大
木
忠
益
）
は
、
信
道
の
娘

婿
で
あ
っ
た
。

　

斉
彬
と
蘭
学
者
た
ち
の
交
流
を
語
る
時
、
そ
の
代
表
的
な
人
物
に
高
野
長
英
が
い

る
。
長
英
と
斉
彬
は
、
投
獄
の
前
か
ら
交
流
を
重
ね
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
長
英
は

脱
獄
後

も
一
時
薩
摩
藩
を
頼
っ
た
。
嘉
永
二
年
に
は
薩
摩
藩
士
能
勢
甚
七
を
訪
ね
て

密
か
に
薩
摩
入
り
し
た
と
言
わ
れ
、
翌
三
年
の
三
月
こ
ろ
に
は
、
斉
彬
自
身
長
英
の

潜
伏
状
況

を
知
っ
て
い
て
、
江
戸
麻
布
新
町
に
隠
れ
て
い
る
こ
と
を
、
長
英
の
シ
ン

パ

で

あ
っ
た
幕
臣
筒
井
政
憲
や
宇
和
島
藩
主
伊
達
宗
城
、
伊
東
玄
朴
に
も
知
ら
せ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
日
記
に
書
い
て
い
る
。
長
英
は
、
こ
の
年
、
青
山
百
人
町
に
い
る
と
こ
ろ
を
追
手

に
発
見
さ
れ
、
自
害
し
て
四
十
八
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
が
、
斉
彬
の
信
任
は
厚
く

『知
彼
一
助
』
『
三
兵
答
古
知
幾
』
『
土
蔵
台
場
築
造
法
』
『
丘
ハ
制
全
書
』
等
を
訳
し
て

斉
彬
の
依
頼
に
応
え
た
。

　

当
時
海
外
情
報
に
最
も
精
通
し
て
い
た
人
物
の
ひ
と
り
に
箕
作
玩
甫
が
い
る
。
天

保
十
年
か
ら
幕
府
天
文
台
に
出
仕
し
、
蛮
書
和
解
御
用
に
携
わ
っ
て
い
る
。
玩
甫
は

そ

の
後
も
っ
ぱ
ら
蘭
書
の
翻
訳
を
中
心
と
し
た
活
動
に
移
行
し
、
嘉
永
二
年
に
は
、

島
津
斉
彬
の
依
頼
に
よ
っ
て
蒸
気
船
の
製
造
方
法
を
記
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
フ
ェ
ル
ダ

ム

の
著
書
を
翻
訳
し
、
『
水
蒸
船
説
略
』
六
巻
と
付
図
一
巻
を
出
版
し
た
。

　

さ
ら
に
嘉
永
六
年
、
ロ
シ
ア
使
節
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
と
の
交
渉
の
た
め
、
幕
府
応
接

掛
筒
井
政
憲
ら
に
し
た
が
っ
て
長
崎
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
院
甫
は
、
そ
の
帰
途
の
安

政
元
年
、
参
勤
交
替
で
参
府
途
中
の
斉
彬
と
山
口
の
吉
田
で
面
会
し
、
ロ
シ
ア
事
情

や

長
崎
の
様
子
を
聞
か
れ
た
こ
と
、
薩
摩
藩
が
近
々
西
洋
式
の
軍
艦
を
建
造
す
る
予

定
で
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
、
ク
ロ
ノ
メ
ー
ト
ル
（
晴
雨
計
）
と
薩
摩
で
作
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

た
ガ
ラ
ス
瓶
（
薩
摩
切
子
で
あ
ろ
う
）
を
見
せ
ら
れ
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
院

甫
は
そ
の
後
、
姫
路
で
も
斉
彬
に
呼
ば
れ
、
琉
球
と
奄
美
や
屋
久
島
の
交
易
場
に
関

す
る
話
が
出
た
と
い
う
か
ら
、
両
者
の
親
交
に
は
か
な
り
深
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
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足
立
長
嵩
は
、
安
政
四
年
薩
摩
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
て
集
成
館
事
業
の
推
進
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
川
本
幸
民
の
師
で
あ
る
。
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
の
生
ま
れ

で
、
江
戸
藩
邸
の
薩
摩
藩
医
で
島
津
重
豪
の
侍
医
で
あ
っ
た
足
立
梅
庵
に
幼
少
の
こ

ろ
よ
り
学
び
、
足
立
の
姓
を
許
さ
れ
た
。
そ
の
後
宇
田
川
榛
斎
の
推
挙
で
加
賀
藩
医

と
な
っ
て
い
た
吉
田
長
淑
に
蘭
方
医
学
を
学
ん
で
い
る
。
一
方
、
足
立
梅
庵
の
父
踏

恕

も
薩
摩
藩
医
で
あ
り
、
梅
庵
の
長
男
梅
渓
も
、
足
立
長
筒
に
学
ん
だ
佐
藤
泰
然
の

佐
倉
順
天
堂
で
佐
藤
舜
海
に
師
事
し
た
。

④
実
用
の
学
問
の
重
視

　
薩
摩
藩
に
お
け
る
西
洋
の
知
識
導
入
に
影
響
を
与
え
た
つ
ぎ
の
世
代
の
蘭
学
者
に

長

州
藩
医
青
木
周
弼
が
い
る
。
江
戸
に
出
て
坪
井
信
道
に
蘭
学
を
学
ん
だ
が
、
の
ち

に
同
門
の
緒
方
洪
庵
と
共
に
信
道
の
師
宇
田
川
榛
斎
の
薫
陶
を
受
け
、
さ
ら
に
長
崎

に
出
て
シ
ー
ボ
ル
ト
の
門
人
と
な
っ
た
。
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
か
ら
は
萩
藩
医

と
な
っ
て
後
進
を
育
成
し
て
い
た
。
そ
の
中
に
、
薩
摩
藩
御
小
姓
組
有
馬
洞
運
・
谷

山
郷
士
小
倉
玄
昌
・
郡
山
郷
士
岩
崎
俊
斎
の
三
人
が
い
る
。

　
青
木
周
弼
と
同
門
の
緒
方
洪
庵
は
、
大
阪
に
適
塾
を
開
い
て
蘭
学
教
育
に
お
け
る

西
の
雄

と
な
っ
た
が
、
適
塾
の
門
人
帳
「
適
々
斎
塾
姓
名
録
」
に
は
、
六
三
六
人
が

記
録

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
薩
摩
藩
出
身
者
と
し
て
、
黒
江
綱
介
・
八
木
元
悦
・

有
馬
洞
運
・
岩
崎
俊
斎
・
小
倉
玄
昌
・
松
崎
鼎
甫
・
大
田
恕
斎
の
七
人
の
名
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
有
馬
・
岩
崎
・
小
倉
の
三
人
は
、
も
と
も
と
藩
命
に
よ
っ
て
青
木
周
弼
に

入

門
し
て
い
た
が
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
二
月
江
戸
に
参
勤
途
中
の
斉
彬
に
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

び

出
さ
れ
、
適
塾
へ
の
転
塾
を
命
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
有
馬
・
松
崎
・
岩
崎
の
三
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

は
、
安
政
四
年
斉
彬
か
ら
大
村
益
次
郎
の
蘭
学
塾
鳩
居
堂
へ
の
転
塾
を
命
じ
ら
れ
、

江
戸

に
赴
い
て
い
る
。

　
坪
井
信
道
の
門
人
杉
田
成
卿
も
ま
た
、
集
成
館
事
業
で
活
躍
し
た
人
材
を
育
成
し

て

い

る
。
嘉
永
三
年
に
は
、
薩
摩
藩
で
銃
砲
の
鋳
造
を
担
当
し
、
後
に
水
戸
藩
に
派

遣

さ
れ
て
反
射
炉
の
建
造
に
従
事
し
た
竹
下
清
右
衛
門
が
成
卿
に
入
門
し
、
こ
の
時

の

同
門
に
後
年
薩
摩
藩
士
と
な
っ
て
集
成
館
事
業
に
深
く
関
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
石

井
密
太
郎
（
石
河
確
太
郎
）
が
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
加
え
て
安
政
三
年
に
は
、
薩

摩
藩
士
中
原
猶
介
が
入
門
し
て
い
る
。
坪
井
信
道
の
養
子
と
な
っ
た
坪
井
芳
洲
は
、

父

信
道
の
跡
を
受
け
て
薩
摩
藩
医
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
、
安
達
梅
庵
の
紹

介
で
斉
彬
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
信
道
没
年
の
嘉
永
元
年
の
こ
ろ
か
ら
白
金
今
里

の

薩
摩
藩
邸
に
住
ん
で
、
兵
書
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
安
政
元
年
に

薩
摩
藩
医
と
な
り
、
蕃
書
調
所
教
授
手
伝
も
つ
と
め
た
。

　
安
政
五
年
七
月
、
斉
彬
が
鹿
児
島
で
没
し
た
時
に
治
療
に
あ
た
っ
た
の
が
芳
洲
で

あ
り
、
不
調
を
訴
え
た
九
日
か
ら
逝
去
の
十
六
日
ま
で
投
薬
治
療
に
専
心
し
て
い
る
。

芳
洲
の
記
し
た
容
体
書
の
十
五
日
に
は
「
至
極
の
御
難
症
に
て
薬
効
の
奏
効
な
く
、

御
大
切
恐
れ
入
り
奉
る
御
容
体
に
伺
い
奉
る
」
と
あ
る
。
の
ち
に
彼
は
斉
彬
の
死
因

は
コ
レ
ラ
で
あ
っ
た
と
診
断
し
て
い
る
が
、
斉
彬
の
死
因
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。

　
多
く
の
蘭
学
者
の
な
か
で
、
最
盛
期
の
集
成
館
事
業
に
最
も
影
響
を
与
え
た
の
は

川
本
幸
民
で
あ
ろ
う
。
安
政
三
年
蕃
書
調
所
教
授
手
伝
と
な
り
、
安
政
四
年
に
は
薩

摩
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
。
松
木
弘
安
も
戸
塚
静
海
の
塾
に
い
た
弘
化
四
年
こ
ろ
、

幸
民
か
ら
『
理
学
問
答
』
の
講
義
を
聞
い
て
、
は
じ
め
て
理
学
と
い
う
も
の
を
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
蘭
学
界
を
リ
ー
ド
し

て

い

た
多
く
の
学
者
た
ち
が
集
成
館
事
業
の
周
辺
に
い
て
、
新
し
い
西
洋
の
学
問
の

知
識
や
情
報
を
提
供
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
つ
ぎ
に
実
際
に
集
成
館
事
業
を
推
進
し
た
人
々
に
つ
い
て
記
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
石
河
確
太
郎
は
大
和
国
高
市
郡
畝
傍
（
現
奈
良
県
橿
原
市
）
の
出
身
で
、

浪
人
と
な
っ
て
江
戸
で
蘭
学
修
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
同
塾
の
薩
摩
藩
士
に
見
込
ま

れ
、
つ
い
に
薩
摩
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
て
集
成
館
事
業
に
従
事
し
た
人
物
で
あ
る
。

こ
の
薩
摩
藩
士
が
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
こ
ろ
か
ら
藩
に
お
い
て
大
砲
鋳
造
の

係
を
担
当
し
た
竹
下
清
右
衛
門
で
あ
る
。

　
竹
下
は
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
の
春
、
杉
田
成
卿
の
塾
に
入
っ
た
時
に
、
当

216



田村省三［薩摩藩における蘭学受容とその変遷］

時
石

井
密
太
郎
（
密
庵
）
と
名
乗
っ
て
い
た
確
太
郎
と
出
会
っ
た
。
密
太
郎
は
、
江

戸

に
出
る
前
に
長
崎
に
お
い
て
も
苦
学
し
て
蘭
学
を
修
行
し
た
と
い
い
、
す
で
に
こ

の

こ
ろ
に
は
相
当
の
学
力
を
身
に
つ
け
て
い
た
が
、
収
入
に
乏
し
く
竹
下
が
蘭
書
の

翻
訳
を
依
頼
す
る
な
ど
し
て
、
な
に
く
れ
と
な
く
生
活
の
面
倒
を
み
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
竹
下
に
し
て
み
れ
ば
、
密
太
郎
の
才
能
を
い
ず
れ
薩
摩
藩
の
た
め
に
役
立
て

た
い
と
の
目
論
見
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
へ
師
の
杉
皿
成
卿
が
、
密
太
郎
を
津
藩
藤
堂

家
の
蘭
学
者
に
推
薦
す
る
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
つ
い
に
藩
へ
密
太
郎
を
採
用
し
て

も
ら
う
よ
う
働
き
か
け
る
こ
と
を
決
心
す
る
。
そ
し
て
ち
ょ
う
ど
嘉
永
五
年
の
春
、

帰

国
す
る
岩
城
、
二
左
衛
門
に
国
元
と
の
調
整
を
依
頼
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と

は
、
す
ぐ
に
結
論
の
出
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
く
、
嘉
永
七
年
五
月
に
は
竹
下
自
身

が
水
戸
へ
派
遣
さ
れ
て
、
水
戸
藩
の
反
射
炉
建
設
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

密
太
郎
採
用
問
題
は
そ
の
後
岩
城
が
引
き
継
い
だ
よ
う
だ
。

　
と
も
か
く
、
安
政
．
．
年
に
は
斉
彬
の
決
裁
も
得
ら
れ
て
、
す
で
に
藤
堂
家
に
仕
え

て

い

た
密
太
郎
は
山
田
正
太
郎
と
変
名
し
て
逃
げ
る
よ
う
に
し
て
薩
摩
に
下
っ
た
。

こ
の
年
の
八
月
、
一
家
五
人
で
や
っ
て
き
た
と
い
う
。
石
河
は
そ
の
後
、
反
射
炉
や

蒸
気
船
の
建
造
、
砲
台
の
建
設
等
を
担
当
す
る
と
止
ハ
に
藩
十
に
対
す
る
蘭
学
の
講
義

も
し
て
い
る
。
そ
し
て
安
政
四
年
五
月
、
帰
国
し
た
斉
彬
に
初
め
て
目
通
り
を
許
さ

れ
、
石
河
確
太
郎
と
改
名
し
て
藩
士
に
取
り
立
て
ら
れ
た
。

　
藩
士
と
な
っ
て
か
ら
そ
れ
ま
で
以
上
に
重
用
さ
れ
た
が
、
安
政
五
年
の
斉
彬
没
後

も
石
河
の
能
力
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
坂
（
大
阪
）
と
石
川
の
出

身
地
で
あ
る
大
和
地
方
に
東
西
の
物
産
を
交
換
す
る
会
所
を
設
け
、
そ
の
利
益
を
海

防
に
あ
て
よ
う
と
す
る
提
言
や
、
南
北
戦
争
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
原
綿
を
得
に

く
く
な
っ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
に
国
産
の
原
綿
を
輸
出
し
よ
う
と
い
う
提
案
を
し
て
、

聞
き
届
け
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
文
久
三
年
（
一
八
六
．
二
）
の
薩
英
戦
争
後
は
、
薩

摩
藩
に
お
け
る
洋
学
研
究
機
関
開
成
所
の
設
置
や
英
国
留
学
生
の
派
遣
、
鹿
児
島
に

イ
ギ
リ
ス
か
ら
輸
入
し
た
機
械
に
よ
る
紡
績
工
場
建
設
の
提
言
を
し
て
、
こ
れ
ら
は

こ
と
ご
と
く
実
現
し
た
。

　
石
河

は
、
し
ば
ら
く
開
成
所
の
教
授
を
つ
と
め
た
後
、
大
和
会
所
の
仕
事
に
携
わ

り
、
明
治
元
年
（
．
八
六
八
）
か
ら
堺
紡
績
所
の
建
設
と
運
営
に
あ
た
っ
た
。
そ
し

て
、
明
治
五
年
以
降
は
日
本
各
地
の
紡
績
業
の
育
成
に
努
め
、
日
本
紡
績
業
創
業
の

人

と
し
て
そ
の
名
を
残
し
て
い
る
。

　
薩
摩
藩
出
身
の
蘭
学
者
と
し
て
記
す
べ
き
人
物
に
、
八
木
称
平
・
松
木
弘
庵
・
中

原
猶
介
の
三
人
が
い
る
。
八
木
称
平
は
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
の
生
ま
れ
で
、
藩

命
に
よ
り
嘉
永
五
年
、
緒
方
洪
庵
の
適
塾
に
入
門
し
、
二
年
余
り
を
大
坂
で
起
居
し

た
後
、
安
政
元
年
に
は
江
戸
の
伊
東
玄
朴
の
象
先
堂
に
移
っ
た
。
こ
の
時
の
八
木
の

請
人
に
戸
塚
静
海
の
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
斉
彬
は
、
藩
士
の
蘭
学
修
行
を
静
海
に

　叉ぶ
∨阿芯

灘

ぼ
驚

・欝
き
鬼
些
綴
《
・
嘗
ヲ
議
章
藁
噺
㌦
㌻
濾

三
治
；
璽
ガ
裏
譲
黄
璽
霧
式
ぼ
◎
織
藁
離

麟
竺
、
藤
筆
ξ
ぷ
撲
豫
き
畷
竜
実
語
べ
、
を
…

嘉
㌢
；
テ
日
ポ
婿
z
パ
穴
湖
誉
蚕
亥
撚
犬
攻
シ
彪
灘

堺

ヌ
曇
、
則
禽
蕪
鷺
曇
㌘
；
膓
奏

畿
ゴ
潮
膓
万
童
愛
ポ
擬
、
、
　
バ
三
．

聾
］
ま
・
豆
素
講
毒
需
叉
噺
双
鉄
．
蒙

漸
織
ポ
ム
ペ
、
ハ
汚
メ
パ
∨
げ
ψ
鯵
ル
ト
減
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
．
，

ス

ク
灘

虫欝

　
＋

　
一

念
骸
彩
彦
笈
㎜
彩
膓
蓉
甜
影
診
s
叉
噂
《
：
嚢
《
彰
蛮
ぼ
蒸
惣
穎
嚢
凛
・

毒
鱗
■
官
ミ
巳
怠
議
藍
・
、
．
・
三
砿
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∴
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烏
…
；
蟄
・
ば
・

　
〉
艇
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ポ
傘
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鷲
麟
＋
本
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鍮
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経
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ぼ

和
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騨
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著
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麓

亭
癒
廠
登
鳶
6
＞
　
撃
米
w
竃
羅
乎
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来
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叉
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”
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卓
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㌶
　
▽
．
一
灘
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痔
鰹
澄
繕
声
鐵
衰
鷲
灘
璽
え
斧
筏
灘
魂
題
灘
蜘
「

砕
禦
麟
瀞
劔
亨
稟
灘
＆
㌔
査
鐸
激
ヨ
づ
懲
議
活
灘
衰
、

，
夜
灘
潔
鷺
濠
康
拳
鴫
婁
蹴
療
琉
村
シ
忍
・
讃
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難
灘
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難
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灘
難
難
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肖
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斡
旋
し
て
も
ら
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
さ
ら
に
八
木
は
、
翌
安
政
二
年
に
な
る
と
坪
井
芳
洲
が
薩
摩
藩
医
と
な
っ
て
空
席

と
な
っ
て
い
た
日
習
堂
の
塾
頭
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
代
日
習
堂
を
主
催
し
て
い

た
の
は
坪
井
信
道
の
子
信
良
で
、
信
良
は
八
木
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
ま
た
八
木

は
、
大
坂
の
適
塾
に
入
る
前
に
長
崎
に
も
遊
学
し
、
種
痘
の
痘
痂
を
も
た
ら
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

モ

ー
ニ
ッ
ケ
と
も
接
触
が
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
か
ら
、
蘭
学
の
学
力
に
つ
い
て
は

相
当
な
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
八
木
は
そ
の
後
鹿
児
島
に
帰
っ
て
、
反
射
炉
建

造

な
ど
の
事
業
に
従
事
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
安
政
五
年
の
斉
彬
の
死

の

前
後
長
崎
で
ポ
ン
ペ
の
も
と
に
あ
っ
て
、
ポ
ン
ペ
の
種
痘
書
を
翻
訳
し
て
『
散
華

少
．
ゴ
ロ
』
を
著
し
た
。

　
ま
た
八
木
は
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
、
長
崎
の
小
島
病
院
に
入
っ
て
い
る
。

こ
の
病
院
は
、
佐
倉
順
天
堂
の
佐
藤
泰
然
の
次
男
で
幕
府
の
医
師
松
本
家
を
継
い
だ

蘭
学
者
松
本
良
順
が
、
ポ
ン
ペ
を
院
長
と
し
て
設
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
良
順
は
文

久
二
年
、
江
戸
に
帰
る
に
際
し
て
、
そ
の
後
任
に
八
木
を
強
く
推
し
た
。
八
木
は
こ

の

こ
と
を
受
け
て
、
藩
の
了
承
を
得
る
た
め
一
度
帰
国
す
る
が
、
再
び
の
長
崎
行
き

は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
良
順
は
自
伝
に
、
八
木
は
一
度
鹿
児
島
に
戻
っ
て
家
族
を
連

れ
て

帰
っ
て
来
る
と
言
っ
た
と
い
う
が
、
藩
命
で
の
長
崎
遊
学
で
あ
れ
ば
、
藩
の
意

思

を
確
認
す
る
こ
と
が
第
一
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
こ
の
年
の
夏
に
は
生
麦
事
件
が

起

こ
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
時
の
鹿
児
島
の
情
勢
は
、
薩
英
戦
争
を
前
に
し

た
緊
．
張
感
に
み
な
ぎ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、
と
て
も
長
崎
で
の
長
期
滞
在
は
実
現

す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
八
木
は
、
薩
英
戦
争
後
開
成
所
教
授
と
な
り
、

慶
応
元
年
（
一
八
⊥
ハ
五
）
三
十
三
歳
で
没
し
た
。

　

松
木
弘
安
は
、
天
保
三
年
、
出
水
郷
脇
本
（
現
阿
久
根
市
脇
本
）
の
郷
十
長
野
増

右
衛
門
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
天
保
七
年
、
五
歳
の
時
に
伯
父
の
松
木
宗
保
（
雲

徳
）
の
養
子
と
な
っ
た
。
宗
保
は
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
生
ま
れ
で
、
文
化
元

年
、
長
崎
に
出
奔
、
鹿
児
島
に
帰
っ
て
医
学
を
学
ん
だ
後
、
再
び
鹿
児
島
を
出
て
、

松
浦
五
島
で
眼
科
を
学
び
、
文
政
六
年
に
は
、
藩
命
に
よ
り
西
洋
外
科
修
行
の
た
め

三

年
の
長
崎
留
学
を
許
さ
れ
た
。
宗
保
は
、
こ
の
時
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
吉
雄
幸
載
の
塾

に
入
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
付
医
官
と
し
て
来
日
し
た
シ
ー
ボ
ル
ト
か
ら
直
接
学
ぶ

機
会
を
得
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
保
の
留
学
期
間
は
何
度
も
延
長
さ
れ
た
よ
う

だ
。　

文
政
十
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
六
月
一
日
ま
で
、
シ
ー
ボ
ル
ト
が
執
刀
し
た
熊
本

藩
士
野
口
律
兵
衛
の
子
保
右
衛
門
の
頭
部
腫
瘍
手
術
の
記
録
に
は
、
戸
塚
静
海
や
高

野
長
英
の
名
と
共
に
松
木
雲
徳
の
名
が
見
え
て
い
る
。
宗
保
は
、
天
保
四
年
、
藩
主

斉
興
か
ら
表
医
師
に
任
じ
ら
れ
、
長
崎
居
附
を
命
じ
ら
れ
て
、
同
六
年
に
は
奥
医
師

に
進
ん
だ
。
弘
安
も
当
然
長
崎
に
移
っ
て
お
り
、
同
十
年
か
ら
父
と
共
に
写
真
術
で

有
名
な
上
野
彦
馬
の
父
で
蘭
学
者
で
も
あ
っ
た
上
野
俊
之
丞
の
家
に
起
居
し
た
。
す

な
わ
ち
弘
安
は
、
幼
少
の
時
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
を
身
近
な
も
の
と
し
て
学
ぶ
環
境
に

生
活
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
天
保
十
四
年
、
長
崎
居
附
を
解
か
れ
た
宗
保
と
共
に
鹿
児
島
に
帰
っ
た
弘
安
は
、

弘

化
二
年
の
宗
保
の
死
に
よ
っ
て
家
督
を
継
ぎ
、
は
じ
め
て
弘
安
と
名
乗
っ
た
。
そ

し
て
翌
三
年
に
は
、
藩
命
に
よ
り
江
戸
に
向
け
蘭
学
修
行
の
旅
に
出
立
す
る
。
江
戸

に
着
い
た
弘
安
は
、
ま
ず
養
父
と
同
門
で
あ
っ
た
戸
塚
静
海
の
日
習
塾
に
入
り
、
間

も
な
く
川
本
幸
民
の
講
義
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
嘉
永
四
年
に
は
伊

東
玄
朴
の
象
先
堂
に
入
り
、
兵
術
・
造
船
・
築
城
・
地
理
等
の
広
い
分
野
の
知
識
習

得
に
努
め
た
。
ま
た
、
杉
田
成
卿
に
も
教
え
を
求
め
た
と
い
う
。

　

嘉
永
六
年
の
斉
彬
帰
国
に
際
し
て
は
、
師
の
戸
塚
静
海
と
共
に
そ
の
供
を
命
じ
ら

れ

帰
国
の
途
に
つ
い
て
い
る
。
鹿
児
島
で
は
、
蘭
書
の
翻
訳
や
中
村
騎
射
場
跡
（
現

鹿
児
島
市
鴨
池
）
の
製
薬
館
、
城
内
の
製
煉
所
、
磯
に
建
設
中
の
反
射
炉
の
仕
事
を

担
当
し
た
。
そ
し
て
、
翌
年
正
月
に
は
斉
彬
の
参
勤
に
従
っ
て
参
府
し
、
象
先
堂
に

帰
っ
て
塾
頭
と
な
り
、
藩
邸
で
は
蒸
気
機
関
の
研
究
に
没
頭
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

安
政
二
年
、
幕
府
が
外
交
問
題
に
対
応
し
て
天
文
台
翻
訳
局
を
独
立
さ
せ
て
蕃
書
調

所
を
設
置
す
る
。
弘
安
は
請
わ
れ
て
教
授
手
伝
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
教
授
職
に
は
、

箕
作
院
甫
・
杉
田
成
卿
の
二
人
が
お
り
、
教
授
手
伝
七
人
の
中
に
は
川
本
幸
民
が
い
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薩
摩
藩
関
係
蘭
学
者
の
系
譜
　
　
　
　
※
ゴ
シ
ッ
ク
は
薩
摩
藩
医
．
藩
士

中
　
天
游

杉
田
玄
白

青
木
周
∴
糧

杉
田

立
卿

　
　
　
杉
田
成
卿

宇
田
川
椿
庵

吉
田
長
淑
1
［
竃
竿
几
鷺
、
羅
噸
麟

足
立
梅
庵
1
躍
竃

た
。　

弘
安
は
、
安
政
四
年
久
々
の
斉
彬
の
帰
国
に
従
っ
て
鹿
児
島
に
帰
り
、
最
盛
期
の

集
成
館
事
業
の
現
場
で
活
躍
す
る
。
す
な
わ
ち
、
石
炭
ガ
ス
に
よ
る
ガ
ス
灯
の
製
作
、

写
真
技
術
の
研
究
と
電
信
機
の
実
験
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
翌
安
政
五
年
、
の
ち
に
成

臨
丸
と
名
付
け
ら
れ
る
幕
府
軍
艦
ヤ
ー
パ
ン
号
が
鹿
児
島
に
や
っ
て
来
た
時
、
斉
彬

の

供
を
し
て
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
の
士
官
た
ち
に
面
会
し
た
弘
安
は
、
い
く
つ
か
の
専
門

的
な
質
問
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
知
識
の
正
確
さ
と
敏
速
な
判
断
力
に
、
オ
ラ
ン
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

人

た
ち
は
心
か
ら
驚
い
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
こ
の
年
の
六
月
に
は
長
崎
に
派
遣
さ
れ
、

翌

月
の
斉
彬
急
病
の
報
を
受
け
て
急
遽
鹿
児
島
に
戻
っ
た
が
、
時
す
で
に
遅
く
、
到

着
は
斉
彬
の
死
の
二
日
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
弘
安
は
、
そ
の
後
、
蕃
書
調
書
教
授
手
伝
に
復
帰
し
、
文
久
元
年
の
幕
府
遣
欧
使

節
の
随
員
と
し
て
渡
欧
す
る
。
帰
国
は
翌
二
年
十
二
月
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
年
八
月

の
生

麦
事
件
後
の
情
勢
変
化
が
あ
っ
て
た
だ
ち
に
帰
藩
。
翌
年
七
月
の
薩
英
戦
争
に

際

し
て
は
船
奉
行
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
五
代
友
厚
と
英
国
艦
の
捕
虜
と

な
り
、
一
時
江
戸
に
潜
伏
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
許
さ
れ
て
、
長
崎
に
向
か
え

と
の
藩
命
で
江
戸
を
出
発
。
同
地
で
五
代
と
再
会
し
、
そ
の
ま
ま
、
翌
慶
応
元
年
の

薩
摩
藩
英
国
留
学
生
派
遣
に
参
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
約
一
年
年
余
り
の
旅
か
ら

帰
国
す
る
と
藩
の
開
成
所
教
授
に
就
任
し
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
寺
島
に
改
姓
し
て
い
る
。

明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
、
寺
島
宗
則
と
名
乗
り
、
専
ら
外
交
官
と
し
て
の
道
を
歩
ん

で
、
明
治
六
年
四
十
二
歳
の
時
外
務
卿
と
な
っ
た
。

　
弘
安
は
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
蘭
学
を
学
習
し
て
成
長
し
、
さ
ら
に
医
師
と
し
て
の

研
鐙
を
積
み
な
が
ら
斉
彬
の
も
と
で
実
学
と
し
て
の
蘭
学
、
あ
る
い
は
洋
学
を
自
分

の

も
の
と
し
て
い
っ
た
。
そ
の
経
験
が
、
後
年
の
外
務
卿
寺
島
宗
則
の
原
点
に
あ
っ

た
と
い
っ
て
い
い
。

　
中
原
猶
介
は
、
天
保
三
年
鹿
児
島
城
下
に
生
ま
れ
て
い
る
。
父
は
中
原
休
左
衛
門

尚
道
と
い
い
、
猶
介
は
尚
道
の
次
男
で
あ
る
。
弘
化
三
年
十
五
歳
で
御
庭
方
助
並
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

に
御
製
薬
掛
助
と
な
り
、
嘉
永
元
年
御
庭
方
兼
製
薬
掛
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
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翌

嘉
永
二
年
か
ら
嘉
永
四
年
ま
で
集
成
館
事
業
で
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る

江
夏
十
郎
と
共
に
長
崎
出
張
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
帰
藩
後
は
、
斉
彬
の
藩
主
就
任

と
同
時
に
開
始
さ
れ
た
集
成
館
事
業
推
進
の
主
要
な
役
割
を
担
い
、
反
射
炉
や
砲
台

の

築
造
、
蒸
気
船
の
建
造
や
電
信
機
や
水
雷
の
実
験
に
忙
し
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
安
政
三
年
に
は
江
夏
十
郎
の
子
壮
七
郎
と
共
に
江
戸
に
出
て
、
杉
田
成

卿

に
入
門
し
翌
四
年
に
か
け
て
そ
の
知
識
を
深
め
て
い
る
。
た
だ
た
ん
に
机
上
の
論

を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
す
で
に
実
地
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
積
ん
で
い
た
猶

介
に

と
っ
て
、
広
汎
な
蘭
学
の
知
識
を
有
す
る
成
卿
に
直
接
指
導
を
受
け
る
機
会
を

得
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
集
成
館
事
業
や
藩
の
軍
制
改
革
の
推
進
に
お
お
い
に
役

立
っ
た
。
安
政
五
年
の
斉
彬
没
後
は
、
江
戸
に
出
て
西
洋
砲
術
や
造
砲
技
術
を
教
授

す

る
江
川
塾
に
入
っ
て
塾
頭
ま
で
つ
と
め
た
が
、
文
久
二
年
の
冬
帰
藩
し
て
英
艦
襲

来
に
つ
い
て
防
備
を
具
申
し
、
翌
年
藩
命
に
よ
り
長
崎
で
諸
交
渉
に
あ
た
っ
た
。
そ

の

後
猶
介
は
明
治
元
年
の
戊
辰
戦
争
に
従
軍
し
、
越
後
長
岡
で
負
傷
し
て
戦
場
に
没

し
て
い
る
。

⑤
技
術
者
た
ち
の
蘭
学
受
容

　
い

ま
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
学
者
集
団
の
も
と
に
技
術
者
の
集
団
が
あ
る
。
例

え
ば
砲
術
や
鋳
砲
に
関
し
て
は
、
主
に
成
田
正
右
衛
門
・
竹
下
清
右
衛
門
・
田
原
直

助
等
が
こ
れ
に
あ
た
っ
た
。

　
成
田
正
右
衛
門
は
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
鹿
児
島
で
生
ま
れ
、
先
に
記
し

た
よ
う
に
は
じ
め
は
鳥
居
平
七
と
称
し
て
い
た
。
長
崎
の
西
洋
砲
術
家
高
島
秋
帆
に

つ
い
て

学
び
、
天
保
十
三
年
（
．
八
四
二
）
藩
が
高
島
流
を
御
流
儀
砲
術
に
取
り
立

て

た
時
に
こ
れ
を
教
授
し
た
。
と
こ
ろ
が
同
年
秋
帆
が
幕
府
に
捕
ら
え
ら
れ
た
た
め
、

藩
は
平
七
に
も
嫌
疑
の
か
か
る
こ
と
を
恐
れ
、
成
田
正
右
衛
門
と
改
名
さ
せ
た
の
で

あ
る
。

　
弘
化
三
年
（
．
八
四
六
）
、
世
子
で
あ
っ
た
斉
彬
は
、
成
田
が
指
揮
す
る
御
流
儀

雌

写真3　明治5年の集成館（1尚古集成館蔵）
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砲
術
の
発
火
演

習
を
谷
山
中
塩
谷
（
現
鹿
児
島
市
小
松
原
町
）
で
検
閲
、
翌
弘
化
四

年
に
は
砲
術
館
を
設
置
し
て
吉
野
（
現
鹿
児
島
市
吉
野
町
）
に
お
い
て
約
一
千
人
の

大
操
練
を
実
施
し
た
。
ま
た
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
、
御
軍
役
御
手
当
掛
で
あ
っ

た
成
田
は
、
海
岸
防
御
其
外
射
術
専
用
の
準
備
掛
を
命
じ
ら
れ
、
領
内
］
統
の
入
門

者
へ
の
教
授
を
指
示
さ
れ
て
い
る
。
嘉
永
五
年
に
は
、
沿
岸
各
地
の
砲
台
改
築
の
命

を
受
け
、
本
格
的
な
砲
台
を
整
備
し
た
。

　
竹
下
清
右
衛
門
は
、
文
政
四
年
（
一
八
一
二
）
鹿
児
島
に
生
ま
れ
、
弘
化
三
年
に

大
砲
鋳
製
の
た
め
設
置
さ
れ
た
鋳
製
方
に
出
仕
し
て
い
る
。
嘉
永
元
年
に
は
御
徒
目

付

と
な
り
、
こ
の
年
長
崎
に
派
遣
さ
れ
た
。
ま
た
、
長
崎
行
き
は
数
度
に
及
ん
だ
と

も
い
う
。
嘉
永
三
年
の
甲
突
川
砂
揚
場
（
現
鹿
児
島
市
天
保
山
）
に
お
け
る
砲
術
調

練
の

際
、
新
製
の
八
十
ポ
ン
ド
砲
打
ち
試
し
は
竹
下
か
田
原
の
他
に
人
は
な
い
と
藩

主
斉
興
が
言
っ
た
と
い
う
か
ら
、
そ
の
技
量
は
相
当
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

竹
下
は
そ
の
調
練
の
あ
っ
た
年
、
琉
球
人
参
府
に
従
っ
て
江
戸
に
行
き
、
翌
嘉
永
四

年
の
春
、
杉
田
成
卿
に
入
門
し
た
。
こ
こ
で
石
河
確
太
郎
を
知
り
、
彼
が
薩
摩
藩
へ

仕
官
す
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
嘉
永
六
年
か
ら
安
政
元
年
に
か
け
て
の
二
度
の
ペ
リ
ー
来
航
に
際
し
て
は
、

た
び
た
び
、
浦
賀
や
下
田
を
訪
れ
て
艦
隊
の
様
子
を
調
査
し
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
鹿

児
島
で
建
造
中
の
西
洋
式
軍
艦
昇
平
丸
に
当
時
最
新
式
の
造
船
技
術
が
取
り
入
れ
ら

れ
て

い

る
と
い
う
が
、
も
し
か
し
た
ら
竹
下
に
よ
る
報
告
の
成
果
か
も
知
れ
な
い
。

さ
ら
に
竹
下
は
、
こ
の
こ
ろ
江
戸
藩
邸
で
建
造
中
の
蒸
気
船
の
建
造
や
砲
台
の
建
造

に
も
関
わ
っ
て
い
た
。
彼
も
杉
田
成
卿
門
下
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
方
面
の
研
究
が

江
戸
留
学
の
主
目
的
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
か
ね
て
徳
川
斉
昭
か
ら
依
頼
の
あ
っ
た
水
戸
藩
反
射
炉
建
造
に
伴
う

技
師
派
遣
の
要
請
を
、
斉
彬
が
受
け
入
れ
て
、
こ
の
任
務
を
竹
下
に
命
じ
た
た
め
、

竹
下

は
、
安
政
元
年
の
五
月
か
ら
水
戸
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
水
戸
の
反
射
炉
建

造
を
終
え
て
彼
が
帰
国
す
る
の
は
、
斉
彬
死
後
の
安
政
六
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
間
は
直
接
集
成
館
事
業
に
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
鹿

児
島
に
お
い
て
も
苦
心
惨
澹
し
て
反
射
炉
を
建
造
中
の
こ
と
で
あ
り
、
情
報
交
換
は

あ
る
程
度
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

田
原
直
助
は
、
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
鹿
児
島
に
生
ま
れ
て
い
る
。
斉
興
の
時

代

は
鋳
製
方
に
出
仕
し
、
滝
之
上
（
現
鹿
児
島
市
稲
荷
町
）
に
あ
っ
た
火
薬
製
造
所

に
も
勤
め
て
お
り
、
嘉
永
元
年
に
建
て
ら
れ
た
水
神
碑
に
御
徒
目
付
と
し
て
そ
の
名

が

あ
る
。
ま
た
竹
下
と
共
に
成
田
の
門
弟
で
あ
り
、
砲
術
に
関
し
て
は
他
に
抜
き
ん

で
て

い
た
。

　

斉
彬
が
藩
主
に
な
っ
た
嘉
永
四
年
、
漂
流
の
末
、
十
年
の
ア
メ
リ
カ
で
の
異
国
生

活

を
過
ご
し
て
き
た
中
浜
万
次
郎
が
、
琉
球
に
た
ど
り
着
き
、
鹿
児
島
に
送
り
届
け

ら
れ
て
き
た
。
江
戸
に
向
か
う
ま
で
の
約
四
十
日
間
、
万
次
郎
は
城
下
西
田
町
会
所

に
留
め
置
か
れ
た
が
、
そ
の
時
、
田
原
は
万
次
郎
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
造
船
術
を
聞
い

て
、
船
大
工
三
十
四
名
と
共
に
越
通
船
と
い
う
西
洋
式
の
小
型
船
を
造
っ
た
。
こ
の

船

に
蒸
気
機
関
を
乗
せ
て
、
日
本
初
の
蒸
気
船
雲
行
丸
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
以

降
、
田
原
は
台
場
の
築
造
や
反
射
炉
の
建
造
に
関
わ
る
と
同
時
に
、
そ
の
手
腕
を
洋

式
造
船
の
分
野
に
も
発
揮
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
た
直
助
は
、
嘉
永
四
年
の
末
こ
ろ
か
ら
翌
年
に
か
け
て
長
崎
に
派
遣
さ
れ
て
い

る
。
嘉
永
五
年
正
月
の
斉
彬
か
ら
戸
塚
静
海
宛
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
軍
人

マ

ー
ネ
ン
か
ら
田
原
が
大
砲
製
造
の
こ
と
、
台
場
の
こ
と
、
造
船
の
こ
と
等
詳
し
く

聞
く
こ
と
が
で
き
た
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
伝
馬
船
鉄
張
り
の
模
型
を
取
り
寄
せ

た
こ
と
、
マ
ー
ネ
ン
が
乗
っ
て
来
た
オ
ラ
ン
ダ
船
の
構
造
が
鉄
船
で
あ
っ
た
こ
と
等

の

情
報
が
田
原
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
藩
で
は
こ
の
時
期
、
内
部

構
造

は
西
洋
式
で
外
部
の
装
飾
は
日
本
式
の
伊
呂
波
丸
を
建
造
中
で
あ
っ
た
か
ら
、

田
原
の
長
崎
出
張
は
当
然
こ
の
こ
と
も
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の

後
藩
は
、
本
格
的
な
西
洋
式
軍
艦
昇
平
丸
を
、
嘉
永
六
年
五
月
か
ら
建
造
に
着
手
し
、

翌
安
政
元
年
の
暮
れ
に
完
工
さ
せ
た
。
田
原
は
そ
の
後
も
、
大
元
丸
・
承
天
丸
・
鳳

瑞
丸
・
万
年
丸
の
建
造
に
携
わ
り
、
『
造
舶
製
式
』
二
巻
・
付
図
一
冊
を
著
し
て
い

る
。
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⑥
種
痘
普
及
の
事
例

　
薩
摩
藩
の
蘭
学
は
、
こ
の
よ
う
に
主
と
し
て
集
成
館
事
業
を
推
進
し
、
近
代
化
を

は
か
る
と
い
う
藩
主
導
の
も
と
に
発
展
し
た
。
し
た
が
っ
て
地
域
蘭
学
の
立
場
か
ら

こ
れ
を
み
る
な
ら
ば
、
い
さ
さ
か
諸
藩
と
は
そ
の
目
的
、
内
容
と
規
模
、
普
及
の
事

情
が
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

た
だ
し
、
ま
っ
た
く
藩
内
に
お
け
る
蘭
学
浸
透
の
余
慶
が
領
内
の
諸
地
域
に
は
及

ん

で

い

な
か
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
資
料

や
報
告

を
最
近
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
い
ず
れ
も
種
痘
に
関
す
る
こ
と

で
あ
る
。

　
佐

賀
藩
医
楢
林
宗
建
の
進
言
に
よ
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
医
官
オ
ッ
ト
ー
・

モ

ー
ニ
ッ
ケ
が
バ
タ
ビ
ア
か
ら
長
崎
に
取
り
寄
せ
た
痘
痂
が
、
佐
賀
藩
主
鍋
島
直
正

の

命
で
伊
東
玄
朴
の
手
で
江
戸
の
薩
摩
藩
邸
に
運
ば
れ
た
こ
と
は
先
に
記
し
た
。
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

年
十
一
月
十
五
日
付
水
戸
の
徳
川
斉
昭
宛
始
末
斉
彬
書
簡
に
、

　
　
一
牛
痘
之
儀
最
早
御
聞
二
入
候
や
、
此
節
内
々
肥
前
守
（
佐
賀
候
）
持
越
シ
、

　
　
　
小
児

江

十
人
程
も
植
付
申
候
、
近
々
私
方
小
児
江
も
植
付
候
筈
二
御
座
候
、

　
　
　
蘭
説
通
り
少
シ
之
掛
念
も
無
之
よ
し
、
当
地
蘭
医
之
者
共
も
感
服
之
よ
し
こ

　
　
　
承
り
申
候
、
序
ゆ
へ
奉
申
上
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
あ
り
、
十
二
月
二
十
七
日
の
斉
昭
宛
書
簡
に
、
斉
彬
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
一
牛
痘
之
苗
奉
差
上
候
、
廿
日
比
落
痂
仕
候
種
不
宜
、
夫
故
延
引
二
相
成
申
候
、

　
　
　
井
二
牛
痘
新
書
和
解
相
添
入
御
覧
申
候
、
私
子
供
之
儀
、
御
尋
難
有
奉
存
候
、

　
　
　

当
時
男
子
両
人
、
三
才
・
当
才
罷
在
候
、
三
才
之
方
兎
角
病
身
こ
て
、
当
時

　
　
　

も
不
快
中
二
御
座
候
間
、
植
付
出
来
兼
候
故
、
当
才
儒
次
郎
と
申
も
の
江
植

　
　
　
付
申
候
、
両
方
江
八
ヶ
所
付
候
処
、
不
残
出
痘
仕
候
、

　
　
（
中
略
）

　
　
　

猶
々
、
牛
痘
二
十
日
位
は
苗
も
取
用
二
相
成
候
よ
し
こ
御
座
候
、
人
痘
之
痂

　
　
　
植
付
と
同
様
こ
て
宜
敷
御
座
候
よ
し
、

　
　
　
（
別
紙
）

　
　
　
又
添
て

奉
申
上
候
、
牛
痘
植
付
様
之
事
、
只
今
医
師
申
出
候
二
は
、
落
痂
植

　
　
　
付
ラ
ン
セ
ツ
タ
宜
敷
、
乍
然
工
者
二
無
之
候
て
は
、
人
痘
程
付
き
兼
候
由
御

　
　
　
座
候

間
、
大
槻
俊
齋
江
御
尋
被
遊
候
方
可
然
申
候
条
、
此
段
奉
申
上
候
、
以

　
　
　
上
、

　
す
な
わ
ち
、
斉
彬
は
痘
痂
を
入
手
し
て
よ
り
十
二
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
に
、
お

そ
ら
く
藩
邸
内
の
十
人
程
の
小
児
と
実
子
儒
次
郎
に
も
種
痘
を
施
し
、
落
痂
の
種
に

「牛
痘
新
書
和
解
」
を
添
え
て
斉
昭
に
送
っ
て
い
る
。
ま
た
明
け
て
嘉
永
三
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

二
十
四
日
付
と
思
わ
れ
る
斉
昭
宛
斉
彬
書
簡
に
、

　
　
御
別
紙
拝
見
仕
候
、
牛
痘
御
用
相
成
候
由
難
有
奉
存
候
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
水
戸
邸
内
に
お
い
て
も
薩
摩
藩
邸
か
ら
送
ら
れ
た
痘
痂
に
よ
っ

て

種
痘
が
試
み

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
薩
摩
藩
に
お
け
る
種
痘
が
、
江
戸
藩
邸
の
み
な
ら
ず
、
領
内
で
も
施
さ
れ

た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
史
談
会
編
『
国
事

軟
掌
報
効
志
人
名
録
』
第
一
輯
（
明
治
四
十
二
年
）
に
記
載
さ
れ
た
医
師
前
田
杏
斎

（元
温
）
の
次
の
履
歴
に
拠
っ
て
い
た
。

　
　
嘉
永
二
年
再
び
長
崎
に
出
で
蘭
医
モ
ン
ニ
ツ
ケ
に
就
き
業
を
学
ぶ
。
時
に
牛
痘

　
　
舶
来
す
。
モ
ン
ニ
ツ
ケ
初
め
て
種
痘
を
町
医
阿
部
魯
庵
の
子
及
通
事
某
の
子
二

　
　
人

に
試
む
。
其
経
過
を
実
見
し
。
其
落
痂
を
拾
ひ
。
即
時
に
帰
藩
す
。
藩
命
し

　
　
て

城
下

に
行
は
し
め
。
尋
て
諭
告
を
発
し
て
藩
内
に
行
は
し
む
。
然
る
に
人
未

　
　
だ

其
理
を
覚
ら
ず
。
種
々
惑
説
を
唱
へ
て
応
ぜ
ず
。
藩
侯
特
に
島
津
忠
義
故
公

　
　

爵
を
始
め
七
八
人
の
子
女
に
種
痘
を
命
ぜ
ら
る
。
元
温
酬
訳
書
を
示
し
。
其
理

　
　

を
説
明
す
。
是
よ
り
漸
次
種
痘
を
請
ふ
者
多
し
後
に
は
一
日
百
八
十
名
に
上
り

　
　

し
と
云
ふ
。
元
温
又
医
を
業
と
す
る
者
に
其
法
を
授
け
。
普
く
領
内
に
施
行
せ

　
　
ん

こ
と
を
請
ふ
。
藩
許
し
て
之
を
行
は
し
む
。
元
温
悉
く
其
法
を
授
く
。
是
よ

　
　
り
藩
内
始
て
種
痘
行
は
る
。
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前
田
杏
斎
は
、
文
政
四
年
（
一
八
二
二
三
月
十
五
日
鹿
児
島
に
生
ま
れ
て
い
る
。

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
藩
命
に
よ
っ
て
京
に
上
り
禁
裏
付
の
典
医
に
学
ん
だ
後
、

江
戸

に
赴
い
て
幕
医
多
紀
楽
真
院
に
つ
い
て
一
年
の
間
医
術
を
修
業
し
た
。
ま
た
父

の
病
気
に
よ
っ
て
一
時
帰
藩
し
た
が
、
再
び
江
戸
に
出
て
坪
井
信
道
に
西
洋
医
学
を

学
ん

で

い

る
。
そ
し
て
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
の
信
道
の
死
に
よ
っ
て
、
い
っ

た
ん
鹿
児
島
に
帰
り
、
さ
ら
に
翌
一
、
年
に
は
長
崎
に
出
て
モ
ー
ニ
ッ
ケ
の
指
導
を
受

け
た
。

　
こ
の
年
七
月
、
バ
タ
ビ
ア
か
ら
モ
ー
ニ
ッ
ケ
の
も
と
に
届
い
た
痘
痂
に
よ
っ
て
、

種
痘
は

短

時
口
の
う
ち
に
全
国
へ
伝
播
し
て
い
っ
た
。
薩
摩
藩
に
つ
い
て
も
、
前
田

杏
斎
の
出
崎
が
種
痘
の
修
得
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
痘
痂
が
十
一
月
に
は
伊
東
玄
朴
に
よ
っ
て
江
戸
の
斉
彬
の
も
と

に
も
た
ら
さ
れ
、
モ
ー
ニ
ッ
ケ
に
学
ん
だ
前
田
杏
斎
に
よ
っ
て
薩
摩
の
地
に
も
た
ら

さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
前
旧
杏
斎
の
履
歴
に
よ
れ
ば
、
時
の
藩
主
で

あ
っ
た
島
津
斉
興
の
命
に
よ
っ
て
、
斉
彬
の
弟
久
光
の
嫡
男
忠
義
（
八
歳
）
を
は
じ

め

ヒ
、
八
人
の
子
女
に
種
痘
を
施
し
た
と
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
時
の
記
録
が
み
え
な

い
。

　
そ
こ
で
、
当
時
の
諸
資
料
を
瞥
見
し
た
と
こ
ろ
、
種
痘
採
用
の
一
連
の
動
き
と
思

わ

れ

る
も
の
を
「
種
子
島
家
譜
」
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
種
子
島
家
は
、
中
世

以

来
の
種
子
島
島
主
で
あ
り
、
近
世
に
は
島
津
家
縁
族
と
な
り
家
格
は
一
門
家
（
重

富
・
加
治
木
・
垂
水
・
今
和
泉
の
四
家
）
に
次
ぐ
一
所
持
（
占
来
よ
り
一
所
の
地
を

領
す
る
家
）
で
あ
っ
た
。
「
種
子
島
家
譜
」
は
、
そ
の
種
子
島
家
の
系
譜
お
よ
び
関

係
資
料
を
収
め
た
も
の
で
あ
り
、
種
痘
に
関
連
す
る
記
事
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ

⌒1
8
一

る
。

　
　
嘉
永
二
、
年

　
　
　
正

月
十
．
H
　
吉
良
元
民
を
し
て
、
種
痘
の
術
を
前
田
杏
斎
に
学
ば
し
む

　
　
　
二

月
十
五
口
　
前
田
杏
斎
を
し
て
二
女
（
波
津
・
多
慶
）
に
種
痘
せ
し
む

　
　

安
政
．
、
一
年

　
　
　
二
月
十
日
　
藩
邸
の
有
司
相
議
し
て
、
牛
痘
の
種
を
致
す
、
是
に
於
て
此
の

　
　
法
、
創
め
て
我
が
島
に
行
は
る

　
　
文
久
元
年

　
　
　
四

月
十
八
日
　
医
師
河
東
三
折
を
し
て
、
牛
痘
を
麗
邸
に
在
る
者
に
種
ゑ
し

　
　
　

め
、
而
し
て
帰
っ
て
之
を
島
中
に
施
さ
し
む

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
種
子
島
家
の
医
師
吉
良
元
民
が
命
に
よ
っ
て
前
田
杏
斎
か
ら
種

痘

を
学
ぶ
の
が
嘉
永
三
年
正
月
十
一
日
で
あ
る
か
ら
、
杏
斎
は
少
な
く
と
も
嘉
永
二

年
中
に
は
鹿
児
島
に
帰
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
杏
斎
は
藩
庁
に
復

整理中の黒江家文書（高岡町教育委員会蔵）写真4
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命
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
藩
庁
は
杏
斎
の
報
告
に
よ
っ
て
種
痘
の
有
効
性
を
認
め
、

た
だ
ち
に
諸
家
に
対
し
、
種
痘
学
習
の
た
め
諸
家
医
師
の
種
痘
術
修
業
を
命
じ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　
杏
斎
の
履
歴
に
よ
れ
ば
、
島
津
忠
義
を
始
め
七
、
八
人
の
子
女
に
種
痘
を
命
じ
ら

れ

た
と
あ
る
。
忠
義
は
、
当
時
壮
之
助
と
い
っ
て
一
門
家
の
重
富
島
津
家
を
継
い
だ

父

久
光
（
当
時
忠
教
）
と
鹿
児
島
の
重
富
邸
に
居
住
し
て
お
り
、
二
月
十
五
日
の
種

子
島
久
珍
の
娘
波
津
、
多
慶
が
鹿
児
島
の
種
子
島
邸
で
受
け
た
種
痘
と
相
前
後
し
て

杏
斎
か
ら
施
さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
藩
が
種
痘
学
習
を
命
じ
た
諸
家
医
師
と
は
、
少
な
く
と
も
一
門
家
四

家
と
一
所
持
（
日
置
・
花
岡
・
宮
之
城
・
都
之
城
の
各
島
津
家
と
種
子
島
家
）
五
家
、

合
せ
て

九

家
の

医
師
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
杏
斎
は
、
こ
れ
ら

九
家
の
適
齢
の
子
女
に
対
し
、
藩
庁
か
ら
種
痘
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
藩
庁
の
動
き
が
極
め
て
敏
速
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
杏
斎
の
出
崎
は
、
種

痘
学

習
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
嘉
永
二
年
春
か
ら
同
三
年
夏
に
か

け
て
在
国
し
て
い
た
藩
主
島
津
斉
興
の
意
志
が
強
く
働
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
、

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
他
へ
の
普
及
に
つ
い
て
は
「
種
子
島
家
譜
」
を
み
る
か
ぎ
り
、

六

年
後
の
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
二
月
十

日
の
記
事
に
は
藩
邸
と
あ
る
が
、
前
後
を
考
え
れ
ば
、
種
子
島
家
本
城
（
椿
城
）
の

役
人
た
ち
が
儀
し
て
同
島
で
種
痘
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
は
種
子
島
で
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

そ
れ
か
ら
五
年
後
の
文
久
元
年
（
一
八
六
三
一
）
に
、
種
子
島
家
医
師
河
東
三
折
が

鹿
児
島
の
種
子
島
邸
で
種
痘
を
し
、
種
子
島
に
帰
っ
て
島
中
に
種
痘
を
施
し
た
と
あ

る
。
種
子
島
に
か
ぎ
っ
て
言
え
ば
、
同
島
で
広
く
種
痘
が
お
こ
な
わ
れ
る
ま
で
杏
斎

の
種
痘
学
習
か
ら
十
二
年
が
経
過
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
前
田
杏
斎
に
よ
る
種
痘
術
伝
授
は
、
家
門
の
召
抱
え
る
医
師
に
対
し
て
だ

け
で
は
な
か
っ
た
。
近
年
緒
方
洪
庵
の
適
塾
門
人
と
し
て
知
ら
れ
て
は
い
た
が
、
そ

の
詳
細
な
履
歴
が
判
明
し
て
い
な
か
っ
た
高
岡
の
黒
江
網
介
に
つ
い
て
、
黒
江
家
文

書

を
受
託
し
て
い
る
高
岡
町
教
育
委
員
会
の
今
城
正
広
氏
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

か

に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
黒
江
綱
介
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
六
月
高
岡
の
蘭
方
医
黒
江
循
介
の
長
男

と
し
て
誕
生
し
た
。
初
め
喜
兵
衛
、
忌
名
を
長
孝
と
言
い
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四

三
）
に
鹿
児
島
に
出
て
、
藩
学
造
士
館
で
学
び
な
が
ら
奥
医
師
上
村
恕
庵
に
蘭
学
を

学
ん
だ
。
そ
し
て
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
か
ら
翌
三
年
に
か
け
江
戸
に
出
て
、

は
じ
め
戸
塚
静
海
に
入
門
、
そ
の
後
箕
作
院
甫
に
入
門
し
て
箕
作
省
吾
の
『
坤
輿
図

識
補
』
の
執
筆
を
手
伝
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
弘
化
四
年
、
綱
介
に
琉
球
渡
海
の
命

が
下
り
、
同
年
よ
り
嘉
永
元
年
に
か
け
て
琉
球
に
渡
っ
た
。

　
綱
介
の
琉
球
行
き
の
背
景
に
は
、
弘
化
三
年
の
琉
球
外
交
問
題
が
あ
っ
た
。
す
で

に
琉
球
に
は
弘
化
元
年
か
ら
那
覇
に
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
通
訳
が

滞
在
し
て
、
通
信
と
貿
易
を
要
求
し
て
い
た
が
、
こ
の
年
新
た
な
事
態
が
発
生
し
た

の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
四
月
に
イ
ギ
リ
ス
船
が
那
覇
に
来
て
宣
教
師
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ

ム
一
家
を
置
き
、
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
が
来
航
し
て
再
び
通
信

と
貿
易
を
要
求
し
た
。
琉
球
は
こ
の
要
求
を
拒
否
し
た
が
、
艦
隊
は
フ
ォ
ル
カ
ー
ド

に
か
え
て
ア
ド
ネ
と
ル
・
チ
ュ
ル
ジ
ュ
を
の
こ
し
て
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
報
告

に
驚
い
た
幕
府
は
、
国
の
存
亡
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
同
年
六
月
異
例

の

こ
と
な
が
ら
藩
主
斉
興
の
嫡
男
斉
彬
に
、
琉
球
外
交
問
題
を
一
任
し
て
薩
摩
へ
帰

国
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
薩
摩
藩
士
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た

警
備
兵
が
琉
球
へ
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
綱
介
は
西
洋
医
学
の
修
業
を
お
い
て

今
海

を
渡
る
こ
と
に
不
本
意
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
思
い
の
ほ
か
の
長
期
に
わ
た
る
滞

在

は
、
し
だ
い
に
彼
の
健
康
を
も
む
し
ば
ん
で
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
嘉
永
元
年
の
琉
球
か
ら
の
帰
国
後
、
同
三
年
二
月
は
じ
め
に
再
び
鹿
児

島
に
出
て
、
前
田
杏
斎
か
ら
種
痘
の
伝
授
を
受
け
た
。
そ
し
て
同
月
末
に
は
高
岡
に

帰
り
、
早
速
高
岡
の
人
々
へ
の
種
痘
を
開
始
し
て
い
る
。
間
も
な
く
二
十
人
ば
か
り

に
種
痘
を
ほ
ど
こ
し
、
さ
ら
に
同
邑
の
医
師
西
元
貞
、
徳
丸
玄
徳
、
吐
師
尚
斎
も
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

痘
術
の
伝
授
を
希
望
し
て
い
る
と
杏
斎
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
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そ
の
後
の
大
坂
行
き
と
適
塾
入
門
に
つ
い
て
は
嘉
永
三
年
夏
頃
が
正
し
い
よ
う
で

あ
り
、
嘉
永
五
年
以
降
一
時
八
木
元
悦
と
も
同
宿
し
て
い
た
様
子
が
書
簡
か
ら
う
か

　
　
（
2
1
）

が
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
せ
っ
か
く
適
塾
入
門
を
果
た
し
な
が
ら
、
琉
球
渡
海
の
無

理
が

た
た
っ
て
か
綱
介
は
健
康
を
害
し
、
同
六
年
の
冬
頃
帰
国
。
翌
七
年
十
一
月
、

郷
里
高
岡
に
お
い
て
三
十
五
年
の
生
涯
を
終
え
た
。

　
以
上
黒
江
綱
介
の
履
歴
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
田
杏
斎
が
鹿
児
島

に
伝
え
た
種
痘
が
島
津
家
家
門
の
み
な
ら
ず
、
領
内
の
各
地
に
普
及
し
て
い
く
様
子

の
一
端
が
知
ら
れ
る
。
綱
介
は
、
早
く
も
嘉
永
三
年
二
月
の
は
じ
め
に
は
高
岡
か
ら

鹿
児
島
に
赴
い
て
短
時
日
の
う
ち
に
杏
斎
か
ら
種
痘
術
の
伝
授
を
受
け
、
郷
里
に
帰

る
や
た
だ
ち
に
種
痘
を
開
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
杏
斎
か

ら
種
痘
術
を
授
け
ら
れ
た
地
方
の
医
者
が
黒
江
網
介
ひ
と
り
で
あ
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
。
今
後
の
新
資
料
の
発
見
に
よ
っ
て
、
鹿
児
島
の
種
痘
の
具
体
像
が

さ
ら
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

⑦
開
成
所
に
お
け
る
蘭
学
と
英
学

　

薩
摩
藩
に
お
け
る
蘭
学
の
普
及
は
、
集
成
館
事
業
の
進
展
と
共
に
拡
大
す
る
。
安

政

五
年
（
一
八
五
八
）
斉
彬
没
後
、
斉
彬
の
進
め
た
近
代
化
政
策
へ
の
反
動
も
あ
っ

て

こ
の
動
き
は
い
さ
さ
か
停
滞
し
た
か
に
み
え
る
が
、
す
で
に
時
代
は
大
き
く
回
転

し
は
じ
め
て
い
た
。

　
特
に
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
七
月
の
薩
英
戦
争
の
影
響
は
す
こ
ぶ
る
大
き
く
、

藩
は
改
め
て
近
代
化
の
た
め
の
洋
学
の
学
習
と
軍
備
の
充
実
が
急
務
で
あ
る
こ
と
を

痛
感
し
た
。
藩
は
翌
八
月
に
長
崎
の
グ
ラ
バ
ー
商
会
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
に
大
砲
八

九

門
を
発
注
し
、
薩
英
戦
争
で
失
っ
た
西
洋
船
三
艘
を
補
い
か
つ
藩
海
軍
を
増
強
す

る
た
め
に
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
か
ら
、
平
運
丸
・
胡
蝶
丸
・
翔
鳳
丸
・
乾
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

丸
・
豊
端
丸
等
の
艦
船
を
購
入
し
た
。

　
一
方
同
年
六
月
に
は
、
洋
学
講
習
所
と
も
い
う
べ
き
開
成
所
を
城
下
に
開
き
、
石

川
確
太
郎
・
八
木
称
平
を
教
授
と
し
て
海
陸
軍
砲
術
・
兵
法
・
操
練
・
築
城
・
天
文
・

地

理
・
数
学
・
測
量
・
航
海
・
器
械
・
造
船
・
物
理
・
分
析
・
医
学
の
諸
科
を
置
い

て

諸
生
を
選
抜
し
、
こ
れ
ら
の
学
術
を
修
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
ま
た
入

学
生
に
対
し
て
は
英
・
蘭
語
を
初
歩
よ
り
教
授
し
、
欧
米
の
文
明
の
学
理
を
究
め
る

こ
と
を
期
待
す
る
と
共
に
、
今
後
海
軍
、
航
海
、
器
械
、
大
砲
等
の
他
国
修
業
を
希

望
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
開
成
所
で
一
通
り
修
学
し
た
者
の
中
か
ら
江
戸
、
長

崎
へ
留
学
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
よ
り
は
、
陸

海
軍
の
教
育
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
陸
軍
所
・
海
軍
所
を
独
立
さ
せ
て
実
科
教
育
に

つ
と
め
、
幹
部
養
成
の
速
度
を
は
や
め
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
開
成
所
掛
員
に
は
、

教
授
・
助
教
・
訓
導
師
・
句
読
師
を
置
き
、
諸
生
は
第
一
等
か
ら
第
三
等
ま
で
の
等

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

級
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
五
代
友
厚
は
元
治
元
年
四
、
五
月
頃
、
藩
に
上
申
書
を
提
出
し
、
英
仏
両

国
へ
の
留
学
生
派
遣
を
訴
え
、
開
成
所
教
授
石
河
確
太
郎
は
同
年
十
月
八
日
大
久
保

一
蔵
宛
の
上
申
書
で
英
国
へ
の
留
学
生
派
遣
に
関
す
る
自
説
を
展
開
し
、
開
成
所
の

存
在
を
前
提
と
し
て
人
材
を
挙
げ
、
藩
の
重
役
や
中
堅
に
加
え
て
少
壮
人
材
派
遣
の

　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

必
要
を
強
く
述
べ
た
。
そ
の
結
果
、
留
学
生
を
英
国
に
派
遣
す
る
こ
と
が
同
年
十
一

月
下
旬
に
決
定
し
、
四
名
の
使
節
、
十
四
名
の
留
学
生
と
通
訳
一
名
の
派
遣
が
翌
慶

応
元
年
一
月
に
達
せ
ら
れ
た
。
一
行
は
使
節
団
長
格
と
し
て
大
目
付
新
納
久
修
他
、

大

目
付
兼
開
成
所
掛
（
学
頭
）
町
田
久
成
、
船
奉
行
松
木
弘
安
（
寺
島
宗
則
）
、
同

見

習
五
代
友
厚
、
留
学
生
と
し
て
小
姓
組
頭
村
橋
直
衛
、
当
番
頭
畠
山
義
成
、
同
名

越
時
成
、
開
成
所
訓
導
師
鮫
島
尚
信
、
同
句
読
師
田
中
盛
明
（
静
洲
）
、
同
吉
田
清

成
、
長
崎
遊
学
生
・
医
師
中
村
博
愛
（
宗
見
）
、
開
成
所
諸
生
高
見
弥
一
（
土
佐
人
）
、

同
市
来
和
彦
（
松
村
淳
蔵
）
、
同
東
郷
愛
之
進
、
同
森
有
礼
、
同
町
田
実
積
、
同
町

田
清
次
郎
、
同
磯
永
彦
助
、
通
訳
と
し
て
堀
孝
之
（
長
崎
人
）
の
合
計
十
九
名
で

あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
十
一
名
が
開
成
所
の
関
係
者
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
石
河
の
意

見
が
重
く
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
開
成
所
掛
員
と
し
て
諸
生
の
教
育
に
あ
た
っ
た
蘭
・
英
・
医
学
者
で
確
認
で
き
る
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者
は
、
石
川
正
龍
、
（
蘭
）
、
八
木
元
悦
（
蘭
）
、
上
野
景
範
（
英
）
・
中
浜
万
次
郎

（英
）
、
巻
退
蔵
（
前
島
密
、
英
）
、
林
謙
蔵
（
安
保
清
康
、
英
）
、
橘
恭
平
（
英
）
、

嵯
峨
根
重
矩
（
英
）
、
芳
川
顕
正
（
英
）
、
田
中
洪
蔵
（
英
）
、
寺
島
宗
則
（
英
・
蘭
）
、

岩
崎
俊
斎
（
蘭
）
、
鮫
島
尚
信
（
英
）
、
春
名
三
省
（
英
）
、
足
立
梅
渓
（
医
）
、
有
馬

意
運

（医
）
、
田
中
静
洲
（
医
）
、
市
来
宗
七
で
あ
る
。

　
開
成
所
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
『
鹿
児
島
県
史
』
第
三
巻
、
『
薩
藩
海
軍
史
』
中
巻

に
断
片
的
に
あ
る
の
み
で
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
の
部
分
が
多
い
の
で
あ
る

が
、
平
成
八
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
鹿
児
島
県
史
料
玉
里
島
津
家
史
料
』
五
巻
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
5
）

慶
応
二
年
頃
の
開
成
所
の
教
官
生
徒
姓
名
書
で
は
な
い
か
と
し
て
出
て
い
る
文
書
が

あ
る
の
で
紹
介
し
て
み
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司

　
　
開
成
所
教
官
生
徒
姓
名
書

江
戸

島
渡
海

島
渡
海

大
島

出
崎

御
船
奉
行

教
授
勤

御
広
敷
番
頭

教
授
勤

助
教

訓
導
師

加
世
田
衆
中

右
同

作
州

右
同

右
同

越
後

句
読
師

右
同

右
同

右
同

小
根
占
衆
中

右
同

田
布
施
衆
中

一
等

二
等

寺
島
陶
蔵
（
宗
則
）

石
河
確
太
郎

嵯
峨
根
良
吉
（
重
矩
）

鮫
島
誠
蔵
（
尚
信
）

春
名
三
省

足
立
梅
景

田
中
浩
造

有
馬
意
運

岩
崎
俊
斎

市
来
宗
七

田
中
静
洲

上
野
敬
介

加
納
雄
左
衛
門

渡
瀬
幽
雲

奥
山
嘉
一
郎

岩
山
壮
八
郎

出江右右右出
崎戸同同同崎

出
崎

加
世
田
衆
中

郡

山
衆
中

　
　
　
出
崎

　
ま
ず
こ
の
資
料
の
年
代
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
石
川
と
と
も
に
当
初

か

ら
教
授
の
任
に
あ
っ
た
八
木
元
悦
は
慶
応
元
年
に
死
亡
し
て
い
る
。
次
に
慶
応
元

年
一
月
か
ら
十
二
月
初
旬
ま
で
開
成
所
に
あ
っ
た
巻
退
蔵
が
長
崎
か
ら
呼
び
寄
せ
助

手
と
し
た
林
謙
三
・
橘
恭
平
の
氏
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
林
が
鹿
児
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
｝

で

は
主
に
明
治
元
年
ま
で
海
軍
の
養
成
に
従
事
し
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
海

軍
所
が
開
成
所
か
ら
独
立
し
た
慶
応
二
年
五
月
二
十
四
日
以
降
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て

い

る
。
ま
た
、
英
国
留
学
生
の
使
節
の
一
員
で
あ
っ
た
寺
島
宗
則
が
慶
応
二
年
五

月
二
十
五
日
に
鹿
児
島
に
帰
着
し
、
船
奉
行
兼
開
成
所
教
授
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
年
五
月
頃
嵯
峨
根
重
矩
が
、
六
月
十
八
日
に
は
田
中
洪
蔵
が
教
師
に
任

　
　
　
　
　
（
2
7
）

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
降
の
姓
名
書
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ

し
て
、
上
野
敬
介
（
景
範
）
大
島
と
あ
り
、
八
木
・
石
河
の
試
験
を
受
け
て
当
初
か

ら
句
読
師
で
あ
っ
た
上
野
が
、
英
人
ウ
ォ
ー
ト
ル
ズ
の
通
訳
と
し
て
大
島
に
白
砂
糖

製
造
所
を
建
設
す
る
た
め
出
張
し
て
い
た
の
は
、
慶
応
二
年
年
初
か
ら
翌
三
年
六
月

新
納
彦
四
郎

田
中
喜
次
郎

児
玉
幸
助

吉
井
太
七
郎

堀
宗
次
郎

勝
部
善
之
助

成
松
清
之
進

田
中
徳
之
丞

鮫
島
武
之
助

成
松
八
之

丞

原

田
強
兵
衛

渡
瀬
喜
右
衛
門

井
上
新
十
郎

上
原
勇
左
衛
門
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（
2
8
）

で

あ
る
。
一
方
、
寺
島
と
同
様
英
国
に
留
学
し
て
い
た
田
中
静
洲
（
島
渡
海
と
あ

る
）
が
帰
国
し
た
の
は
、
慶
応
三
年
年
初
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
姓
名
書
は
、

慶
応
二
年
六
月
十
八
日
か
ら
慶
応
三
年
年
初
ま
で
の
約
半
年
間
に
作
成
さ
れ
た
開
成

所
教
官
生
徒
の
名
簿
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

　

開
成
所
は
当
初
に
お
い
て
、
八
木
・
石
河
の
両
教
授
が
蘭
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
も

あ
っ
て
蘭
学
の
学
習
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
世
界
の

趨
勢
、
と
り
わ
け
薩
英
戦
争
後
の
両
者
の
関
係
か
ら
、
し
だ
い
に
英
学
の
重
要
性
が

増

し
て
い
っ
た
。
上
野
景
範
は
長
崎
遊
学
中
に
蘭
学
か
ら
英
学
に
転
じ
た
と
言
わ
れ

て

お
り
、
姓
名
書
中
田
中
同
様
島
渡
海
と
あ
っ
て
こ
の
時
英
国
留
学
中
の
鮫
島
尚
信

も
、
文
久
元
年
三
月
藩
命
に
よ
っ
て
岩
崎
玄
朴
、
田
中
幸
斎
ら
と
長
崎
に
出
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
医
学
修
業
の
途
中
か
ら
何
礼
之
の
私
塾
で
英
学
塾
培
社
に
入
門
し
て

い

る
。
ま
た
巻
退
蔵
が
開
成
所
に
招
へ
い
さ
れ
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
の
も
鮫
島

で
あ
っ
た
。

　
上
野
は

自
身
の
履
歴
に
開
成
所
で
、
森
金
之
丞
（
有
礼
）
、
市
来
勘
十
郎
（
松
村

淳
蔵
）
、
高
橋
四
郎
左
衛
門
（
新
吉
）
他
多
人
数
に
英
学
を
教
え
た
と
記
し
て
い

（2
9
）

る
。
ま
た
培
社
に
は
、
前
田
正
名
、
谷
村
小
吉
、
岸
良
俊
之
丞
（
兼
養
）
、
川
崎
強

八
、
高
橋
四
郎
左
衛
門
（
新
吉
）
、
鮫
島
武
之
助
他
数
十
名
の
薩
摩
藩
士
が
入
門
し

　
　
（
3
0
）

て

い

た
。
こ
の
姓
名
書
に
お
い
て
も
出
崎
中
の
者
が
多
い
が
、
慶
応
二
年
の
頃
に
は

開
成
所
に
お
い
て
も
す
で
に
英
学
が
主
流
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
開
成
所
は
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
五
月
藩
校
造
士
館
に
合
併

さ
れ
、
新
た
に
和
学
局
が
設
け
ら
れ
て
館
内
に
和
学
局
・
漢
学
局
・
洋
学
局
の
三
局

が
置
か
れ
た
。
ま
た
同
年
十
月
、
医
学
院
を
設
け
洋
漢
両
道
を
混
用
し
、
区
別
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

長
を
採
り
短
を
補
う
べ
き
こ
と
が
達
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
明
治
二
年
十
二
月
、
英
医

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
リ
ス
の
鹿
児
島
到
着
に
よ
っ
て
医
学
校
（
当
初
西
洋
医
院
）
が

設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑧
ウ
ィ
リ
ス
の
招
聰
と
近
代
医
学
の
普
及

　

鹿
児
島
の
医
学
が
近
代
化
の
速
度
を
早
め
る
こ
と
に
な
る
の
は
ウ
ィ
リ
ス
の
功
績

が
大

き
い
。
ウ
ィ
リ
ス
は
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
の
医
官
と
し

て

来
日
し
、
同
二
年
に
は
生
麦
事
件
負
傷
者
の
手
当
、
同
三
年
七
月
の
薩
英
戦
争
で

は
英
艦
に
同
乗
し
て
負
傷
者
の
治
療
に
あ
た
っ
た
。
ま
た
明
治
元
年
の
戊
辰
戦
争
に

お
い
て
は
、
大
山
巌
の
発
議
で
京
都
相
国
寺
養
源
院
に
設
置
さ
れ
た
薩
藩
病
院
に
赴

き
、
新
宮
拙
蔵
、
上
村
泉
、
石
神
良
策
、
山
下
弘
平
、
前
田
杏
斎
、
児
玉
剛
造
ら
の

医
師
た
ち
の
中
に
あ
っ
て
手
腕
を
ふ
る
っ
た
。
在
京
の
藩
当
局
は
、
一
月
二
十
九
日

付
で
藩
医
に
対
し
漢
蘭
の
差
別
な
く
ウ
ィ
リ
ス
の
療
法
を
見
習
う
よ
う
達
し
て
い
る
。

そ
の
後
ウ
ィ
リ
ス
は
官
軍
に
従
い
、
横
浜
、
高
田
、
柏
崎
、
新
発
田
、
会
津
の
軍
病

院
を
巡
回
し
て
い
る
。

　

明
治
二
年
三
月
、
ウ
ィ
リ
ス
は
政
府
よ
り
医
学
校
教
官
兼
東
京
府
大
病
院
医
官
に

任
じ
ら
れ
た
が
、
六
月
大
学
校
本
校
と
こ
れ
に
付
属
す
る
開
成
学
校
と
兵
学
校
、
医

学
校
兼
病
院
の
設
置
が
決
ま
り
、
七
月
に
か
ね
て
ド
イ
ツ
医
学
採
用
を
強
く
強
調
し

て

き
た
相
良
知
安
が
大
学
少
丞
に
任
じ
ら
れ
る
等
、
イ
ギ
リ
ス
医
学
の
排
斥
が
決
定

的
と
な
り
、
こ
の
頃
ウ
ィ
リ
ス
の
処
遇
が
問
題
と
な
っ
た
。

　
政
治
的
な
問
題
も
か
ら
ん
で
、
い
さ
さ
か
複
雑
な
経
緯
を
経
た
が
、
結
果
的
に
英

国
と
薩
摩
の
友
好
関
係
の
維
持
と
戊
辰
戦
争
以
来
の
ウ
ィ
リ
ス
と
の
特
別
な
友
交
を

慮
っ
て
、
西
郷
・
大
久
保
の
斡
旋
に
よ
り
、
薩
摩
藩
が
ウ
ィ
リ
ス
を
引
き
受
け
る
こ

と
と
な
っ
た
。
月
給
九
百
ド
ル
四
力
年
契
約
を
結
ん
で
、
ウ
ィ
リ
ス
は
門
人
林
卜
庵

を
伴
い
石
神
良
策
の
案
内
で
、
同
年
十
二
月
三
日
東
京
を
発
っ
て
鹿
児
島
に
向
か
っ

た
。
ウ
ィ
リ
ス
は
そ
の
後
明
治
十
年
ま
で
の
八
年
を
鹿
児
島
で
の
医
学
教
育
と
病
院

の

運
営
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
『
鹿
児
島
県
史
』
第
三

巻
が
簡
明
に
記
し
て
い
る
。

　
　

ウ
ィ
リ
ス
の
来
任
を
迎
へ
て
明
治
三
年
正
月
、
大
い
に
医
学
校
・
病
院
の
職
制
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を
改
め
、
そ
の
機
構
を
整
備
し
た
。
即
ち
医
学
校
に
学
頭
（
三
等
官
）
以
下
一

等
教
授
・
二
等
教
授
・
一
等
助
教
・
二
等
助
教
・
都
講
・
一
等
授
読
・
二
等
授
読
・

三

等
授
読
・
授
読
試
補
等
の
職
員
を
置
き
、
学
科
の
分
担
は
、
学
頭
は
眼
科
・

産
科
一
切
の
治
療
及
び
薬
剤
・
揃
帯
等
を
、
一
等
教
授
は
外
科
書
、
二
等
教
授

は
内
科
書
、
一
等
助
教
は
病
理
書
、
二
等
助
教
は
生
理
書
、
都
講
は
解
剖
書
、

一
等
授
読
は
分
析
書
、
二
等
授
読
は
究
理
書
、
三
等
授
読
は
算
学
、
授
読
試
補

は
文
法
書
を
そ
れ
ぞ
れ
担
任
す
る
事
と
な
つ
た
。
病
院
に
は
大
療
頭
（
七
等
）

以
下

中
療
頭
・
小
療
頭
・
史
生
・
薬
局
掛
・
看
頭
・
種
痘
兼
器
械
掛
・
製
薬
掛

を
置
い
た
。

　

ま
た
職
制
変
革
と
同
時
に
医
学
校
御
用
掛
兼
病
院
掛
を
任
命
し
た
。
即
ち
石

神
良
策
・
足
立
慎
吾
・
有
馬
意
運
・
山
下
弘
平
は
医
学
校
兼
病
院
掛
を
命
ぜ
ら

れ
、
藤
田
圭
輔
・
新
宮
拙
蔵
・
山
本
淳
輔
・
奥
山
玄
良
・
永
井
文
齋
は
同
掛
を

委
嘱
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
三
年
五
月
再
び
医
学
校
兼
病
院
の
職
制
を
改
め
、
等
級
を
八
等
に
分
つ
た
。

　

医
学
校
兼
病
院

　
第
一
等
　
本
草
学
・
産
科
学
・
眼
科
学
・
外
科
学
・
内
科
学
・
病
理
学
・
薬

　
　
　
　
　
剤
学
・
動
物
植
物
学
・
解
剖
学
各
教
授
（
一
人
宛
）
医
監
（
二
）

　
第
二
等
　
小
学
校
教
頭
（
一
）
　
病
院
執
事
（
二
）
　
翻
訳
書
取
締
（
二
）

　
　
　
　
　
器
械
取
締
（
一
）
　
薬
局
取
締
（
こ

　
第
三
等
　
小
学
校
教
頭
助
（
二
）
　
病
院
執
事
助
（
一
）
　
醗
訳
書
取
締
助

　
　
　
　
　
（
二
）
　
器
械
取
締
助
（
二
）
　
薬
局
取
締
助
（
二
）

　
第
四
等
　
生
徒
取
締
兼
塾
長
　
外
診
掛
（
二
）

　
第
五
等
　
処
方
掛
（
八
）
　
器
械
預
（
三
）

　
第
六
等
　
一
等
授
読
　
種
痘
取
締
三
）
　
薬
局
定
詰
（
八
）

　
第
七
等
　
二
等
授
読
　
史
生
（
二
）
　
薬
局
掛
（
二
）
　
器
械
掛
（
一
二
）

　
　
　
　
　
看
頭
（
四
）

　
第
八
等
　
三
等
授
読
　
種
痘
掛
（
一
五
）

　
　
　
こ
れ
に
よ
つ
て
も
医
学
校
・
病
院
が
相
当
整
備
さ
れ
た
大
規
模
の
組
織
で
あ

　
　
つ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
十
月
更
に
生
徒
取
締
助
兼
塾
長
助
、
薬
局
定
詰
四

　
　
人
、
器
械
預
助
四
人
を
第
五
等
に
、
史
生
二
人
を
等
外
に
新
設
し
た
。
な
お
授

　
　
読

は
諸
生
二
十
人
に
一
人
宛
、
生
徒
取
締
は
塾
生
三
十
人
に
一
人
宛
の
想
定
で

　
　
あ
る
。
諸
生
に
は
一
・
二
・
三
等
の
等
級
が
あ
り
、
三
石
の
俸
禄
を
給
し
た
。

　
医
学
校
・
病
院
は
は
じ
め
城
下
浄
光
明
寺
に
設
け
ら
れ
た
が
、
明
治
三
年
城
下
滑

川
に
移
さ
れ
、
病
院
は
レ
ン
ガ
造
り
の
建
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
赤
倉
病
院
と
呼
ば

　
（
3
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

れ

た
。
ま
た
同
四
年
新
た
に
産
科
医
が
置
か
れ
た
。

　
　
明
治
四
年
三
月
、
藩
庁
産
科
医
ヲ
置
キ
、
求
療
ヲ
聴
ス
コ
ト
ヲ
達
セ
リ
、

　
　
一
御
藩
内
産
科
療
術
未
相
開
、
難
産
二
て
艶
候
者
不
少
候
処
、
医
学
校
御
雇
人

　
　
　
之
教
師
ウ
ヰ
リ
ス
、
右
之
手
術
器
械
伝
来
、
此
節
局
中
医
師
鮫
島
　
齋
・
渡

　
　
　
邊
昌
齋
両
人
江
産
科
掛
被
仰
付
候
間
、
以
来
難
産
二
罹
候
者
は
勿
論
、
産
婦

　
　
　
療

治
望
之
者
は
病
院
江
申
出
、
教
師
井
右
両
人
ヨ
リ
可
受
療
治
候
、
此
旨

　
　
　
向
々
江
不
洩
様
可
申
渡
候
事
、

　
　
　
　
辛
未
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
政
所

　

ウ
ィ
リ
ス
の
滞
鹿
中
、
病
院
へ
の
外
来
・
入
院
患
者
は
一
万
五
千
余
名
に
の
ぼ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

往
診
患
者
数
数
千
、
医
学
生
徒
総
数
は
三
百
名
を
数
え
た
と
い
う
。
ま
た
い
ず
れ
も

イ
ギ
リ
ス
医
学
を
採
用
し
た
海
軍
の
軍
医
総
監
と
な
り
著
名
な
医
師
と
な
っ
た
高
木

兼
寛
、
実
吉
安
純
、
加
賀
美
光
賢
、
河
村
豊
州
、
三
田
村
国
忠
ら
を
は
じ
め
、
そ
の

後
地
域
の
医
療
に
貢
献
す
る
こ
と
と
な
っ
た
多
く
の
医
師
た
ち
が
ウ
ィ
リ
ス
の
も
と

か

ら
誕
生
し
た
。
そ
の
内
薩
摩
藩
領
北
諸
県
郡
高
城
（
現
宮
崎
県
高
城
町
）
の
伊
集

院
（
吉
田
）
元
東
の
履
歴
を
紹
介
す
る
。

　
　
　
　
　
履
歴
書

　
　
宮
崎
県
日
向
国
北
諸
県
郡
士
族
　
伊
集
院
元
東
　
天
保
十
一
年
十
一
月
廿
三
日

　
　
生

　
　
一
、
安
政
三
年
二
月
（
十
七
歳
）
鹿
児
島
典
医
八
木
称
平
二
従
ヒ
洋
法
内
外
科
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写真5　伊集院元東履歴書（吉田家蔵，高城町郷上資料館保管）

℃

s

籏

写真6　伊集院もと東の写した内科学書（吉田家蔵，高城町1郷＋資料館保管）
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医
術
修
業

、
万
延
元
年
八
月
ヨ
リ
明
治
元
年
五
月
迄
、
長
崎
官
立
病
院
教
師
蘭
医
ホ
ー

ド
ー
イ
ン
氏
二
従
ヒ
洋
法
医
学
修
業

、
同
年
六
月
ヨ
リ
明
治
元
年
十
月
迄
、
長
崎
官
立
病
院
教
師
マ
ン
ス
氏
二
従

ヒ
洋
法
内
外
科
修
業

一

、
安
政
六
年
七
月
鹿
児
島
藩
軍
艦
乾
行
号
乗
組
医
員
拝
命
、
月
俸
金
八
円

一

、
明
治
二
年
ヨ
リ
同
五
年
八
月
迄
、
鹿
児
島
公
立
医
院
教
師
英
医
偉
理
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

（
ウ
ィ
リ
ス
）
二
従
ヒ
、
同
院
当
直
医
兼
英
学
教
員
勤
務
中
依
願
自
職
ス

当
直
医
兼
英
学
教
員
申
付
候
事
　
　
　
伊
集
院
元
東

　
　

但
月
俸
拾
円

明
治
二
年
三
月
廿
日
　
　
　
鹿
児
島
県

、
明
治
七
年
十
月
宮
崎
県
公
立
病
院
奉
職
施
療
に
従
事
ス

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
集
院
元
東

　

宮
崎
県
公
立
病
院
副
院
長
兼
外
診
薬
局
取
締
申
付
候
事

　
　

明
治
七
年
十
月
十
日
　
但
月
俸
弐
十
円
　
　
　
宮
崎
県

、
明
治
八
年
八
月
児
湯
郡
三
財
村
、
都
農
村
地
方
二
赤
痢
流
行
、
盛
二
蔓
延

シ
、
該
病
原
因
探
究
及
ヒ
撲
滅
方
二
従
事
セ
ン
カ
為
出
張
ヲ
命
セ
ラ
レ
、
該

地

区
長
及
ビ
戸
長
等
ト
協
同
一
致
日
夜
施
療
及
ヒ
予
防
二
尽
力
セ
シ
ニ
漸
次

其
実
効
ヲ
見
ル
ニ
至
リ
、
同
月
二
十
四
日
ヲ
以
テ
帰
院
ス

　

宮
崎
県
公
立
病
院
副
院
長
兼
外
診
薬
局
被
命
掛
　
　
伊
集
院
元
東

、
職
務
中
格
別
勉
励
二
付
為
慰
労
金
弐
拾
円
与
候
事

　
　

明
治
八
年
九
月
廿
日
　
　
　
宮
崎
県

一

、
明
治
十
年
一
月
宮
崎
県
病
院
ヲ
辞
職
ス

一

、
同
年
一
月
三
日
ヨ
リ
鹿
児
島
県
江
出
発
、
直
チ
ニ
一
等
軍
医
拝
命
、
鹿
児

島
出
発
西
南
ノ
役
二
従
事
シ
熊
本
及
ヒ
大
分
県
其
他
各
所
出
張
ス

、
明
治
十
年
十
月
廿
日
ヨ
リ
同
廿
年
二
月
迄
東
諸
県
郡
高
岡
町
内
山
村
弐
百

弐
拾
番
戸
寄
留
、
私
立
病
院
設
置
、
東
京
警
視
派
出
所
医
員
被
申
付

　
伊
集
院
元
東
は
、

し
て
誕
生
し
た
。

十
一
年

と
な
っ
て
吉
田
家
を
継
い
だ
。

依
頼
し
て
杉
板
に
墨
書
さ
せ
た
も
の
で
、

日
に
七
十
二
歳
で
没
し
た
。

　
元
東
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
二
月
、

一

、
同
二
十
一
年
一
月
ヨ
リ
我
故
郷
北
諸
県
郡
高
城
村
大
字
有
水
村
四
番
戸
住

居
、
同
三
十
一
年
一
月
ヨ
リ
同
村
大
字
穂
満
坊
村
本
宅
へ
居
住
ス

一

、
幼
名
寅
熊
、
壮
名
元
東
、
後
東
二
改
名
、
伊
集
院
伝
の
二
男
、
明
治
十
一

年
二
月
吉
田
直
の
養
嗣
子
ト
成
家
ヲ
続
ク

一

、
明
治
二
十
三
年
三
月
十
九
日
有
水
村
郵
便
局
長
拝
命

一

、
任
有
水
郵
便
局
長
　
　
　
吉
田
東

　
　
　
　
明
治
二
十
三
年
三
月
十
九
日
　
逓
信
省
　
印

（中
略
）

一

、
三
等
郵
便
局
長
　
吉
田
東

　
　
　
給
四
級
手
当

　
　

　
明
治
三
十
三
年
二
月
廿
日
逓
信
省
印

一

、
明
治
三
十
一
年
一
月
ヨ
リ
同
三
十
三
年
迄
落
成
ス
　
一
、
居
宅
一
棟
　
一
、

台
所
一
棟
　
一
、
倉
庫
三
棟
　
内
一
棟
土
蔵
、
二
棟
板
蔵
　
一
、
蚕
室
一
棟

　
一
、
製
糸
場
一
棟
　
一
、
器
械
室
一
棟
　
一
、
事
務
室
一
棟
　
一
、
雑
物
蔵

　
一
棟
　
一
、
乾
燥
室
一
棟
　
一
、
諸
器
械
一
切
諸
道
具
家
財
物
品
一
切

一

、
吉
田
東
ハ
吉
田
直
ノ
従
弟
也
、
直
母
ハ
伊
集
院
伝
ノ
姉
也
、
直
二
一
子
ナ

　
シ
故
東
ヲ
養
子
ト
ス

一

、
吉
田
東
君
之
依
頼
竜
蔵
毫
候
也

　
　
　
干
時
明
治
三
十
五
年
冬
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
十
有
三
歳
　
　
吉
田
美
秋
謹
書

　
　
　
　
　
　
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
高
城
の
郷
士
伊
集
院
伝
の
二
男
と

　
　
　
　
　
幼
名
を
寅
熊
、
長
じ
て
元
東
、
後
に
東
と
改
名
し
て
い
る
。
明
治

　

（
一
八
七

八
）
三
十
九
歳
の
時
従
弟
で
漢
方
医
で
あ
っ
た
吉
田
直
の
養
嗣
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
履
歴
は
、
元
東
が
六
十
三
歳
の
時
吉
田
美
秋
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
東
は
九
年
後
の
明
治
四
十
四
年
一
月
九

鹿
児
島
に
出
て
八
木
称
平
に
入
門
し
、
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さ
ら
に
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
八
月
に
は
長
崎
に
出
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）

来
日
し
た
蘭
医
ボ
ー
ド
イ
ン
に
つ
い
て
長
崎
精
得
館
で
医
学
を
修
業
し
た
。
ま
た

ボ

ー
ド
イ
ン
の
後
任
で
蘭
医
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
に
も
医
学
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

の

他
、
履
歴
に
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
ボ
ー
ド
イ
ン
以
前
に
ポ
ン
ペ
に
も
師
事
し

た
可
能
性
が
あ
る
。

　

長
崎
で
の
医
学
修
業
を
終
え
た
元
東
は
、
明
治
二
年
に
鹿
児
島
に
帰
り
、
ウ
ィ
リ

ス

の

医
学
校
で
五
年
の
間
当
直
医
兼
英
学
教
員
を
つ
と
め
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
長

崎
で

は
、
医
学
の
他
に
英
学
も
修
業
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
元
東
は
医
学
校
に
約

五
年
間
奉
職
し
た
後
、
明
治
七
年
十
月
か
ら
は
宮
崎
県
公
立
病
院
に
移
り
、
西
南
の

役
で
は

薩
軍
に
身
を
投
じ
た
。
そ
し
て
戦
後
は
↓
貫
し
て
郷
里
北
諸
県
郡
に
居
住
し
、

病
院
を
開
業
し
、
警
察
医
と
し
て
、
あ
る
い
は
郵
便
局
を
設
立
し
て
郷
土
の
医
療
や

郵
便
業
務
に
貢
献
し
た
。
ま
た
明
治
三
十
三
年
に
は
製
糸
場
を
設
立
し
て
民
業
の
発

展
に
つ
く
し
て
い
る
。

　

こ
の
伊
集
院
元
東
の
履
歴
か
ら
、
こ
の
時
代
に
生
き
た
薩
摩
の
医
師
の
典
型
的
な

一
生
が
み
て

と
れ
る
よ
う
に
思
う
。
郷
里
を
出
て
鹿
児
島
に
遊
学
し
、
さ
ら
に
長
崎

に
出
て
蘭
方
医
学
を
修
め
る
一
方
で
英
学
を
修
業
し
た
。
さ
ら
に
、
鹿
児
島
の
医
学

校
で

は
ウ
ィ
リ
ス
に
師
事
し
、
英
国
の
臨
床
医
学
を
身
に
つ
け
て
医
師
と
し
て
独
立

す
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
西
南
戦
争
が
勃
発
し
た
。
鹿
児
島
の
多
く
の
医
師
た
ち
は
、

薩
軍
に
参
加
し
、
生
き
て
郷
里
に
戻
っ
た
者
は
、
元
東
と
同
じ
よ
う
に
市
井
の
医
師

と
し
て
そ
の
後
半
生
を
暮
ら
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
医
師
た
ち
に
よ
っ
て
し

だ

い

に
近
代
医
学
が
鹿
児
島
の
諸
地
域
に
普
及
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
鹿
児
島
の
蘭
学
は
、
当
時
の
博
物
学
の
影
響
と
島
津
重
豪
の
蘭
学
趣
味
か
ら
、
藩

は

オ
ラ
ン
ダ
通
詞
を
招
聰
し
て
、
は
じ
め
て
蘭
学
が
薩
摩
の
地
に
も
た
ら
さ
れ
た
。

斉
彬
の
父
斉
興
の
時
代
に
は
、
蘭
方
医
の
前
田
杏
斎
や
松
木
雲
徳
が
君
側
に
仕
え
て

い

る
。
ま
た
自
費
で
江
戸
に
遊
学
し
て
蘭
学
を
学
ぶ
黒
江
綱
介
等
が
お
り
、
綱
介
の

父
循
介
も
ま
た
蘭
方
医
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
薩
摩
藩
の
諸
地
域
に
蘭
学
を

学
ぶ
者
た
ち
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
限
ら
れ
て
は
い
た
だ
ろ
う
が
種
痘
も
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
蘭
学
が
重
用
さ
れ
急
速
に
普
及
し
て
い
っ
た
の
は
、
斉

彬
の

時
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
藩
が
推
進
し
た
集
成
館
事
業
の
周
辺
に
顕
著
で
あ
っ
た
。

斉
彬
は
ま
た
藩
士
の
藩
外
遊
学
を
熱
心
に
す
す
め
、
安
政
三
年
二
月
に
は
八
木
元
悦

の

二
人
賄
料
の
遊
学
費
を
三
人
賄
料
に
増
額
、
四
月
に
は
一
般
の
遊
学
費
も
三
人
賄

料
と
な
っ
た
が
、
遊
学
の
希
望
者
は
少
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
多
く
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

合
、
藩
士
た
ち
の
経
済
的
な
問
題
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
坂
や

江
戸

と
い
っ
た
遠
隔
の
地
へ
の
遊
学
は
稀
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
む
し
ろ
薩
摩
藩

で

は
優
秀
な
蘭
学
者
を
藩
士
に
採
用
し
た
り
、
蘭
学
者
た
ち
と
の
人
脈
を
活
用
す
る

と
い
う
傾
向
が
強
か
っ
た
。

　

た
だ
し
、
こ
の
頃
に
な
る
と
藩
士
の
長
崎
出
張
や
遊
学
が
目
に
み
え
て
多
く
な
っ

て

く
る
。
薩
摩
藩
で
は
、
最
も
多
い
の
が
長
崎
で
あ
る
。
中
で
も
安
政
二
年
に
設
置

さ
れ
た
長
崎
海
軍
伝
習
所
に
は
二
十
八
名
も
の
藩
士
が
入
所
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
蘭
学
は
し
だ
い
に
日
用
の
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
特
に
薩
英
戦
争
後
に
お
い
て
は
開
成
所
が
設
け
ら
れ
る
等
、
｛
層
そ
の
普
及
が
は

か

ら
れ
た
が
、
し
だ
い
に
時
代
を
反
映
し
て
洋
学
の
中
味
は
蘭
学
か
ら
英
学
へ
と
移

行

し
、
後
期
の
開
成
所
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
英
学
が
主
流
と
な
っ
た
。
ま
た
医

学
の
面
で
は
、
地
域
に
お
け
る
蘭
方
医
療
の
普
及
に
つ
い
て
、
今
回
一
、
二
の
事
例

が
見
出
せ
た
が
、
本
格
的
に
鹿
児
島
が
西
洋
医
学
の
恩
恵
を
受
け
る
の
は
、
英
医

ウ
ィ
リ
ス
の
招
聰
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
ウ
ィ
リ
ス
の
弟

子

と
し
て
沖
永
良
部
島
か
ら
入
門
し
た
操
担
勤
、
沖
揖
賢
、
鎌
田
宗
円
の
三
人
と
大

島
の
鳥
丸
一
郎
が
判
明
し
て
い
る
。
こ
の
時
奄
美
に
も
西
洋
医
師
の
門
人
が
あ
ら
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
鹿
児
島
に
お
け
る
蘭
学
の
受
容
と
そ
の
変
遷
は
、
他
の
地
域
に
比
べ
か
な
り
特
殊
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な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
一
方
、
最
後
の
薩
摩
藩
主
島
津
忠
義
の
父
久
光

の

『玉
里
島
津
家
史
料
』
明
治
元
年
に
、
藩
医
で
あ
る
漢
方
医
柳
田
友
広
の
漢
洋
医

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

師
に
関
す
る
上
書
が
所
載
さ
れ
て
い
る
。
柳
田
は
し
き
り
に
洋
医
が
尊
重
さ
れ
漢
方

医
流
が
退
け
ら
れ
て
い
る
状
況
を
嘆
き
、
「
漢
方
医
ノ
才
能
ア
ル
者
」
の
採
用
を
訴

え
て
い
る
。
こ
の
頃
、
医
学
の
面
に
お
い
て
は
漢
方
医
の
目
に
も
洋
医
の
拾
頭
が

は

っ

き
り
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

註（
1
）
　
『
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
日
々
』
フ
ァ
ン
・
カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
（
水
田
信
利
訳
　
平
凡
社
東

　
　
洋
文
庫
　
一
九
六
四
年
）
、
『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
ポ
ン
ペ
（
沼
田
次
郎
・
荒
瀬
進
訳
　
雄
松
堂

　
　
新
異
国
叢
書
　
一
九
六
八
年
）
。

（
2
）
　
『
江
戸
参
府
紀
行
』
シ
ー
ボ
ル
ト
（
斎
藤
信
訳
　
平
凡
社
東
洋
文
庫
　
一
九
六
七
年
）
。

（
3
）
　
「
薩
摩
の
洋
学
」
芳
即
正
（
南
方
新
社
『
薩
摩
と
西
欧
文
明
』
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
4
）
　
同
右
。

（
5
）
　
『
斉
彬
公
史
料
』
第
三
巻
　
一
二
四
文
書
　
鹿
児
島
県
維
新
史
料
編
さ
ん
所
（
鹿
児
島
県

　
　
一
九
八
三
年
）
。

（
6
）
　
『
斉
彬
公
史
料
』
第
四
巻
「
島
津
斉
彬
ロ
ー
マ
字
日
記
」
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎

　
　
明
館
（
鹿
児
島
県
　
一
九
八
四
年
）
。

（
7
）
　
『
西
征
紀
行
』
箕
作
院
甫
　
木
村
岩
治
編
（
津
山
洋
学
資
料
館
友
の
会
　
一
九
九
↓
年
）
。

（
8
）
　
『
斉
彬
公
史
料
』
第
四
巻
「
竪
山
利
武
公
用
控
」
（
前
掲
）
。

（
9
）
　
『
在
村
の
蘭
学
』
田
崎
哲
郎
（
名
著
出
版
　
一
九
八
五
年
）
。

（
1
0
）
　
『
寺
島
宗
則
』
犬
塚
孝
明
（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
〇
年
）
。

（
1
1
）
　
『
石
河
確
太
郎
と
薩
摩
藩
』
芳
即
正
（
『
尚
古
集
成
館
紀
要
』
七
号
　
一
九
九
四
年
）
。

（
1
2
）
　
『
長
崎
洋
学
史
』
下
　
古
賀
十
二
郎
（
長
崎
文
献
社
　
一
九
六
七
年
）
。

（
1
3
）
　
『
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
日
々
』
フ
ァ
ン
・
カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
（
前
掲
）
。

（
1
4
）
　
『
贈
正
五
位
中
原
猶
介
事
蹟
稿
』
中
原
尚
徳
・
中
原
尚
臣
（
一
九
二
八
年
）
。

（
1
5
）
　
『
斉
彬
公
史
料
』
第
一
巻
　
一
〇
九
文
書
　
鹿
児
島
県
維
新
史
料
編
さ
ん
所
（
鹿
児
島
県

　
　
一
九
八
一
年
）
。

（
1
6
）
　
『
斉
彬
公
史
料
』
第
一
巻
　
＝
一
文
書
（
右
同
）
。

（
1
7
）
　
『
斉
彬
公
史
料
』
第
］
巻
　
一
一
二
文
書
（
右
同
）
。

（
1
8
）
　
『
種
子
島
家
譜
』
第
五
巻
　
鮫
島
宗
美
（
一
九
六
二
年
）
。

（
1
9
∀
　
「
種
痘
の
普
及
に
尽
力
し
た
蘭
学
者
黒
江
綱
介
」
（
『
広
報
た
か
お
か
』
九
月
号
・
十
月
号

　
　
高
岡
町
　
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
2
0
）
　
「
黒
江
家
文
書
」
に
み
え
る
が
、
現
在
今
城
氏
に
よ
っ
て
整
理
中
で
あ
り
、
発
刊
が
待
た
れ

　
　
る
。

（2
1
）
　
同
右
。

（
2
2
）
　
『
薩
藩
海
軍
史
』
中
巻
　
公
爵
島
津
家
編
纂
所
（
原
書
房
　
一
九
六
八
年
）

（2
3
）
　
同
右
。

（
2
4
）
　
「
幕
末
の
薩
摩
藩
立
開
成
所
に
関
す
る
新
史
料
」
大
久
保
利
謙
編
（
『
大
久
保
利
謙
著
作
集
』

　
　
第
五
巻
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
六
年
）
。

（
2
5
）
　
『
玉
里
島
津
家
史
料
』
巻
五
　
一
五
九
八
文
書
　
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館

　
　
（
鹿
児
島
県
　
一
九
九
六
年
）
。

（
2
6
）
　
『
明
治
維
新
人
名
辞
典
』
日
本
歴
史
学
会
（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
一
年
）
。

（
2
7
）
　
『
忠
義
公
史
料
』
第
七
巻
「
忠
義
公
年
譜
・
年
表
」
鹿
児
島
県
維
新
史
料
編
さ
ん
所
（
鹿
児

　
　
島
県
　
一
九
七
九
年
）
。

（
2
8
）
　
「
『
上
野
景
範
履
歴
』
翻
刻
編
集
」
門
田
明
・
芳
即
正
・
久
木
田
美
枝
子
・
橋
田
晋
作
・
福
井

　
　
辿
子
（
『
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
研
究
所
研
究
年
報
』
第
十
一
号
　
一
九
八
二
年
）
。

（
2
9
）
　
同
右
。

（
3
0
）
　
「
近
代
西
欧
文
明
と
鹿
児
島
」
犬
塚
孝
明
（
『
薩
摩
と
西
欧
文
明
』
南
方
新
社
　
二
〇
〇
〇

　
　年
）
。

（
3
1
）
　
『
鹿
児
島
県
史
』
第
四
巻
（
鹿
児
島
県
　
一
九
四
三
年
）
。

（
3
2
）
　
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
リ
ス
の
門
下
生
た
ち
」
森
重
孝
（
『
鹿
児
島
大
学
医
学
雑
誌
』
第
四
十

　
　
七
巻
補
冊
一
　
一
九
九
五
年
）
。

（
3
3
）
　
『
忠
義
公
史
料
』
第
七
巻
　
五
〇
文
書
（
前
掲
）
。

（
3
4
）
　
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
リ
ス
の
門
下
生
た
ち
」
森
重
孝
（
前
掲
）
。

（
3
5
）
　
「
薩
摩
の
洋
学
」
芳
即
正
（
前
掲
）
。

（
3
6
）
　
『
玉
里
島
津
家
史
料
』
巻
五
　
一
七
九
三
文
書
（
前
掲
）
。

　
　
※
そ
の
他
拙
稿
「
集
成
館
事
業
を
支
え
た
人
々
」
（
『
島
津
斉
彬
の
挑
戦
』
春
苑
堂
　
二
〇
〇

　
　
　
二
年
）
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

（尚
古
集
成
館
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇

〇
三
年
一
月
二
三
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
七
月
一
八
日
審
査
終
了
）
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The　Acceptance　of　Rangaku　and　Changes　in　the　Satsuma　Feudal　Domai皿

TAMuRA　Shozo

This　paper　examines　the　situation　surrounding　the　acceptance　of　Rangaku　by　the　Satsuma　feudal　domain　and　the

changes　it　underwent　from　the　perspective　of　the　Shuseikan　Project，　the　site　of　the　introduction　of　modern

science　and　technology　by　the　Satsuma　f印dal　domain，　which　stood　at　the　vanguard　of　modernization　in　Japan．

　　　Rangaku　in　the　Satsuma　feudal　domain　was　started　by　an　interest　in　natural　history　during　the　Early　Modern

Period　and　the　interest　in　Rangaku　by　Shimazu　Shigehide，　and　gradually　spread　within　the　domain　through

invitations　to　Dutch　translators　and　the　employment　of　physicians　who　practiced　Western　medicine．　Rangaku

became　important　and　spread　rapidly　during　the　time　of　Shimazu　Nariakira　when　it　became　prominent　in

connection　with　the　Shuseikan　Prqlect　undertaken　with　great　vigor　by　the　domain．　Howeveちthe　acquisition　of

Rangaku　learning　by　the　domain’s　retainers　was　less　than　that　of　retainers　from　other　regions　who　went　to　Edo　or

Osaka　to　study　partly　because　of　the　distance　between　the　domain　and　these　centers　of　activity　as　well　as

economic　difficulties．　Instead，　outstanding　Rangaku　scholars　from　the　huge　urban　centers　of　Osaka　and　Edo

were　employed　by　retainers　who　made　effective　use　of　the　personal　connections　they　fbrmed　with　these　Rangaku

scholars．　Still，　travel　to　Nagasaki　to　study　there　was　the　exception．

　　　The　spread　of　Rangaku　within　the　Satsuma　f印dal　domain　was　driven　by　the　domain’s　leadership．　There丘）re，

viewed　from　the　standpoint　of　regional　Rangaku　dif允rences　can　be　seen　in　the　o切ectives，　contents，　scale　and

circumstances　of　its　adoption　by　the　Satsuma　domain　and　other　feudal　domains　durillg　the　same　period．　And　it　is

not　true　that　the　benefits　of　this　dissemination　of　Rangaku　did　not　extend　to　every　region　within　the　domain．

During　the　research　undertaken五）r　this　paper　it　was　possible　to　confirm　examples　of　vaccinations，　which　in　itself

af6rms　the　existence　of　regional　Rangaku．　This　confirmation　is　fbund　in　records　showing　that　the　vaccination

techniques　of　Maeda　Kyosai，　who　received　instruc丘on　in　vaccination　by　the　Dutch　doctor　Otto　Mohnike　in

Nagasaki，　was　passed　on　to　physicians　working　in　Takaoka　and　Tanegashima，　who　then　carried　out　vaccinations

themselves．

　　　Immediately　after　the　Satsuma－Anglo　War　the　Satsuma　domain　established　the　Kaise茸o　academy　Ibr　the

purpose　of　acquiring　Western　studies　that　would　accelerate　modernization　within　the　domain．　At　first，　Rangaku

was　given　precedence　at　the　academy，　but　factors　such　as　world　trends　and　relations　between　the　Satsuma

domain　and　Britain　after　the　Satsuma－Anglo　War　saw　British　studies　steadily　gain　more　and　more　importance．

Then，　the　imオtadon　issued　by　Satsuma　to　the　British　doctor　Wi▲liam　Willis　in　1869　to　establish　a　hospital　and
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medical　school　that　accompanied　the　adoption　by　the　Japanese　state　of　German　medicine　resulted　in　the　rapid

adop廿on　of　Bri6sh　medicine．　It　was　only　after　this　that　the　region　began　to　receive　the　full　bene6ts　of　Western

medicine．
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