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条
約
調
印
直
後
の
四
月
二
十
三
日
、
三
国
の
駐

日
公
使
が
林
董た

だ
す

外
務
次
官
と
面
会
（
陸
奥
は
大だ
い

本ほ
ん
え
い営
の
置
か
れ
て
い
た
広
島
か
ら
兵
庫
・
舞ま
い

子こ

へ
移
り
、
病
気
療
養
中
）
、
日
本
の
遼
東
半
島

領
有
は
清
国
の
首
都
を
危あ

や

う
く
し
、
朝
鮮
の
独

立
を
有ゆ

う
め
い
む
じ
つ

名
無
実
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
極
東
平

和
の
障
害
に
な
る
だ
け
だ
と
し
て
、
遼
東
半
島

の
清
国
へ
の
返
還
を
日
本
に
勧
告
し
た
の
で
す
。

　

陸
奥
外
相
は
、
開
戦
当
初
よ
り
西
洋
列
強
の

干
渉
を
極
度
に
警
戒
し
て
い
ま
し
た
。
講
和
条

約
の
調
印
を
め
ぐ
っ
て
も
、
列
強
は
積
極
的
な

動
向
を
見
せ
て
い
た
の
に
対
し
、
日
清
講
和
は

あ
く
ま
で
当
事
者
間
の
問
題
と
し
て
、
陸
奥
外

相
は
そ
の
内
容
を
四
月
三
日
ま
で
列
強
に
明
か

下
関
に
お
い
て
講
和
会
議
が
開
か
れ
ま
し
た
。

三
十
日
に
休
戦
条
約
が
成
立
、
四
月
十
七
日
に

は
講
和
条
約
（
下
関
条
約
）
が
結
ば
れ
ま
し
た

（
写
真
２
、
３
）。
日
本
側
の
調
印
者
は
伊
藤

博
文（
内
閣
総
理
大
臣
）と
陸
奥
宗
光（
外
務
大

臣
）
で
、
清
国
側
の
調
印
者
が
李り

鴻こ
う
し
ょ
う章
（
北
洋

大
臣
直ち

ょ
く
れ
い隷
総
督
）
と
李り

経け
い
ほ
う方
（
欽き
ん

差さ

大
臣
）
に

な
り
ま
す
（
写
真
４
）
。

　

こ
の
条
約
で
、
朝
鮮
の
独
立
、
清
国
よ
り
日

本
へ
遼り

ょ
う

東と
う

半
島
（
奉
天
省
南
部
）
・
台
湾
・
澎ほ
う

湖こ

諸
島
の
割か
つ

譲じ
ょ
う

、
賠
償
金
約
三
億
円
の
支
払
い
、

西
洋
列
強
と
同
様
の
不
平
等
条
約
の
締
結
、
新

た
な
経
済
的
特
権
の
供
与
な
ど
が
認
め
ら
れ
ま

し
た
。
本
条
約
は
五
月
八
日
批ひ

准じ
ゅ
ん

書
交
換
が
な

さ
れ
、
発
効
し
ま
し
た
。

三
国
干
渉

　

し
か
し
、
東
ア
ジ
ア
へ
の
進
出
を
目
指
す
ロ

シ
ア
が
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
と
結
ん
で
日
清

講
和
の
内
容
に
異い

を
唱
え
て
き
ま
し
た
。
講
和

政
府
・
抗
日
を
掲
げ
て
蜂ほ
う

起き

し
、
全チ

ョ
ル
ラ
ド

羅
道
の
首

都
全チ

ョ
ン
ジ
ュ州

を
占
領
す
る
事
態
に
ま
で
発
展
（
い
わ

ゆ
る
「
甲
午
農
民
戦
争
」
）
、
そ
の
鎮
圧
を
目

的
に
日
清
両
軍
が
出
兵
す
る
事
態
と
な
り
ま
し

た
。

　

し
か
し
、
朝
鮮
政
府
と
農
民
軍
の
間
で
停
戦

講
和
が
成
立
、
日
本
政
府
は
出
兵
の
根
拠
を
失

い
ま
す
。
そ
こ
で
派
兵
軍
を
駐
留
さ
せ
る
べ
く
、

清
国
と
の
共
同
に
よ
る
朝
鮮
内
政
改
革
を
提
議

し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
改
革
は
朝
鮮
み
ず
か

ら
の
力
で
お
こ
な
う
べ
き
だ
と
し
て
、
清
国
は

日
本
側
の
提
案
を
拒
絶
。
同
年
七
月
、
こ
こ
に

日
清
両
国
の
対
立
は
指さ

し
ぬ
き貫
な
ら
ぬ
も
の
と
な
り

交
渉
は
決
裂
、
開
戦
に
至
り
ま
す
。

講
和
条
約
の
締
結

　

戦
局
は
日
本
軍
の
圧
倒
的
優
勢
の
も
と
で
進

み
、
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
三
月
よ
り

【写真２】日清講和条約（下関条約）　調印書
　　　　 （外務省外交史料館蔵、以下同じ）

外
交
史
料
展
よ
り

　

令
和
元
年
の
十
一
月
二
日
か
ら
十
二
月
十
五

日
に
か
け
て
、
和
歌
山
県
・
和
歌
山
県
教
育
委

員
会
・
外
務
省
外
交
史
料
館
の
主
催
に
な
る
企

画
展
「
外
交
史
料
と
近
代
日
本
の
あ
ゆ
み
」

（
外
交
史
料
展
）
を
和
歌
山
県
立
近
代
美
術
館

に
て
開
催
し
ま
し
た
。

　

そ
の
準
備
を
重
ね
る
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な

「
発
見
」
に
遭
遇
し
ま
し
た
。
刺
激
に
富
ん
だ
、

幸
せ
な
知
的
経
験
だ
っ
た
と
い
う
ほ
か
あ
り
ま

せ
ん
。
本
号
で
は
、
外
務
大
臣
と
し
て
日
清
戦

争
の
外
交
指
導
に
あ
た
っ
た
和
歌
山
県
出
身
の

陸
奥
宗
光
（
一
八
四
四
～
一
八
九
七
）
が
、
そ

れ
に
つ
づ
く
三
国
干
渉
に
対
し
い
か
に
対
応
し

た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
展
示
資
料
を
紹

介
し
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

日
清
開
戦

　

安
全
保
障
上
、
日
本
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
朝
鮮
半
島
へ
の
勢

力
拡
大
を
め
ぐ
り
、
日
本
は
清
国
（
中
国
）

と
鎬し

の
ぎ

を
削け

ず

っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
八
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
九
〇
年
代
前
半
に
お

い
て
は
、
日
清
間
で
朝
鮮
不
可
侵
・
保
全
に
関

す
る
共
通
了
解
が
得
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
忘
れ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
が
一
方
的
に
朝
鮮
へ

の
積
極
的
侵
出
を
狙ね

ら

わ
な
い
か
ぎ
り
は
、
日
清

開
戦
の
可
能
性
は
低
か
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）

春
、
朝
鮮
国
内
で
大
規
模
な
民
衆
反
乱
が
勃ぼ

っ
ぱ
つ発

し
た
の
を
機
に
、
状
況
は
一
変
。
民
衆
宗
教
で

あ
る
「
東と

う
が
く学

」
を
信
じ
る
朝
鮮
の
人
び
と
が
反

【写真３】日清講和条約（下関条約）　調印書附属地図
　　　　　遼東半島の割譲範囲が明示されています。

【写真４】清国皇帝光
こうしょてい

緒帝の国書
　　　　　李鴻章への全権委任状で、横幅は2ｍを超える大部なものです。

動
揺
す
る
陸
奥
宗
光

動
揺
す
る
陸
奥
宗
光

―

三
国
干
渉
へ
の
初
動
対
応―

―

三
国
干
渉
へ
の
初
動
対
応―

令
和
元
年
度

　古
文
書
講
座
Ⅱ

―

『
紀
州
東
照
宮
文
書
』
よ
り―

―

『
紀
州
東
照
宮
文
書
』
よ
り―

南
竜
神
社
の
古
文
書

南
竜
神
社
の
古
文
書

外
交
史
料
展
「
外
交
史
料
と
近
代
日
本
の
あ
ゆ
み
」

　
　
　

   

令
和
元
年
十
一
月
二
日（
土
）
〜
十
二
月
十
五
日（
日
）
　於 

和
歌
山
県
立
近
代
美
術
館

紀
要
第
二
十
二
号
の
刊
行

紀
要
第
二
十
二
号
の
刊
行

『
古
文
書
徹
底
解
釈

　
紀
州
の
歴
史 

第
七
集
』の
刊
行

『
古
文
書
徹
底
解
釈

　
紀
州
の
歴
史 

第
七
集
』の
刊
行

ケ
ー
ス
展
示
か
ら

徳
川
家
入
国
四
〇
〇
年
記
念

徳
川
家
入
国
四
〇
〇
年
記
念

徳
川
家
入
国
四
〇
〇
年
記
念
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さ
ず
講
和
交
渉
を
進
め
て
い
ま
し
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
最
後
の
土ど

壇た
ん

場ば

で
列
強
の
干
渉
、

し
か
も
も
っ
と
も
恐
れ
て
い
た
連
合
干
渉
が
現

出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

日
本
は
ロ
シ
ア
と
の
対
立
深
化
を
避
け
る
た

め
、
五
月
四
日
勧
告
の
受
諾
を
決
定
、
十
日
に

は
遼
東
半
島
還
付
に
関
す
る
詔し

ょ
う
ち
ょ
く勅

が
出
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
う
え
で
十
一
月
八
日
、
清
国
と
の

間
で
遼
東
半
島
還
付
条
約
に
調
印
し
ま
し
た

（
写
真
５
）
。
日
本
側
の
調
印
者
は
林
董
（
駐

清
公
使
）
、
清
側
の
調
印
者
は
李
鴻
章
（
欽
差

全
権
大
臣
）
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
清
か
ら
の

還
付
金
約
四
五
〇
〇
万
円
と
引
き
換
え
に
、
日

本
は
遼
東
半
島
を
清
国
へ
返
還
し
ま
し
た
。
三

国
干
渉
は
日
本
が
列
強
の
圧
力
に
屈
す
る
形
で

落
着
し
た
わ
け
で
す
。

陸
奥
の
楽
観
論

　

日
清
講
和
を
め
ぐ
る
西
洋
列
強
の
動
向
は
、

各
国
駐
在
公
使
よ
り
陸
奥
外
相
の
も
と
へ
逐
一

す
る
楽
観
的
な
見
方
が
広
が
っ
て
い
た
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

驚き
ょ
う
が
く愕
す
る
陸
奥

　

こ
う
し
た
な
か
、
陸
奥
外
相
か
ら
の
二
十
日

付
電
信
を
同
日
午
後
六
時
四
〇
分
に
受
け
取
っ

た
青
木
公
使
は
、
早
速
ド
イ
ツ
外
相
と
面
会
。

こ
こ
で
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

青
木
公
使
は
、
ド
イ
ツ
外
相
と
の
面
会
を
終

え
て
急
ぎ
そ
の
内
容
を
ま
と
め
、
そ
の
日
の
う

ち
に
打
電
（
午
後
一
一
時
四
四
分
発
）
。
長
文

か
ら
な
る
こ
の
電
信
は
二
回
に
分
け
て
送
ら
れ
、

陸
奥
外
相
の
も
と
へ
着
い
た
の
は
、
そ
の
前
半

部
分
が
二
十
一
日
の
深
夜
、
そ
の
後
半
部
分
は

二
十
二
日
の
午
後
で
し
た
（
写
真
６
）
。

　

列
強
の
干
渉
に
対
す
る
楽
観
論
が
蔓ま

ん
え
ん延

し
て

い
た
と
こ
ろ
に
舞
い
込
ん
で
き
た
、
青
木
公
使

の
報
せ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
ド
イ
ツ

外
相
の
「
意い

嚮こ
う

俄に
わ

か
に
変へ

ん

じ
た
る
が
如ご

と

く
」
、

彼
は
「
日
本
は
旅り

ょ
じ
ゅ
ん順

口
（
遼
東
半
島
）
を
領

請
求
を
伝
え
る
林
次
官
の
電
信
か
ら
編へ

ん
て
つ綴
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
求
め
ら
れ
た
共
同
面
会
は
結
局
延
期

さ
れ
、
実
現
し
た
の
は
四
月
二
十
三
日
で
し
た
。

こ
れ
が
遼
東
半
島
返
還
の
共
同
勧
告
と
な
る
の

で
す
。
こ
の
二
十
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
の
間
、

ド
イ
ツ
公
使
申
し
入
れ
の
真
意
を
探
る
べ
く
、

陸
奥
外
相
や
林
次
官
の
動
き
が
慌あ

わ

た
だ
し
く
な

り
ま
す
。

　

陸
奥
外
相
は
ま
ず
林
次
官
に
返へ

ん
で
ん電

し
、
ド
イ

ツ
公
使
と
面
会
の
う
え
、
そ
の
言い

い
分ぶ

ん

を
よ
く

確
認
す
る
よ
う
指
示
す
る
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ

に
駐
在
す
る
青
木
周
蔵
公
使
へ
も
打だ

電で
ん

、
同
政

府
の
意
向
を
確
か
め
る
よ
う
要
請
し
ま
す
。

　

翌
二
十
一
日
、
林
次
官
よ
り
面
会
延
期
の
報し

ら

せ
を
聞
い
た
陸
奥
外
相
は
、
「
独ド

イ
ツ乙

公
使
よ
り

の
申も

う
し

出い

づ
可べ

き
事
も
余あ

ま

り
重
大
な
る
事
柄
と
も

思
わ
れ
ず
、
又ま

た

各
国
連
合
の
勢
い
あ
り
と
も
思

わ
れ
ず
、
左さ

す
れ
ば
本
大
臣
は
兎と

も
角か

く

も
明
日

午
前
十
時
よ
り
舞
子
迄ま

で

行
く
」
と
返
電
し
て
お

り
、
楽
観
的
に
考
え
て
い
た
の
で
す
。

　

彼
は
青
木
公
使
へ
も
同
様
の
所し

ょ
け
ん見
を
伝
え
て

い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
公
使
の
申
し
入

れ
は
お
そ
ら
く
、
貴
君
が
た
び
た
び
報
せ
て
く

れ
た
〝
日
本
が
列
強
を
出
し
抜
き
単
独
で
清
国

に
経
済
的
な
利
権
を
獲
得
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

ド
イ
ツ
は
日
清
講
和
に
干
渉
す
る
〟
と
の
見
込

み
に
類る

い

す
る
も
の
だ
ろ
う
。
誤
解
は
解
か
ね
ば

な
ら
ぬ
が
大
き
な
支
障
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
「
今
回
迄
の
所
に
て
は
外
国
公
使
の
協
同

し
て
運
動
す
る
模
様
見
え
ず
」
と
。

　

陸
奥
外
相
は
、
列
強
の
干
渉
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
経
済
的
な
利
権
に
関
し
て
で
あ
っ
て
領

土
割
譲
に
対
し
て
で
は
な
く
、
か
つ
共
同
介
入

は
な
い
も
の
と
高た

か

を
括く

く

っ
て
い
た
の
で
す
。
外

務
省
内
に
は
、
ド
イ
ツ
公
使
の
申
し
入
れ
に
対

届
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
青
木
周し

ゅ
う
ぞ
う蔵
駐
独
公
使

か
ら
、
ド
イ
ツ
政
府
は
日
本
が
単
独
で
清
国
に

「
特
別
な
る
経
済
的
利
益
を
求
め
」
る
な
ら
ば

「
大
に
こ
れ
に
反
抗
す
べ
し
」
と
の
観
測
、
西

徳と
く
じ
ろ
う

二
郎
駐
露
公
使
か
ら
は
、
奉
天
省
南
部
の
分

割
と
聞
い
て
「
不
快
の
顔
を
為
」
し
、
「
こ
の

箇
条
は
欧
州
各
国
の
感
情
を
害
し
干
渉
の
口
実

を
与
え
」
る
も
の
だ
と
い
う
ロ
シ
ア
政
府
の
意

向
な
ど
、
続
々
と
報
知
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

し
か
し
陸
奥
外
相
は
、
干
渉
の
危
険
性
に
対

処
せ
よ
と
の
訓
令
を
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま

た
講
和
条
約
を
調
印
し
、
翌
日
に
そ
の
旨
明
治

天
皇
に
上じ

ょ
う
そ
う奏

、
嘉か

尚し
ょ
う

の
言
葉
を
受
け
た
の
は
、

講
和
条
約
の
締
結
を
列
強
に
配
慮
す
る
こ
と
な

く
専
決
し
て
も
問
題
な
い
、
と
い
う
楽
観
的
な

読
み
が
彼
に
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
講
和
条
約
調
印
を
上
奏
し
た
二

日
後
の
二
十
日
、
広
島
に
い
る
陸
奥
外
相
の
も

と
へ
、
東
京
の
留
守
を
あ
ず
か
る
林
董
外
務
次

官
か
ら
一
通
の
電
信
が
届
き
ま
し
た
。
す
な
わ

ち
、
本
日
ド
イ
ツ
公
使
が
来
省
、
明
日
他
国
の

公
使
と
共
同
し
て
外
相
へ
「
直
接
に
申も

う
し
あ
げ
た

上
度
き

緊き
ん
よ
う要
事
件
あ
り
」
と
伝
え
て
き
た
。
詳
細
は
明

か
さ
れ
て
い
な
い
が
、
事
は
急
を
要
す
る
重
大

事
項
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
広
島
か
ら
舞
子
へ

移
る
の
を
一
日
遅
ら
せ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の

で
す
。

　

遼
東
半
島
の
返
還
に
関
す
る
外
務
省
の
公
文

書
（
「
外
務
省
記
録
」
）
に
、
「
遼
東
半
島
還

附
一
件　

露
、仏
、独
三
国
干
渉
」（
第
一
～
三

巻
、
松
本
記
録
）
お
よ
び
「
遼
東
半
島
還
附
一

件　

対
清
還
附
条
約
締
結
」
（
第
一
・
二
巻
）

が
あ
り
ま
す
（
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
）
。
こ

れ
ら
一
連
の
簿
冊
の
第
一
冊
目
に
あ
た
る
「
遼

東
半
島
還
附
一
件　

露
、
仏
、
独
三
国
干
渉　

第
一
巻
」
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
公
使
の
共
同
面
会

【写真５】遼東半島還付条約　調印書

【写真６】4月20日付青木周蔵駐独公使電信
　　（陸奥宗光外相宛、前半部分）
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有
す
る
に
於お
い

て
障
害
を
受う

く
べ
し
」
、「
今
や

独ド
イ
ツ逸
国
は
日
本
に
反
対
し
て
他
諸
国
と
共
に
運

動
す
べ
し
」
と
「
言
明
」
し
た
。
「
右
独
逸
国

の
姿
勢
た
る
や
、
実
に
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
故
、

之こ
れ

に
対
し
相
当
の
処
置
を
執
ら
れ
ん
こ
と
を
希

望
す
」
と
。

　

じ
つ
は
、
こ
の
頃
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

次
の
よ
う
な
情
報
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
ロ
シ

ア
の
新
聞
『
ジ
ュ
ル
ナ
ル
・
ド
・
サ
ン
・
ペ
テ

ル
ス
ブ
ル
グ
』
に
は
、
ド
イ
ツ
が
ロ
シ
ア
・
フ

ラ
ン
ス
と
連
合
し
、
日
清
講
和
の
条
件
、
と
く

に
「
日
本
が
狙
っ
て
い
る
領
土
変
更
」
に
つ
い

て
働
き
か
け
る
こ
と
を
三
月
二
十
三
日
か
ら
根

回
し
し
て
合
意
に
達
し
た
、
と
報
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
新
聞
『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

タ
ー
・
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
』
で
も
、
ド
イ
ツ
が

主
導
し
て
連
合
が
つ
く
ら
れ
つ
つ
あ
る
、
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
日
清
講
和
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
政
府

の
動
向
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
は
、
明
ら
か
に
日
本
外
交
の
失
敗
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
た
し
か
に
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
遼

東
半
島
割
譲
撤
回
要
求
は
想
定
さ
れ
て
い
た
と

は
い
え
、
そ
の
動
き
は
な
い
と
読
ん
で
い
た
ド

イ
ツ
を
含
む
連
合
干
渉
と
な
っ
た
た
め
、
陸
奥

外
相
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
政
府
首
脳
を
驚
愕

さ
せ
た
の
で
す
。

　

広
島
か
ら
舞
子
へ
移
ろ
う
と
し
て
い
た
矢
先

に
、
青
木
公
使
か
ら
の
電
信
（
前
半
部
分
）
に

ふ
れ
た
陸
奥
外
相
は
強
い
衝
撃
を
受
け
、
す
ぐ

に
林
次
官
へ
打
電
し
て
い
ま
す
（
二
十
二
日
〇

時
二
五
分
発
、
写
真
７
）
。
ド
イ
ツ
政
府
が

「
旅
順
口
合
併
」
（
遼
東
半
島
割
譲
）
に
つ
い

て
「
故
障
を
唱と

な

う
る
」
（
反
対
・
非
難
す
る
）

の
は
「
驚お

ど
ろ
き
い
り入

た
る
次
第
な
り
」
「
誠
に
解げ

し
難が

た

き
事
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
あ
た
り
に
、
彼
の

硬こ
う

に
な
り
が
ち
な
軍
部
や
国
民
の
敵て

き
が
い
し
ん

愾
心
に
警け

い

鐘し
ょ
う

を
鳴
ら
し
て
い
る
箇
所
も
あ
り
、
貴
重
な
記

録
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
し

か
し
三
国
干
渉
へ
の
対
応
と
い
う
点
に
か
ぎ
っ

て
み
る
と
、
事
実
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の

で
す
。

　

じ
つ
は
日
清
戦
争
に
つ
い
て
も
、
『
蹇
蹇

録
』
の
記
述
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
日
本
側
が
意

図
的
に
戦
争
に
持
ち
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
近
年
の
研
究
で
は
、
清
国
に

対
す
る
強
硬
な
外
交
姿
勢
は
開
戦
決
意
に
も
と

づ
く
も
の
で
は
な
く
、
戦
争
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
根
拠
の
な
い
楽
観
が
日
本
政
府
首
脳
に

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

『
蹇
蹇
録
』
は
外
交
当
事
者
の
貴
重
な
証
言

で
あ
る
と
当
時
に
、
日
本
外
交
を
リ
ー
ド
し
た

陸
奥
の
自
負
や
正
当
性
を
弁
証
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

（
平
良　

聡
弘
）

な
い
、
そ
れ
を
冷
静
に
分
析
し
て
柔
軟
に
対
応

し
た
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
陸
奥

の
リ
ア
リ
ズ
ム
外
交
と
評
さ
れ
る
所ゆ

え
ん以

で
す
。

　

三
国
干
渉
へ
の
対
応
も
こ
の
線
で
ま
と
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
陸
奥
が
三
国
干
渉

を
叙じ

ょ
じ
ゅ
つ述
し
た
際
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
は
、
①

三
国
干
渉
は
ロ
シ
ア
の
主
導
に
よ
る
も
の
で
、

ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
に
外
交
的
主
体
性
は
見
ら

れ
な
い
、
②
ロ
シ
ア
に
よ
る
遼
東
半
島
返
還
勧

告
は
想
定
し
て
お
り
、
日
本
に
外
交
的
な
瑕か

し疵

は
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
『
蹇
蹇
録
』
の
内
容
は
「
外
務
省
記

録
」
か
ら
再
構
成
し
た
本
論
と
大
き
く
隔へ

だ

た
っ

て
い
る
の
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

 

『
蹇
蹇
録
』
は
現
在
に
至
る
ま
で
日
清
戦

争
・
三
国
干
渉
に
関
す
る
古
典
的
文
献
と
し
て

よ
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
外
交

の
中
心
を
担
っ
た
陸
奥
の
考
え
や
彼
に
し
か
知

り
え
な
い
情
報
が
記
さ
れ
て
お
り
、
と
き
に
強き

ょ
う

動
揺
ぶ
り
が
よ
く
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

あ
る
い
は
、
青
木
公
使
の
ド
イ
ツ
政
府
へ
の

「
コ
ン
ミ
ッ
ト
」
（com

m
it

）
に
「
過
ぎ
た

る
処
」
（
外
交
上
の
過
失
）
が
あ
っ
た
た
め
、

ド
イ
ツ
政
府
が
そ
こ
に
付
け
込
み
、
こ
の
よ
う

な
「
不
当
の
事
」
を
申
し
入
れ
て
き
た
の
で
は

な
い
か
、
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
条
約
改
正
に

あ
た
っ
て
あ
れ
ほ
ど
信
頼
し
て
い
た
青
木
公
使

に
対
し
こ
れ
ほ
ど
の
疑
念
を
抱
い
て
い
る
こ
と

か
ら
し
て
、
陸
奥
外
相
が
冷
静
に
判
断
で
き
て

い
な
い
状
況
を
見
て
と
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
三
国
干
渉
に
対
す
る
陸
奥
外

相
の
初
動
対
応
に
は
、
そ
の
楽
観
論
故
の
外
交

的
失
敗
が
露ろ

呈て
い

し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で

し
ょ
う
。
日
清
戦
争
は
パ
ン
ド
ラ
の
箱
を
開
け

て
し
ま
っ
た
か
の
ご
と
く
、
ア
ジ
ア
に
対
す
る

列
強
の
帝
国
主
義
的
な
関
心
を
呼
び
起
こ
し
、

中
国
分
割
（
侵
略
）
を
激げ

き

化か

さ
せ
る
誘ゆ

う

因い
ん

と
な

り
ま
し
た
。
陸
奥
外
相
の
楽
観
か
ら
驚
愕
へ
の

転
落
と
い
う
一
コ
マ
は
、
日
本
政
府
が
列
強
の

こ
う
し
た
新
た
な
動
向
に
つ
い
て
い
け
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

 

『
蹇け
ん
け
ん
ろ
く

蹇
録
』
と
の
齟そ

ご齬

 

『
蹇
蹇
録
』
は
、
日
清
開
戦
・
講
和
よ
り
三

国
干
渉
・
遼
東
半
島
返
還
に
至
る
経
緯
が
陸
奥

の
視
点
か
ら
ま
と
め
ら
れ
た
回
顧
録
で
す
。
三

国
干
渉
が
落
着
し
た
の
ち
、
神
奈
川
・
大お

お
い
そ磯
で

の
療
養
生
活
に
入
っ
た
陸
奥
は
こ
の
書
の
執
筆

に
傾け

い
ち
ゅ
う注
し
ま
し
た
（
表
紙
の
写
真
１
）
。
「
蹇

蹇
」
と
は
心
身
を
労
し
て
忠
節
を
尽
く
す
様さ

ま

を

意
味
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
『
蹇
蹇
録
』
を
読
む
と
、
陸
奥
は
外
相

と
し
て
確
固
た
る
方
針
を
も
つ
と
と
も
に
、
列

強
の
対
日
外
交
へ
の
精
密
な
情
報
収
集
を
お
こ

【写真７】4月22日付陸奥宗光外相電信
（林董外務次官宛）
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本
紙
「
動
揺
す
る
陸
奥
宗
光
―
三
国
干
渉
へ

の
初
動
対
応
―
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
令
和

元
年
秋
、
和
歌
山
県
・
和
歌
山
県
教
育
委
員
会

は
、
外
務
省
外
交
史
料
館
と
共
催
し
、
外
交
史

料
展
「
外
交
史
料
と
近
代
日
本
の
あ
ゆ
み
」
を

開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
展
覧
会
は
、
明
治
一
五
〇
年
を
迎
え
た

平
成
三
十
年
、
県
民
の
皆
さ
ん
か
ら
日
本
外
交

と
陸
奥
宗
光
の
事
績
を
振
り
返
る
展
覧
会
の
和

歌
山
県
内
で
の
開
催
が
要
望
さ
れ
、
県
議
会
で

取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て

実
現
し
ま
し
た
。

　

令
和
元
年
で
創
設
一
五
〇
周
年
を
迎
え
た
外

務
省
の
公
文
書
館
で
あ
る
外
交
史
料
館
に
共
催

い
た
だ
き
、
同
館
及
び
県
立
近
代
美
術
館
と
と

も
に
、
文
書
館
は
展
示
企
画
を
担
当
し
ま
し
た
。

　

外
交
史
料
館
の
ほ
か
、
国
立
国
会
図
書
館
憲

政
資
料
室
、
宮
城
県
美
術
館
及
び
明
治
神
宮
、

県
内
で
は
和
歌
山
市
立
博
物
館
、
串
本
町
立
ト

ル
コ
記
念
館
及
び
串
本
町
教
育
委
員
会
の
所
蔵

資
料
を
借
用
し
、
県
所
蔵
資
料
を
含
め
計
九
一

点
の
資
料
・
美
術
作
品
を
展
示
し
ま
し
た
。

　

外
交
史
料
展
の
展
示
構
成
は
左
の
と
お
り
で

し
た
が
、
①
明
治
期
を
中
心
に
条
約
原
本
を
含

む
多
く
の
外
交
史
料
を
展
示
し
た
こ
と
、
②
地

元
出
身
の
陸
奥
宗
光
に
関
す
る
資
料
を
多
く
展

示
し
た
こ
と
及
び
③
外
交
史
料
と
美
術
作
品
が

合
わ
せ
て
美
術
館
で
展
示
さ
れ
た
初
め
て
の
試

み
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
い
え
ま
す
。

　

期
間
中
、
五
、
八
六
〇
名
に
観
覧
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

日
英
通
商
航
海
条
約
批
准
書
（
明
治
二
十
七

年（
一
八
九
四
））、日
清
講
和
条
約
（
下
関
条

約
）調
印
書（
同
二
十
八
年
）、
日
露
講
和
条
約

（
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
）調
印
書（
同
三
十
八
年
）
、

日
米
通
商
航
海
条
約
批
准
書
（
同
四
十
四
年
）

な
ど
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
重
要
な
条
約
の

原
本
を
一
同
に
見
ら
れ
、
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号

事
件
な
ど
和
歌
山
の
出
来
事
が
日
本
外
交
と
の

関
わ
り
で
理
解
で
き
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
陸
奥
宗
光
関
連
資
料
を
多
く
展
示
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
「
陸
奥
外
交
」
の
再
検
討
・

再
評
価
の
き
っ
か
け
と
な
る
な
ど
、
今
後
に
も

繋
が
る
大
き
な
成
果
が
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

外
交
史
料
展
展
示
構
成

第
一
部　

明
治
の
日
本
外
交
と
陸
奥
宗
光

（
１
）
「
鎖
国
」
か
ら
「
開
国
」
へ

（
２
）
幕
末
維
新
期
和
歌
山
の
外
交
関
係

（
３
）
条
約
改
正
に
向
け
て

（
４
）
条
約
改
正
の
進
展
と
日
清
戦
争
―
陸
奥
外
相
の
時
代
―

（
５
）
日
露
戦
争
か
ら
条
約
改
正
の
達
成
へ

（
６
）
陸
奥
宗
光
の
履
歴
書

第
二
部　

外
交
史
料
と
美
術

（
１
）
和
歌
山
ゆ
か
り
の
渡
米
画
家
、
加
地
為
也

（
２
）
聖
徳
記
念
絵
画
館
の
壁
画
と
外
交
文
書

（
３
）
パ
リ
に
お
け
る
日
本
版
画
展
覧
会

　

今
年
度
の
古
文
書
講
座
Ⅱ
は
、
入
門
を
十
一

月
に
、
初
級
・
中
級
を
十
二
月
に
開
催
し
ま
し

た
。

　

古
文
書
講
座
Ⅰ
と
同
様
、
海
士
郡
木
本
村
高

橋
家
文
書
か
ら
、
鳥
見
史
料
の
古
文
書
を
取
り

上
げ
ま
し
た
。
長
州
征
討
後
の
紀
州
藩
で
、
元

は
在
地
の
下
級
藩
士
だ
っ
た
鳥
見
た
ち
が
、
国

境
の
探
索
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
、
藩
が
軍

事
的
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
か
、
読
み

解
き
ま
し
た
。

　

各
回
の
講
座
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

「
入
門
」
に
は
、
延
べ
一
二
二
名
、
「
初

級
・
中
級
」
は
、
延
べ
一
八
三
名
の
出
席
が
あ

り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
約
九
割
の
方
か
ら
「
と

て
も
よ
か
っ
た
」
「
よ
か
っ
た
」
と
の
回
答
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
入
門
」
ア
ン
ケ
ー
ト
（
抜
粋
）

・
ま
っ
た
く
の
初
心
者
な
の
で
す
が
、
古
文
書

　

の
時
代
背
景
も
教
え
て
い
た
だ
け
た
の
で
、

　

わ
か
り
や
す
く
、
と
て
も
興
味
を
も
っ
て
講

　

義
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
今
後
も
引
き
続
き

　

受
講
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
参
加
す
る
ま
で
は
と
て
も
不
安
で
し
た
が
、

　

一
文
字
ず
つ
ど
う
書
か
れ
て
い
る
か
解
説
し

　

て
下
さ
る
の
で
、
な
ん
と
か
つ
い
て
い
け
ま

　

し
た
。
勉
強
す
れ
ば
少
し
は
読
め
る
よ
う
に

　

な
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
希
望
が
も
て
ま

　

し
た
。
先
生
の
お
人
柄
も
素
敵
で
お
話
も
面

　

白
か
っ
た
で
す
。

「
初
級
・
中
級
」
ア
ン
ケ
ー
ト
（
抜
粋
）

・
古
典
を
読
む
感
じ

　

で
い
ま
し
た
が
、

　

全
く
違
っ
て
い
て
、

　

又
、
漢
文
の
読
み

　

に
も
近
く
大
変
難

　

し
い
け
れ
ど
、
楽

　

し
く
受
講
致
し
ま

　

し
た
。
次
の
講
座

　

も
是
非
受
講
さ
せ

　

て
頂
く
つ
も
り
で

　

お
り
ま
す
。

・
幕
末
の
政
治
の
変
化
が
紀
州
に
ど
の
よ
う
に

　

影
響
し
た
か
の
一
端
が
知
れ
て
お
も
し
ろ
く
、

　

現
代
に
通
じ
る
話
だ
と
思
い
ま
し
た
。
私
も

　

常
に『
古
文
書
徹
底
解
釈　

紀
州
の
歴
史
』＊

　

を
も
ち
あ
る
い
て
勉
強
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

入
門                        

第
１
回 

御お
ん

場ば

一
札

11
月
７
日
（
木
）

第
２
回 

返
却
致
し

11
月
14
日
（
木
）

　

初
級
・
中
級                  

第
１
回　

早
鐘
撞
せ

12
月
５
日
（
木
）

第
２
回　

手
勢
に
て
相
固
め12

月
19
日
（
木
）

第
３
回　

大
野
村
御お
ん

先さ
き

手て

斥
候12

月
26
日
（
木
）

講
師
：
遊
佐
教
寛
嘱
託
研
究
員

海
士
郡
木
本
村
高
橋
家
文
書
鳥
見
史
料

　

＊
『
古
文
書
徹
底
解
釈　

紀
州
の
歴
史
』
は
、
当

　
　

館
で
発
行
し
て
い
る
自
宅
学
習
用
の
古
文
書
テ

　
　

キ
ス
ト
で
す
。
御
希
望
の
方
は
御
来
館
し
て
い

　
　

た
だ
く
か
、
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

　
　

ロ
ー
ド
も
可
能
で
す
。
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フロアレクチャーの様子
（令和元年11月17日）
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令
和
元
年
は
、
紀
州
徳
川
家
初
代
藩
主
頼よ

り
の
ぶ宣

が
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
入
国
し
て
か
ら

四
〇
〇
年
と
な
る
節
目
の
年
で
し
た
。
和
歌
山

県
立
博
物
館
・
和
歌
山
市
立
博
物
館
合
同
特
別

展
『
徳
川
頼
宣
と
紀
伊
徳
川
家
の
名
宝
』（
十

月
十
九
日
～
十
一
月
二
十
四
日
）
な
ど
、
多
く

の
記
念
行
事
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

文
書
館
が
行
っ
た
『
紀
州
東
照
宮
文
書
』（
寄

託
）
の
ケ
ー
ス
展
示
（
十
月
十
九
日
～
十
二
月

二
十
八
日
）
か
ら
、
頼
宣
を
神
と
し
て
祀
る
南

竜
神
社
に
関
す
る
古
文
書
を
御
紹
介
し
ま
す
。

　

現
在
、
徳
川
家
康
を
祭
神
と
す
る
紀
州
東
照

宮
（
和
歌
山
市
和
歌
浦
西
）
の
西
隣
に
、
家
康

の
十
男
と
し
て
生
ま
れ
、
紀
州
徳
川
家
初
代
藩

主
と
な
っ
た
頼
宣
（
南
龍
院
）
を
祀
る
南
竜
神

社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。

　

南
竜
神
社
は
、
有
田
市
矢や

櫃び
つ

な
ど
、
和
歌
山

県
内
外
に
数
か
所
あ
り
ま
す
が
、
紀
州
東
照
宮

の
南
竜
神
社
は
、
紀
州
藩
が
な
く
な
っ
た
後
、

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
創
建
さ
れ
ま
し
た
。

た
（
写
真
２
）。

　

南
竜
神
社
は
現
在
、
紀
州
東
照
宮
に
合
祀
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
当
初
は
そ
の
麓
で
、
か
つ
て

東
照
宮
別
当
寺
の
雲う

ん
が
い
い
ん

蓋
院
天て
ん
よ
う
じ

曜
寺
が
あ
っ
た
場

所
に
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
の
和
歌
山
県
職

員
研
修
所
辺
り
で
す
（
写
真
３
・
４
）。

年
十
一
月
十
五
日
県
社
ニ
列
セ
ラ

レ
、
同
十
二
月
十
五
日
神
宝
鎮
座
ス

（
後
略
）

　

写
真
１
は
、
明
治
四
十
三
年
に
南
竜
神
社
か

ら
県
に
提
出
さ
れ
た
文
書
「
神
社
明
細
帳
」
の

控
え
で
す
。「
由
緒
」
欄
に
創
建
に
至
る
経
緯

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
七
年
、
元
家
老
三
浦
権
五

郎
を
は
じ
め
と
す
る
旧
紀
州
藩
士

た
ち
は
、「
藩
祖
」
頼
宣
を
祀
る

神
社
を
設
立
す
る
運
動
を
始
め
ま

す
。
同
年
十
一
月
に
創
建
は
許
可

さ
れ
、
建
築
に
着
手
し
ま
す
。
翌

八
年
十
一
月
に
は
県
社
の
社
格
が

認
め
ら
れ
、
十
二
月
十
五
日
に
神

宝
鎮
座
と
な
り
ま
し
た
。

　

南
竜
神
社
の
創
建
及
び
維
持
は
、

三
浦
た
ち
が
南
竜
神
社
に
奉
仕
す

る
た
め
に
設
立
し
た
享
誠
舎
（
の

ち
享
誠
社
）
や
、
廃
藩
置
県
後
東

京
に
移
っ
た
紀
州
徳
川
侯
爵
家
か

ら
の
寄
進
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し

　
　

明
細
帳

　
　
　
　

和
歌
山
県
海
草
郡
和
歌
浦
町
字
西
浜

　
　
　
　
　
　
　
　

県
社　

南
竜
神
社

　
　

一
祭
神　
従
二
位
権
大
納
言
徳
川
頼
宣

　
　

一
由
緒　

明
治
七
年
、
和
歌
山
県
旧
和

歌
山
藩は

ん

祖そ

徳
川
頼
宣
殿
、
元
和
五
年

受じ
ゅ

封ほ
う

以
来
、
恩お

ん
い威

寛か
ん
も
う猛

ノ
政
治
ヲ

以も
っ
てテ
戦
後
乱
離
ノ
民
心
ヲ
根こ
ん
け
つ結
、
累

代
藩は

ん

屏ぺ
い

ノ
基
業
ヲ
被あ

い
た
て
ら
れ

相
立
候

そ
う
ろ
う

余
徳
、

遺い

却き
ゃ
く

シし
が
た
き

難
キ
情じ

ょ
う
ぎ誼

ニに

依よ

りリ
、
神し

ん

祠し

ヲ

取と
り

建た
て

、
祭
典
ヲ
行お

こ
な
え
ば

ヘ
ハ
、
清
明
ノ
光こ

う

被ひ

ヲ
以も

っ
てテ

名め
い
せ
き績

ヲ
後
代
ニ
相あ

い
か
が
や
か輝

シ
、

追つ
い
え
ん遠
帰き

厚こ
う

ノ
義
務
モ
相あ
い
た
ち立
可も
う
す
べ
き申
段だ
ん

、
　

同
県
貫か

ん
ぞ
く属

士
族
総
代
シ
テ
三
浦
権
五

郎
奉ね

が
い
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
と
こ
ろ

願
候
処
、
同
年
十
一
月
十
八

日
官
許
ヲ
得
テ
神
殿
建
築
シ
、
同
八

写
真
１　

「
明
細
帳　

明
治
四
十
三
年
三
月
提
出
控　

南
竜
神
社
社
務
所
」

　

神
社
明
細
帳
に
は
、
祭
神
・
境
内
の
広
さ
・
建
物
な
ど
、

神
社
の
基
本
的
事
項
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

写真２  「〔御寄附米御目録〕」　明治９年１月
　明治９年（1876）以降、紀州徳川家から毎年米 20 石（代金納）
が寄附されることとなった旨の目録（写し）です。
　この目録の原本は、宝蔵に保管されたようですが、現存は確認され
ません。

写真３　絵葉書「和歌の浦東照宮南竜神社」津田萬寿堂製
　　　　（『溝端コレクション』）
　　　　　明治の終わり頃のものと思われます。
　　　　　御手洗池を挟んで右 ( 東 ) に紀州東照宮、左に南竜神社
　　　　が鎮座しています。

写真４ 「園遊会場略図」
　いつ行われた園遊会のものか分かりません（明治 15 年以降）
が、旧境内の配置が分かる図です。
　社殿の西（左）に、石碑「建南竜神社記」が描かれています。
この碑は、紀州東照宮境内に現存します。
　享誠社が境内西に隣接していました。
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て
も
享
誠
舎
員
は
尽
力
し
、
ま
た
社
員
と
な
り

ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
廃
藩
置
県
後
も
南
竜
神
社
を

中
心
に
維
持
さ
れ
た
旧
紀
州
藩
の
藩
主
・
藩
士

関
係
の
存
在
は
、
旧
藩
士
の
生
活
や
精
神
の
安

定
の
た
め
に
も
、
ま
た
社
会
秩
序
の
安
定
の
た

め
に
も
、
当
時
ま
だ
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
実
際
に
役
立
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

南
竜
神
社
で
は
、
毎
年
春
と
秋
に
例
祭
が
開

か
れ
、
能
・
狂
言
や
紀
州
藩
ゆ
か
り
の
各
種
武

芸
の
演
武
、
御
船
歌
、
花
火
な
ど
が
奉
納
さ
れ
、

多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
は

紀
州
藩
領
で
あ
っ
た
三
重
県
松
坂
（
の
ち
松
阪

町
。
現
松
阪
市
）
に
も
南
竜
神
社
は
勧か

ん

請じ
ょ
う

さ
れ
、

両
地
の
旧
藩
士
同
士
の
交
流
も
持
た
れ
ま
し
た
。

　

神
社
の
日
常
的
な
社
務
や
奉
仕
は
、
主
に
享

誠
社
の
幹
事
が
執
り
行
っ
て
い
ま
し
た
。
節
目

の
祭
礼
日
な
ど
に
は
三
浦
社
司
や
社
掌
も
奉
仕

し
、
時
に
は
遊
佐
保
（
旧
藩
士
で
享
誠
社
員
で

も
あ
り
ま
し
た
。）
な
ど
東
照
宮
の
神
職
が
手

伝
っ
た
り
、
代
わ
り
を
つ
と
め
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
南
竜
神
社
社
司
で
あ
り
享
誠
社
社
長

で
も
あ
っ
た
三
浦
家
は
、
時
に
徳
川
家
の
名
代

と
し
て
参
拝
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

際
は
、「
三
浦
男
爵
参
拝
」
と
文
書
に
記
さ
れ

て
い
ま
す
。（「
日
誌　

明
治
四
拾
年
一
月
起　

南
竜
神
社
社
務
所
」）

　

ま
た
、
南
竜
神
社
は
、
紀
州
藩
ゆ
か
り
と
さ

れ
る
「
怪け

が
よ
け
ま
も
り

我
除
守
」
を
台
湾
な
ど
遠
方
へ
出
張

し
て
い
る
和
歌
山
県
出
身
の
軍
人
に
贈
る
活
動

を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
（「
雑
書
綴

　

明
治
四
十
二
年
起　

南
竜
神
社
々
務
所
」）。

　

こ
れ
は
、
紀
州
徳
川
家
二
代
光
貞
又
は
五
代

吉
宗
（
の
ち
八
代
将
軍
）
と
の
由
緒
を
持
ち
、

秘
蔵
さ
れ
て
き
た
神
符
だ
と
い
わ
れ
る
も
の
で

剣
は
、
紀
州
東
照
宮
宝
物
の
太
刀
五
口
と
と
も

に
国
宝
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。（「
雑
書
綴（
来

書
ノ
部
）
大
正
元
年
八
月
起　

南
竜
神
社
々
務

所
」）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
明
治
三
十
六
年
に
三
浦
権

五
郎
、
同
三
十
九
年
に
徳
川
茂
承
が
亡
く
な
る

な
ど
、
か
つ
て
紀
州
藩
主
・
藩
士
で
あ
り
、
南

竜
神
社
創
建
に
関
わ
っ
た
人
た
ち
が
い
な
く
な

り
、
享
誠
社
の
メ
ン
バ
ー
も
段
々
と
世
代
交
代

が
さ
れ
て
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
紀
州
徳
川
家
の
機
構
改
革
の
影
響

も
あ
り
、
大
正
八
年
の
頼
宣
入
国
三
〇
〇
年
の

祭
典
を
目
途
と
し
て
、
同
六
年
、
南
竜
神
社
は

紀
州
東
照
宮
に
合
祀
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
同
時
に
、
南
竜
神
社
に
奉
仕
す
る
団
体
で

あ
る
享
誠
社
も
解
散
し
ま
す
。

　

南
竜
神
社
の
頼
宣
ゆ
か
り
の
宝
物
な
ど
は
、

紀
州
東
照
宮
に
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。

　

南
竜
神
社
社
務
所
や
、
享
誠
社
で
作
成
・
取

得
さ
れ
て
き
た
文
書
類
も
、
宝
物
と
同
様
に
紀

州
東
照
宮
に
引
き
継
が
れ
て
い
ま
し
た
。（
大

正
八
年
に
解
散
し
た
徳
義
社
の
文
書
も
一
部
あ

り
ま
す
。）
平
成
二
十
四
年
、
こ
れ
ら
の
文
書

類
は
、
紀
州
東
照
宮
社
務
所
の
古
文
書
と
一
緒

に
、『
紀
州
東
照
宮
文
書
』
と
し
て
、
文
書
館

に
寄
託
さ
れ
ま
し
た
。

　

南
竜
神
社
・
享
誠
社
の
文
書
類
は
、
設
立
期

か
ら
合
祀
さ
れ
る
時
期
ま
で
の
も
の
が
残
っ
て

お
り
、
南
竜
神
社
及
び
明
治
期
の
旧
紀
州
藩
士

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
歴
史
を
通
覧
す
る
こ
と
が
で

き
る
文
書
群
と
い
え
ま
す
。

＊
参
考
文
献

　

松
田
茂
樹
『
明
治
の
和
歌
山
藩
士
族
』

　

図
録
『
徳
川
頼
宣
と
紀
伊
徳
川
家
の
名
宝
』

（
藤
隆
宏
）

　

創
建
後
、
旧
藩
主
徳
川
茂も

ち
つ
ぐ承
や
旧
藩
重
臣
た

ち
は
、
頼
宣
ゆ
か
り
の
品
を
南
竜
神
社
に
奉
納

し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
刀
剣
二
口
は
、
大
正
期

に
国
宝
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。（
法
改
正
に
よ

り
、
現
在
は
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。）

　

享
誠
舎
（
社
）
員
た
ち
は
、
毎
月
皆
で
参
拝

す
る
な
ど
、
互
い
に
協
力
し
て
、
南
竜
神
社
の

維
持
・
発
展
に
つ
と
め
ま
し
た
。
南
竜
神
社
の

神
職
も
、
徳
川
家
の
指
名
に
よ
り
享
誠
舎
舎
長

の
三
浦
が
祠
官
（
の
ち
社
司
）
と
な
る
な
ど
、

享
誠
舎
（
社
）
員
が
就
任
し
ま
し
た
。

　

享
誠
舎
は
ま
た
、
廃
藩
後
の
士
族
の
生
活
の

安
定
・
発
展
の
た
め
に
も
活
動
し
、
学
校
（
協

同
学
舎
）
を
経
営
し
た
り
、
紀
陽
銀
行
の
前
身

と
な
る
株
式
会
社
四
十
三
銀
行
の
設
立
に
も
関

わ
り
ま
し
た
。
旧
藩
士
の
協
力
・
団
結
の
拠よ

り

所ど
こ
ろと

し
て
南
竜
神
社
と
享
誠
舎
（
社
）
が
あ
り
、

ま
た
、
旧
藩
主
徳
川
茂
承
の
存
在
が
あ
っ
た
の

で
す
。

　

一
方
、
紀
州
徳
川
家
は
、
南
竜
神
社
の
建
設
・

運
営
資
金
を
援
助
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
神

職
の
人
選
な
ど
時
折
運
営
に
も
関
わ
り
ま
し
た
。

南
竜
神
社
を
媒
介
に
し
て
、
旧
藩
主
・
藩
士
の

関
係
は
廃
藩
後
も
あ
る
程
度
維
持
さ
れ
て
い
た

の
で
す
。

　

明
治
十
年
、
九
州
で
不
平
士
族
の
反
乱
で
あ

る
西
南
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
徳
川
茂
承
は
墓

参
を
名
目
に
和
歌
山
を
訪
れ
、
南
竜
神
社
を
参

拝
し
ま
す
。
そ
し
て
、
旧
紀
州
藩
士
に
対
し
、

呉
々
も
反
乱
な
ど
企
て
る
こ
と
の
な
い
よ
う
諭

し
、
旧
藩
士
の
救き

ゅ
う
じ
ゅ
つ恤
に
充
て
る
た
め
の
資
金
を

寄
付
し
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
農
地
を
取
得
し
て

地
主
経
営
を
行
い
、
小
作
料
収
入
か
ら
士
族
の

生
活
資
金
や
学
資
の
援
助
、の
ち
に
は
学
校（
徳

義
中
学
校
）
経
営
を
行
う
「
義ぎ

田で
ん

結
社
」
の
徳

義
社
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
同
社
設
立
に
つ
い

す
（
写
真
５
）。
い
く
ら
鉄
砲
を
撃
っ
て
も
弾

が
当
た
ら
な
か
っ
た
キ
ジ
の
羽
裏
に
あ
っ
た
文

字
で
、
後
年
こ
れ
を
持
っ
た
紀
州
に
縁
の
あ
る

将
軍
小
姓
が
江
戸
城
の
堀
に
転
落
し
て
も
無
傷

だ
っ
た
と
い
う
逸
話
が
広
く
流
布
し
て
い
た
よ

う
で
す
。

　

こ
の
神
符
は
、
明
治
二
十
八
年
、
日
清
戦
争

へ
従
軍
す
る
旧
藩
出
身
軍
人
た
ち
少
な
く
と
も

三
、四
八
〇
名
に
、
徳
川
家
か
ら
配
付
さ
れ
て

い
ま
す
。（『
南
紀
徳
川
史　

第
一
冊
』）

　

大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
十
一
月
十
日
、
内

務
省
古
社
寺
保
存
会
委
員
松
平
頼
平
子
爵
が
和

歌
山
市
内
の
徳
義
社
を
訪
問
し
、
同
社
に
預
け

ら
れ
て
い
た
南
竜
神
社
と
紀
州
東
照
宮
の
宝
物

の
刀
剣
を
調
査
し
ま
し
た
。

　

こ
の
調
査
に
よ
っ
て
、
南
竜
神
社
の
神
宝
で

あ
る
来ら

い

国く
に
と
し俊
の
太
刀
は
国
宝
指
定
の
価
値
を
有

す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
翌
年
二
月
、
更
な
る

調
査
の
た
め
、
茨
木
昭
一
社
掌
と
県
庁
職
員
が

宝
剣
を
持
っ
て
東
京
の
内
務
省
へ
出
頭
し
、
預

け
置
き
ま
し
た
。

　

四
月
十
四
日
、
内
務
大
臣
原
敬
に
よ
る
内
務

省
告
示
第
二
十
五
号
に
よ
り
、
南
竜
神
社
の
宝

写
真
５

「
備
附
品　

卅
四
年
七
月
廿
五
日　

享
誠
舎
」　

明
治
34
年

　

２
行
目
が
神
符
の
四
文
字
で
す
。

　
『
南
紀
徳
川
史
』
で
は
「
セ
ウ
カ
ウ
カ
ク
」
と
読
む
と
あ
り

ま
す
が
、「
サ
ム
ハ
ラ
」
と
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
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法
方
用
利
■

◆

に
付
受
室
覧
閲

要
必
で
等
録
目
る
あ

を
等
書
文
料
資
な

請
申
覧
閲
し
索
検

受
え
う
の
入
記
に
書

だ
く
て
し
出
提
に
付

用
利
等
書
文

。

。

。

い
さ

館
閉
は
付
受
の

30
分

す
で
で
ま
前

◆

料
資
政
行
る
い
て
し
架
配
に
棚
書
室
覧
閲

い
さ
だ
く
て
し
覧
閲
に
由
自
は
料
資
考
参

◆

申
認
承
写
複
、は

合
場
る
れ
さ
望
希
を
写
複

だ
く
て
し
出
提
に
付
受
え
う
の
入
記
に
書
請

間
時
館
開

◆

前
午

10

◆

日
休
替
振
び
及
日
祝
・
日
曜
日
・
土

前
午

10

日
館
休
■

 

◆

と
る
な
重
と
日
休
替
振
は
又
日
祝
（
日
曜
月

）
日
平
の
後
の
そ

は
き

◆

始
年
末
年

12
月
29

◆

日
理
整
内
館

日
４
月
１
・

）
日
５

は
き
と
の
日
曜
月
（

12
月

日
曜
木
２
第

）
日
翌
の
そ

、

、

、

は
き
と
る
な
重
と
日
祝
（

間
期
理
整
別
特
・

10

）
回
１
年
（
間
日

い
な
ん
あ
ご
の
通
交
■◆

JR

ら
か
駅
市
山
歌
和
鉄
電
海
南
・
駅
山
歌
和

約
で
ス
バ

20
分

◆

分
３
約
歩
徒
車
下
停
ス
バ
松
高
ス
バ
山
歌
和

  

り
よ
だ
館
書
文
立
県
山
歌
和

第

号

和
令

２
年
３

31
月

日

発

行

行
発
・
集
編

館
書
文
立
県
山
歌
和

一
四
六
〒

－

一
五
〇
〇

七
目
丁
一
松
高
西
市
山
歌
和

－

八
三

内
館
学
志
に
く
の
き

電

話

三
七
〇

－

六
三
四

－

〇
四
五
九

Ｘ
Ａ
Ｆ

三
七
〇

－

六
三
四

－

一
四
五
九

印

刷

57

有
限
会
社
隆
文
社
印
刷
所

文
書
館
の
利
用
案
内

、、

、

　

大
変
御
好
評
い
た
だ
い
て
い
る
『
古
文
書
徹

底
解
釈 
紀
州
の
歴
史
』
シ
リ
ー
ズ
は
、
文
書

館
の
古
文
書
講
座
で
取
り
上
げ
た
古
文
書
の
写

真
に
、
詳
細
な
解
説
・
釈
文
（
解
読
）・
読
み

下
し
文
・
文
意
例
（
現
代
語
訳
）
を
加
え
た
本

で
す
。
古
文
書
の
用
語
や
語
法
は
も
ち
ろ
ん
、

原
文
の
用
語
間
違
い
や
文
章
力
の
巧
拙
も
解
説

し
、
文
意
を
徹
底
的
に
解
釈
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
そ
こ
か
ら
、
江
戸
時
代
の
紀
州
の
社
会
構

造
、
制
度
や
運
用
の
実
態
も
明
ら
か
に
し
ま
す
。

　

令
和
元
年
度
発
行
の
第
七
集
は
、「
拙
者
出

張
り
居
り
候
」
と
題
し
、
文
書
館
蔵
『
中
筋
家

文
書
』
か
ら
、
紀
州
藩
名
草
郡
和
佐
組
（
現
和

歌
山
市
東
部
）
の
大
庄
屋
が
職
務
上
作
成
・
取

得
し
た
古
文
書
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

近
年
、
猪
や
鹿
な
ど
の
野
生
動
物
が
人
里
に

出
没
す
る
事
件
が
多
発
し
て
い
ま
す
が
、
江
戸

時
代
に
も
同
様
な
現
象
が
あ
っ
た
こ
と
が
古
文

書
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
す
み
か

を
奪
っ
て
害
獣
を
よ
そ
に
追
い
や
る
と
い
う
手

立
て
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
驚
き
ま
す
。

　

村
に
現
れ
作
物
を
荒
ら
す
猪
鹿
駆
除
の
際
、

勘
違
い
し
た
大
庄
屋
が
鉄
砲
打
ち
に「
出
張
る
」

話
な
ど
、
村
の
鉄
砲
に
関
す
る
古
文
書
を
読
ん

で
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
幕
末
期
に
町
人
・
百
姓
た
ち
も
取
り

立
て
ら
れ
て
組
織
さ
れ
た
農
兵
の
銃
隊
訓
練
や

鉄
砲
の
取
扱
い
に
関
す
る
古
文
書
な
ど
も
取
り

上
げ
ま
す
。

＊
『
古
文
書
徹
底
解
釈 

紀
州
の
歴
史 

第
七
集
』

　

は
、
残
部
が
あ
る
限
り
文
書
館
閲
覧
室
で
お

　

配
り
し
ま
す
。
ま
た
、
文
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ

　

ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

・
平
良
聡
弘
「
紀
州
沖
の
灯
火
を
も
と
め
て
―

幕
末
維
新
期
の
灯
台
を
め
ぐ
る
内
外
動
向
―
」

　幕
末
維
新
期
、
日
本
国
内
の
灯
台
設
置
を
め

ぐ
っ
て
江
戸
幕
府
・
明
治
新
政
府
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
と
の
間
で
か
な
り
詳
細
か
つ
激
し
い
交

渉
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
紀
州
潮
岬
灯
台
・
樫
野

埼
灯
台
（
串
本
町
）
の
事
例
を
中
心
に
論
じ
ま

す
。
外
交
史
料
展
の
成
果
報
告
で
す
。

・
松
島
由
佳
「
「
附
込
帳
」
に
み
る
奥
女
中
の

役
替
に
つ
い
て　

そ
の
７
」

　当
館
蔵
「
附つ
け
こ
み
ち
よ
う

込
帳
」
よ
り
、
万
延
二
年

（
一
八
六
一
）
か
ら
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）

ま
で
の
「
女
中
」
項
目
を
翻
刻
し
ま
し
た
。
こ

の
時
期
、
紀
州
徳
川
家
第
十
三
代
藩
主
慶よ
し
と
み福

の

将
軍
宣
下
（
第
十
四
代
将
軍
家い
え
も
ち茂
）
に
よ
り
「
将

軍
生
母
」
と
な
っ
た
実じ
つ
じ
よ
う
い
ん

成
院
。
江
戸
城
本
丸
大

奥
へ
引
き
移
り
と
な
り
ま
す
。
そ
の
際
江
戸
へ

召
し
連
れ
と
な
っ
た
紀
州
藩
奥
女
中
団
が
ど
の

よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
に
注
目
し
ま
す
。

・
藤
隆
宏
「
日
高
町
津
久
野
の
宝
永
・
安
政
津

波
記
録
と
紀
州
藩
の
「
日
銭
」
徴
収
」

　日
高
郡
津
久
野
浦
（
日
高
町
津
久
野
）
の
庄

屋
文
書
『
塩
崎
家
文
書
』（
文
書
館
寄
託
）
か
ら
、

宝
永
地
震
津
波
及
び
安
政
地
震
津
波
に
関
す
る

記
録
と
、
安
政
地
震
の
直
前
に
出
現
し
た
ロ
シ

ア
船
の
影
響
に
よ
り
紀
州
藩
領
内
で
行
わ
れ
た

海
防
政
策
関
係
の
記
録
を
紹
介
し
ま
す
。

・
藤
隆
宏
「
平
成
二
十
九
・
三
十
年
度
の
民
間

所
在
資
料
保
存
状
況
調
査
に
つ
い
て
」

　日
高
郡
日
高
町
、
西
牟
婁
郡
白
浜
町
、
新
宮

市
及
び
東
牟
婁
郡
北
山
村
で
実
施
し
た
共
同
調

査
「
災
害
の
記
憶
」
事
業
か
ら
の
民
間
所
在
資

料
保
存
状
況
調
査
成
果
を
報
告
し
ま
す
。
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