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攀難
緋
一徊

墓前に有志集う
五
代
友
７
一蝙
洟
鍾

攀
上
さ
れ
た
瞑
文

〕『８
ヨ
五
代
塾
顧
間
　
曾
野
豪
夫

明
治
１８
年

１０
月
２
日
五
代
友
厚
の
葬
儀
が
大

阪
阿
倍
野
斎
場
で
盛
大
に
執
行
さ
れ
た
時
に
坐
魔

神
社
渡
退
資
正
宮
司
に
よ
っ
て
真
心
の
こ
も
っ
た

荘
厳
な
祭
文
が
奉
上
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
祭
文
は

五
代
龍
作
編

『
五
代
友
厚
博
』

（昭
和
８
年
）
、

宮
本
又
次
著

『
五
代
友
厚
伝
』

（昭
和
５６
年
）
や

そ
の
他
の
書
籍
に
も
引
用
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
実

は
こ
の
祭
文
の
全
文
は
五
代

没
後

１０
年
目
の
明
治

２８
年

（
‐８９５
）
に
大
阪
で
発
行
さ
れ

た
『商
業
資
料
』
第
９
号

（大

阪
経
済
社
刊
全

Ｂ４
版
全

２７

頁
）
の
ニ
ペ
ー
ジ
ロ
に
記
載

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
（表
紙
の

写
真
は
本
紙
第
２
号
参
照
）

次
ペ
ー
ジ
に
坐
魔
神
社
渡

退

一
登
権
爾
宜

（資
正
富
司

五
代
目
の
孫
）
に
お
願
い
し

た

「書
き
下
ろ
し
文
」
を
掲
載

し
ま
し
た
。
元
の
難
し
い
文

章
と
現
代
語
訳
は
ＨＰ

（
「赤

心
」
通
信

・
展
示
図
録
集
内
の

展
示
図
録

（
１７
）
〈阿
倍
野
墓

地
と
祭
文
〉
ＰＤＦ
フ
ア
イ
ル
）

に
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
の
で

ご
覧
く
だ
さ
い
。

マ
８
ヨ
五
代
塾
主
催
で
１０
月
２
日

（日
）
１０
時
よ
り
大
阪

市
設
南
霊
園
に
て
墓
参
会
を
挙
行
。
心
を
こ
め
た
集
い
と
な

り
ま
し
た
。
川
口
理
事
長
は
、
今
年
は
「
五
代
さ
ん
へ
恩
返
し
」

が
で
き
、
五
代
さ
ん
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か

と
感
謝
の
挨
拶
が
あ
り
、
最
後
に
献
杯
と
参
加
者
全
員
に
よ

る

「赤
き
心
」
の
斉
唱
で
散
会
し
ま
し
た
。
二
部
は
場
所
を
移

し
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー
・食
事
会
を
実
施
、
し
ば
し
五
代
さ
ん
を
偲

び
ま
し
た
。
詳
細
は
本
紙

４
頁
に
掲
載
し
ま
し
た
。

私
は
こ
の

『商
業
資
料
』

を
永
見
克
也
伯
父
か
ら
遺

贈
さ
れ
て
保
有
し
て
い
ま

し
た
が
、
祭
文
は
漢
字
ば

か
り
の
難
解
な
文
章
で
も

あ
る
の
で
公
表
の
機
会
を

失
し
て
い
ま
し
た
。
伯
父

や
母
の
祖
父
米
吉
郎
が
大

阪
で
五
代
の
長
崎
軍
団
の

一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
折

に
触
れ
本
紙
に
記
述
し
て
き
た
通
り
で
す
。
私
が
２０２０

年
春
、
偶
々
パ
ソ
コ
ン
で
五
代
友
厚
関
係
を
検
索
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
大
阪
市
立
大
学

（現
大
阪
公
立
大
学
）

ＯＢ
の
八
木
孝
昌
先
生
が

『新

ｏ
五
代
友
厚
伝
』
（翌
「

研
究
所
）
を
執
筆
中
で
秋
に
発
行
予
定
で
あ
る
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
す
ぐ
に
大
阪
市
立
大
学
同

窓
会
経
由
で
手
持
ち
の
『商
業
資
料
』
の
コ
ピ
ー
を
八

木
先
生
に
お
届
け
し
ま
し
た
。

時
す
で
に
『新
・五
代
友
厚

伝
』
の
最
終
ゲ
ラ
段
階
で
あ

り
増
ペ
ー
ジ
が
不
可
能
な
状

態
で
し
た
が
八
木
先
生
は
や

り
繰
り
を
し
て
『商
業
資
料
』

に
つ
い
て
紹
介
を
し
て
下
さ

い
ま
し
た
。
更
に

『
開
学
の

祖

五
代
友
厚
小
伝
』
（大
阪

市
立
大
学
同
窓
会

Ｎｏ
Ｎ
一
）
に

お
い
て
同
資
料
に
掲
載
し
て

あ
っ
た
前
田
正
名
追
悼
歌
を

再
録
さ
れ
ま
し
た
。

儡
く
雉
屁
恭
警
螂塩
一鶴
膊
翁
饉
薇
鳳
軋
Ю

鸞
し
ま
ね
て
枚
淮
範
殷
咸
雉
薇
熙

実
は

∪
「８
ヨ
五
代
塾
を
設
立
す
る
際
に
名
称
案
の

一
つ
に

「赤
心

五
代
塾
」
が
あ
り
ま
し
た
が
残
念
な

が
ら
取
り
下
げ
ら
れ
た
経
緯
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し

「マ
８
ヨ
五
代
塾

∽
一３
≡
」
の
左
肩
を
ご
覧
下
さ

い
。
赤
い
ロ
ゴ
が
入
れ
て
あ
り
ま
す
。

０

「赤
心
」
継
が
ん

２０２
年
、
∪
お
∞ヨ
五
代
塾
設
立
に
際
し
て
川
口
建
理
事

長
か
ら
八
木
先
生
に
顧
間
に
就
任
し
て
頂
く
こ
と
を

お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
ろ
よ
く
お
引
き
受
け
下

さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
我
々
の
機
関
紙

「∪
８ヽ
３
五
代

塾

∽
ヨ
σ〓
」
に
読
者
ご
承
知
の
よ
う
に
五
代
友
厚
の

名
誉
回
復
に
か
か
る
諸
事
業
に
つ
い
て
の
積
極
的
な

活
動
の
情
報
を
毎
号
の
よ
う
に
寄
稿
し
て
頂
い
て
お

り
洛
陽
の
紙
価
を
高
め
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
（弊
紙

は
会
員
宛
無
料
配
布
で
す
が
）

大
阪
市
立
中
央
図
書
館
に
は

『
商
業
資
料
』
を
Ａ４

に
縮
小
し
た
コ
ピ
ー
が
蔵
書
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
最

近
八
木
先
生
は
ご
友
人
か
ら

「縮
刷
版
」
が
出
版
さ
れ

て
い
る
由
聞
か
れ
た
そ
う
で
す
。
同
資
料
は
大
阪
の

明
治
史
を
知
る
上
で
の
貴
重
な
資
料
で
あ
り
ま
す
。

故
五
代
氏
祭
文
の

「書
き
下
ろ
し
文
」
は
、
次
ぺ
―

ジ
に
掲
載
し
ま
し
た
。
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掟
ユ
代
入
祭
え

（書
き
下
し
え
）

此
の
阿
部
野
の
葬

の
場
に
弁
据
ゑ
安
め
白
し
て
遂
の
別

の

諫

詞
白
す

耶
典

徒
二
位
二
代
入
人
阿
波
程
勲
酉
等
友
厚

の
君
の
棺

の
前
に

ヤ

教
工
波
邊
奇
工
謹

み
教

ひ
宜

白

く

人
人
は
も
元
年
人

の
薩
摩

の
國
島
津

の
殿
に
仕
え
給
ひ
て
神
性
の
並
々
戌
す
為

て
ス
に
西
洋
夫
明
の
化
を
来
ひ
て
花
術
航
海
術
算
術
を
始

め
猶
も
外
國
の
技
術
を
學
び
修
め
て
ふ
命
以
て
人
輪
船
を
購

ひ
未

て
典
船
の
士
官

の
任
に
営
り
績
き
て
船
本
行
の
職

を

本

り
勤

み
動
み
し
に
ぶ
府
と
美
吉
利
國
と
事
た
り
し
時
に

君
が
預

れ
る
御
船
は
焼
失
せ
工
剋
晴
命

危

か
り
し
に
幸
く

も
身
外
全
く
得
絡
し
を
以
て
え
に
利

ぶ
捩
た
し
て
西
洋
各
國

を
各
歴
て
典
國
本
の
炒
に
整

ひ
萬

の
工

業

の
勝
れ
た
る

き
づ
　
　
　
　
も
は
　
　
と
つ
く
に
か
う

さ
い
　

　

り

　

　

ま
な
び
　
　
し
よ
く
さ
ん
ぼ
う
え
き
　
　
み
ち

に
感
き
て
専
ら
外
國
炎
際
の
利
を

覺

て
殖
産
貿
易

の
道
に

ミ
を
委
ね
て
司
計
の
職

を
兼
ね
給
ひ
四
方
に
徘
徊
る
に
々

白

か
ら
天
下
隈
無
く
典
が
美
名

の
廣
よ
り
行
く
折
し
も
在

お
ほ
う
ち
や
ま
の
ば
　
　
か

す

が
　
　
ひ
か
り
ま
か
が
や
　
　
め

い

じ
　
　
い
か
し

お

ほ

み

よ
　
　
な
リ

れ
人
内
出
昇
る
水
日
の
兆
具
輝
く
明
治
の
厳
人
御
代
と
戌

に
た
り
元
年

二

月
参
典
職
外
國
事
務
掛
の
人
命
象

り
尋
で

外
國
事
務
局
判
事
に
昇
り
大
阪
府
判
事
を
兼
ね
大
阪
関
市
場

の
事
務
を
ね
掌
て
同
年
九
月
徒
二
位
下
に
叙
せ
ら
れ

二
年
二
月
含
計
宦
判
事

に
特
り
た
月

常

に
請
白
し
て
職

を
辞
退
た
り
し
に
宦

よ
り
特
に
種
々
の
賜

物

を
下
絡
ひ
し

を

辱

み
豫
て
迅
た

し
裕
ひ
し
索

士
磁

を
戌
得
む
物
と
頓

て
此
の
波
花
津
に
家
居
を
卜
定
め
て
金
銀
鍍
鉄

の
咲
虫
む

群
出
の
多
戌
る
を
究
め
考

へ
金
銀
の
花
満
足
ひ
て
皇
國
の

害

を
爾
益

に
爾
遠
に
宇
三
高
為

む
と
勤
め
腸
み
て
者
た

彦
童

の
得
戌
ら
ぬ
色
の
匂

足
ひ
行
む
事
を
謀
こ
し
て
清
國
掛

き
て
店
を
開
き
輸
出
を
務
み
て
廣
く
逍
く
利
益
を
求

絡
ふ
に

因
り
て
内
外
の
博
覧
含

の
営
牌
を
も
え
得
て
尚
々
も
府
下

の
商
人
と
互

に
相
議
り

常

に
請
白
し
て
商
法
含
議
所
を
設

け
て
典
含

頭

に
撰

れ
幾
．口
か
宦

の
諮
閂
給
ふ
事
に
答

へ
給

ひ
枕
み
し
商
業
を
再
た
さ
む
と
勤
め

渤

れ
し
御

ぶ
童
を

思
虫
れ
ば
胸

塞
り
言
立
ば
息
突
し
も
今
年

の
春
花

の
移

ふ

頃
し
も

ぶ
知
常
戌
さ
り
し
も
今
え
に
身
罷
座
む
と
は
思
ひ
き

い　
　
　
　
　
ひ
と
り
　
　
な
　
　
とう
き
やう
　
　
いでた
ち
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
い
へび
と
ら
は
や

や
員
に
し
口
島
が
呻
く
束
・京

に
出
立
せ
り
し
日
も
家
人
等
疾

行
て
疾
還
座
せ
と
頼
み
し
甲
丈
も
無
く
住
馴
し
家
苑
離
り
て

ネ
枕

ぶ
鮨
く
も

え

裕
ひ
け
む
家
族
親
族
等
の
選
に
は

力

此
頓
に
あ
冥
の
空
遠
く
人
翔
り
座
む
事
を
豫
て
分
せ
ば

き
か　
　
　
　
ほ
し　
　
　
　
　
　
こと　
　
あ
り
　
　
　
　
つヽ　し
　
　
みこと　　かた
り
つぐ
　
　
　
　
こと

開
ま
く
欲
か
り
し
事
も
在
し
を
大
人
の
命

も
語
調
べ
き
事

も
座
け
む
現
身
の
人
の
世
計
り
思
ふ
に
任

ぬ
物
は
有
じ
と

泣
雨
の
千

ぬ
間
も
舛
ら
に
菫
は
も
浦
淋
ひ
暮
し
た
は
も

浦
泣
明
し
年
今
日
よ
り
は
江
兼
業
の
愛
し
面
影
は
不
几
戌
な

む
笙
月
の
清
亮
き
率
は
不
閾
戌
り
な
む
十
代
れ
は
好
し
座
す

と
も
今
二
十
年
鈴
り
は
幸
く
も
在
ね
ど
歎
き
愁

み
俗
ふ

珍
子
等
の
歎

の
社
の
家
雫
包
む
に
徐
る
速

さ
を
知
何
に
せ

む
と
浦
ふ
れ
乍

追
未
し
ガ
を
口
顧
れ
ば
皇
國
の
鳥
億
兆
の
鳥

え

が

た
　
　
あ
り
が
た

　

　

つヽ
　
し

　

　

み
こ
と
　
　
あ
め
つ
ち
　
　
す
め
が
み
た
ち
い
か
に
し

に
得
難
く
有
難
き
大
人
の
命

を
入
比
の
皇
沖
等
妊
何
て

黄
永
神
の
頓
使
を
退

け
掃
ひ
裕
は
ぬ
あ
な
悔
き
か
も
あ
な
惜

う
　
し

　

　

み
こ
と
　
　
み
よ
は
ひ

し

じ

ふ

く

ね

ん
あ
ま
り

　

　

　

　

　

は
か

な

き
か
も
大
人
の
命

い
御
給
四
十
九
年

徐

に
し
て
基
無
く
も

戌
呆
裕
ひ
し
は
手
人

諸

の
災
害
と
や
謂
て
ま
し

生

の
極
み

恙
に
貞
く
仕
給
ひ
し
功
織
を

天

皇

の
営
裕
ひ
愛
で
給
ひ
て

や
ま
ひお
も
　
　
な
り
　
　
と
き
　
　
　
　
く
ん
よ
ん
と
う
　
　
さ
づ
けた
ま
　
　
　
　
　
　
ま
た
　
　
」つ　
し

病
童
く
戌
し
時
は
も
勲
四
等
を
掟
給
ひ
し
は
全
く
人
人
の

命

の
新
御
代
の
初
め
に
童
し
俗
ひ
し

績

に
こ
そ
在
ら
め

し

か

し

　

　

み
　
ま

　

　

と
ど
　
　
お
か

ほ

し

ひ
と
の
こ
こ
ろ
　
　
つ
ね

井
斯
て
御
外
を
留
め
五
よ
く
欲
き
は
人

選
の
常
な
れ
ど
も
日

を
径
月
を
累
ぬ
べ
き
に
在
ね
ば
今
日
と
は
悲

み
愁

む
ヤ
に
も

御
側
に
侍

し
も
誼
方
の
使

を
分
ら
に
泣
々
も
送

白

し
て
此

の
奥
津
城
所
を
十
代

の
常
舘
と
埋
め
白

む
と
し
て
息

の
内
に

立
給
ひ
し
御

功

の
百
の

一
を
言
立
列
ね
て
葬

の
役
典
仕
白

す
御
咎
と
御
洒
御
食
海
川
出
野
の
木
物
を
三

足

し
て
齋
ひ
木

さ
ま
　
　
か
む
な
が
ら

み

た

ま
　
　
つ
ま
び
ら
か
　
　
　
　
き
こ
し

め
　
　
　
　
ま
を

る
状
を
随
神
御
宛
の

群

か
に
開
食
せ
と
白
す

（吉
き
下
し
夫
）
坐
摩
神
社

権
禰
宜

波
邊

一
登

2
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〕ヽ
８
ヨ
五
代
塾
顧
間

八
木
孝
昌

五
代
友
厚
は
数
多
く
の
事
業
に
着
手
し
、
そ
の
ひ

と
つ
ひ
と
つ
が
新
生
日
本
の
近
代
化
に
寄
与
し
ま
し

た
が
、
生
涯
の
最
大
の
事
業
が
弘
成
館
と
い
う
社
名

の
鉱
山
業
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
疑
間
の
余
地
が
あ
り

ま
せ
ん
。
鉱
山
業
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
五
代
が
思

い
つ
い
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
出
発
点
は
島
津

斉
彬
が
藩
主
で
あ
っ
た
五
代
の
青
年
時
代
に
さ
か
の

ば
り
ま
す
。

鶉
燿
ダ
昴
蠅
贔
鍼
鰊
綺
誂
隧
颯

幕
末
四
賢
候
の

一
人
と
さ
れ
る
薩
摩
藩
島
津
斉
彬

藩
主
は
稀
代
の
英
君
で
、
押
し
寄
せ
る
欧
米
列
強
ヘ

の
対
応
策
と
し
て
富
国
と
軍
備
強
化
の
必
要
性
を
唱

え
て
い
ま
し
た
。
い
ち
早
く
西
欧
の
文
物
を
導
入
し
、

近
代
的
な
工
業
の
先
駆
と
な
る
集
成
館
事
業
を
起
こ

し
た
の
は
そ
の
た
め
で
す
。
斉
彬
藩
主
に
は
西
欧
近

代
産
業
の
隆
盛
は
金
属
の
活
用
に
あ
る
と
い
う
認
識

が
あ
り
、
そ
の
認
識
に
基
づ
い
て
、
鉱
山
開
発
を
進
め

て
い
ま
す
。
『鹿
児
島
県
史
料

ｏ
忠
義
公
史
料
』
第
七

巻
所
収

「市
来
四
郎
自
叙
伝
」
に
は
次
の
記
述
が
あ
り

ま
す
。斉

彬
公
は
意
を
採
鉱
の
業
に
注
が
れ
、
金

・銀

ｏ

銅

・
鉄
の
如
き
は
、
殊
に
採
掘
を
督
せ
ら
れ
、

中
に
も
山
ケ
野
金
山
ｏ谷
山
錫
山
は
出
産
多
く
、

其
利
少
な
か
ら
ず
。

こ
の
よ
う
な
藩
挙
げ
て
の
富
国
強
兵
政
策
と
鉱
山

重
視
が
青
年
期
の
五
代
に
影
響
を
与
え
な
い
は
ず
が

あ
り
ま
せ
ん
。
斉
彬
莞
去
か
ら
七
年
後
の
慶
応
元
年

（
一
八
六
五
）
、
数
え
年
三
十

一
歳
の
五
代
は
自
ら
が

藩
に
上
申
し
承
認
さ
れ
た

「薩
摩
藩
英
国
留
学
」
の
引

率
者
の

一
人
と
し
て
英
国
に
密
航
し
ま
す
。

べ
鼈
ギ
量
瑕
軋
雹
躊
逹
鯰
疱
趙
瞑
量
げ

現
地
で
五
代
は
ベ
ル
ギ
ー
貴
族
モ
ン
ブ
ラ
ン
伯
爵

と
知
り
合
い
、
同
伯
爵
の
仲
介
に
よ
っ
て
ベ
ル
ギ
ー

の
諸
工
場
や
諸
社
会
施
設
を
多
数
見
学
し
て
見
聞
を

広
め
る
と
と
も
に
、
慶
応
元
年
八
月
二
十
六
日

（
一
八

六
五
年
十
月
十
五
日
）
に
ベ
ル
ギ
ー
政
府
と
薩
摩
国

と
の
間
の

「商
社
条
約
」
を
結
び
ま
し
た
。
（
こ
の
条

約
は
手
続
き
上
薩
摩
藩
の
批
准
が
必
要
な
の
で
、
こ

の
段
階
で
は
仮
締
結
で
す
。
）
そ
の
第

一
条
に
は
、
「欧

羅
巴
人
と
共
同
結
社
し
て
、
薩
摩
の
領
分
に
あ
る
金

。

銅

ｏ
鉄

ｏ
錫

ｏ
鉛
等
の
山
を
開
き
、
」
種
々
の
機
械
や

武
器
な
ど
を
製
作
し
、
有
益
な
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
産
物

を
輸
入
し
、
国
を
富
ま
せ
る
た
め
の
商
社
を
設
立
す

る
た
め
、
モ
ン
ブ
ラ
ン
は
こ
れ
を
助
け
、
利
益
は
し
か

る
べ
く
配
分
す
る
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
商
社

条
約
に
基
づ
い
て
、
慶
応
元
年
十
二
月
二
十
二
日

（
一

八
六
六
年
二
月
七
日
）
に
モ
ン
ブ
ラ
ン
と
の
間
で
、
洋

式
機
械
の
輸
入
と
鉱
山
資
源
開
発
に
関
す
る
契
約
が

交
わ
さ
れ
ま
す
。
そ
の
契
約
の
最
後
に
書
か
れ
た
鉱

山
開
発
は
次
の
よ
う
で
す
。

一
、
鉄
製
局
　
　
一
、
金
山
　
　
一
、
銀
山

一
、
錫
山
　
　
　
一
、
石
灰
山
　
一
、
鉛
山

右
六
ケ
条
、
商
社
盟
折言
の
上
、
土
質
学
の
達
人

を
相
雇
ひ
、
国
中
普
く
点
検
し
て
、
其
場
所
に

応
じ
至
当
の
業
を
相
開
く
べ
く
候
。

こ
こ
に
は
鉱
山
技
師
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
雇
っ
て

薩
摩
国
の
鉱
山
開
発
を
進
め
よ
う
と
す
る
明
確
な
意

思
が
読
み
取
れ
ま
す
。

五
代
は
慶
応
二
年

（
一
八
六
六
）
二
月
に
帰
国
し
、

藩
は
ベ
ル
ギ
ー
と
の
条
約
を
批
准
し
ま
す
。
そ
し
て

モ
ン
ブ
ラ
ン
に
対
し
て

「薩
摩

・
大
隅
・
日
向
三
州
兼

琉
球
国
」
家
老
連
名
で

「当
年
九
月
、
十
月
頃
に
我
が

国
を
出
港
し
、
ベ
ル
ギ
ー
国
そ
の
他
へ
和
親
条
約
締

結
の
た
め
使
節
を
派
遣
」
す
る
旨
の
文
書
を
送
り
ま

す
。と

こ
ろ
が
事
態
は
暗
転
し
ま
す
。
同
年
六
月
に
英

国
公
使
パ
ー
ク
ス
が
薩
摩
藩
を
訪
問
し
、
英
国
と
薩

摩
藩
の
友
好
関
係
が
急
速
に
強
ま
っ
た
こ
と
が

一
つ

の
理
由
で
す
。
二
つ
目
は
、
慶
応
三
年
七
月
に
帰
国
の

途
に
つ
い
た
薩
摩
藩
使
節
団
に
同
行
し
て
、
鉱
山
技

師
等
を
伴
っ
て
ベ
ル
ギ
ー
貴
族
モ
ン
ブ
ラ
ン
が
薩
摩

を
訪
問
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
モ
ン
ブ
ラ
ン
に
つ
い

て
藩
内
に
悪
い
評
判
が
立
ち
、
モ
ン
ブ
ラ
ン
の
来
訪

が
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
三
番
目
は
、
幕
府
と
薩
摩

藩
の
対
立
関
係
が
幕
末
の
動
乱
へ
と
突
き
進
み
、
富

国
の
課
題
の
推
進
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
で

す
。こ

う
し
て
五
代
の
目
指
し
た
富
国
の
課
題
は
棚
上

げ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

躙
鰊
絣
雉
躊
晰
釉
盪
趙
卜
婉
瘍
写
憚

明
治
元
年

（
一
八
六
八
）
一
月
に
明
治
新
政
府
参
与

と
し
て
大
坂
外
国
掛
の
要
職
を
担
当
し
た
五
代
は
、

そ
の
直
後
に
起
き
た
堺
事
件
の
解
決
に
尽
力
し
て
国

難
を
救
う
な
ど
、
顕
著
な
働
き
を
し
ま
す
が
、
翌
明
治

二
年
に
横
浜
会
計
官
権
判
事
と
し
て
転
勤
に
な
っ
た

の
を
機
会
に
、
同
年
七
月
に
官
職
を
辞
し
ま
し
た
。
そ

し
て
、
大
阪
市
東
区
に
仮
の
居
を
構
え
て
、
大
阪
で
の

経
済
活
動
を
開
始
し
ま
し
た
。

明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
に
大
阪
に
設
置
さ
れ
た
造

幣
局
は
明
治
四
年

（
一
八
七

一
）
二
月
十
五
日
に
創
業

式
を
開
催
し
、
金
貨
・銀
貨
の
鋳
造
を
開
始
し
ま
し
た
．

大
阪
で
官
職
に
あ
っ
た
時
期
か
ら
造
幣
局
設
置
に
関

与
し
て
い
た
五
代
は
、
こ
の
推
移
に
対
応
す
る
か
の

よ
う
に
、
明
治
二
年
十
月
に
大
阪
府
西
成
郡
今
宮
村

（現
大
阪
市
浪
速
区
恵
美
須
町
）
に
金
銀
分
析
所
を

開
設
し
ま
し
た
。
こ
の
分
析
所
の
主
な
事
業
は
日
本

の
旧
金
貨
や
旧
銀
貨
を
集
め
て
溶
解
精
製
し
、
金
貨

・

銀
貨
鋳
造
の
原
料
と
な
る
地
金

（じ
が
ね
）
と
し
て
造

幣
局
へ
納
品
す
る
こ
と
で
し
た
。
五
代
は
こ
の
事
業

に
よ
っ
て
「巨
万
の
富
」
（五
代
龍
作
『
五
代
友
厚
伝
』
）

を
得
ま
し
た
。

橙
眈
絣
晰
鐵
鶉

五
代
は
明
治
四
年

（
一
八
七

一
）
十
月
に
大
和
国

（後
の
奈
良
県
）
吉
野
郡
天
川
郷
の
天
和
山

（
て
ん
な

さ
ん
）
を
買
い
ま
し
た
。
そ
の
三
カ
月
前
、
明
治
政
府

は

「廃
藩
置
県
」
を
断
行
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

政
治
と
経
済
が
藩
ご
と
に
行
わ
れ
る
仕
組
み
を
抜
本

的
に
改
革
し
、
藩
を
県
に
統
廃
合
し
て
中
央
集
権
国

家
に
転
換
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。
五
代

が
幕
末
以
来
暖
め
続
け
て
い
た
鉱
山
業
に
、
「廃
藩
置

県
」
に
よ
っ
て
オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
の
舞
台
が
与
え
ら

れ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た

五
代
は
、
ま
ず
手
始
め
に
奈
良
の
銅
山
を
買
い
ま
し

た
。
こ
の
あ
と
次
々
に
山
を
買
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
の

資
金
と
し
て
金
銀
分
析
所
の
「巨
万
の
富
」
が
充
て
ら

れ
ま
し
た
。
五
代
の
鉱
山
業
が
い
か
に
遠
大
な
計
画

で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
と
い
う
も
の
で
す
。
（次
号
ヘ

続
く
）

島津斉彬薩摩藩主 (尚古集成館像 )

渡欧中の五代友厚 (中央 )、 左通詞
堀孝之、右グラバー商会ライル・ホウム

(鹿児島・黎明館蔵 )
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五
代
友
厚
は
東
京
で

療
養
中
の
‐８８５
年

９
月

２０

日
病
状
さ
ら
に

一

変
、
危
篤
の
容
態
を
呈

し
た
。
こ
の
時
本
籍
を

鹿
児
島
か
ら
大
阪
に
移

し
た
。
大
阪
を
死
に
場

所
と
し
た
い
と
予
て
の

本
懐
を
遂
げ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

２２
日
午
後
６

時
２０
分
松
方
正
義
が
遺
言
を
聞
き
と
り
森
山
茂
が
手

記
し
た
。
そ
の
後
昏
々
と
眠
り
に
入
っ
た
。
五
代
危
篤

の
報
が
天
聴
に
入
る
と
多
年
の
勲
功
を
嘉
と
さ
れ
、

勲
四
等
に
叙
し
、
旭
日
小
綬
章
を
授
与
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
宮
内
大
輔
吉
井
友
美
が
五
代
に
代
わ
っ
て

宮
中
に
て
拝
受
、
来
た
っ
て
病
室
に
入
り
端
座
し
て

告
げ
た
。
そ
の
後
昏
睡
状
態
を
続
け
て
２５
日
午
後
１

時
長
逝
し
た
。
柩
は
２８
日
夜
中
１２
時
頃
に
中
之
島
の

本
邸

（現
日
本
銀
行
大
阪
支
店
）
に
帰
っ
た
。

１０
月

２
日
１２
時
３０
分
柩
は
本
邸
を
出
発
、
午
後
２
時
３０

分
頃
に
天
王
寺
埋
葬
地

（現
大
阪
市
設
南
霊
園
）
に
着

い
た
。

（宮
本
又
次
著

『
五
代
友
厚
伝
』
よ
り
抜
粋
）

墓
参
会
は
川
口
理
事
長
の
挨
拶
と
五
代
友
厚
公
お

よ
び
参
加
者
へ
の
ご
報
告
で
始
ま
り
ま
し
た
。

報
告
は
次
の
五
点
で
す
。

一
つ
は
、
五
代
が

「開
拓
使
払
い
下
げ
事
件
」
の
濡

れ
衣
が
晴
ら
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
明
治
１４
年
の
政
変

時
に

「開
拓
使
官
有
物
を
安
値
で
五
代
が
引
き
受
け

た
乃
至
引
き

受
け
よ
う
と

し
た
」
と
、
新

聞
に
怪
報

・

誤
報
が
報
じ

ら

れ

ま

し

た
。
戦
後

一
歴
史
学
者
の
論
文
で

そ
れ
が
定
説
化
し
、
教
科
書
の
記

述
ま
で
も
誤
っ
た
ま
ま
‐４０
年
余

り
濡
れ
衣
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
最
近

に
な
り
、
過
去
の
五
代
友
厚
伝
記

書
に
誤
り
が
多
い
と
指
摘
し
、　
一

次
史
料
を
丁
寧
に
調
べ
上
げ
過
去

の
定
説
を
覆
し

『
新

・
五
代
友
厚

伝
』
（著
者
八
木
孝
昌
）
や

『
五
代

友
厚
と
北
海
道
開
拓
使
事
件
』
（著

者
末
岡
照
啓
）
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
結
果

ｚ
エバ
歴
史

教
養
番
組
内
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
大
河
ド
ラ
マ

「青

天
を
衝
け
」
内
の
セ
リ
フ
、
ま
た
関
西
テ
レ
ビ
の
ド
キ

ュ
メ
ン
ト
映
像
内
で
も
特
集
で
放
映
紹
介
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
更
に
大
阪
市
立
大
学

（現
大
阪
公

立
大
学
）
と
ＯＢ
会
の
ご
尽
力
で
教
科
書
会
社
へ
の
修

正
申
し
入
れ
を
行
っ
た
結
果
、
早
々
に

一
社

（清
水
書

院
）
が
事
実
へ
書
き
替
え
対
応
を
し
ま
し
た
。

五
代
は
当
時
の
政
局
崩
壊
を
案
じ
黙
視
し
、
時
が

来
れ
ば
わ
か
る
、
と

…

・
五
代
に
と
っ
て
は
ま
こ
と

に
悔
し
い
出
来
事
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

二
つ
目
は
、

五
代
友

厚

の

描

い
た
竹

の

絵

の
掛

け
軸

が
妻
豊
子
さ
ん
姪
の
子
孫

・
堂
本
家

（西
宮
在
）
か
ら

見
つ
か
っ
た
こ
と
で
す
。
墓
参
会
に
持
参
い
た
だ
き

五
代
さ
ん
に
見
て
頂
き
ま
し
た
。
私
た
ち
も
‐４５
年
前

の
時
代
を
想
像
し
、
掛
け
軸
を
直
接
目
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
感
激
し
ま
し
た
。

三
つ
目
は
、
五
代
友
厚
の
歌

「赤

き
心
」
を
作

っ
て
頂
け
た
こ
と
で

す
。
作
詞
は
八
木
孝
昌
氏

（
『新

・

五
代
友
厚
伝
』
の
著
者
）
、
作
曲
は

堀
内
圭
三
氏

（シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ

イ
タ
ー

・
五
代
塾
会
員
）
。
今
日
は

堀
内
圭
三
さ
ん
の
ＣＤ
歌
と

一
緒
に

参
加
者
全
員
で
斉
唱
し
ま
し
た
。

四
つ
目
は
、
す
で
に
皆
さ
ん
ご
存
知
で
す
が
、
映
画

「天
外
者
」

（主
演
三
浦
春
馬
）
が

一
昨
年
の
１２
月

に
全
国
上
映
さ
れ
、
現
在
も
好
評
で
三
浦
春
馬
・
五
代

友
厚
フ
ア
ン
の
方
、
他
大
勢
に
見
て
頂
い
て
い
ま
す
。

五
代
友
厚
を
沢
山
の
方
々
に
知
っ
て
頂
く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

五
つ
目
は
、
五
代
友
厚
ｏ豊
子
縁
者
の
方
々
に
ご
参

加
頂
け
た
こ
と
で
す
。
豊
子
さ
ん
の
兄
・森
山
茂
の
御

子
孫
の
親
子
の
方
、
同
じ
く
弟
・真
さ
ん
の
御
子
孫
で

お
孫
さ
ん
以
下
四
世
代
の
方
々
が
東
京
。横
浜

・上
海

（赴
任
先
）
か
ら
五
代
ｏ萱
野
両
家
と
縁
の
あ
る
永
見

家
関
係
者
五
名
も
参
加
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
名
古
屋

か
ら
会
員
の
方
も
来
て
頂
い
て
い
ま
す
。
友
厚
・豊
子

さ
ん
を
通
じ
い
い
出
会
い
が
で
き
ま
し
た
。

墓
参
会
最
後
に

「五
代
さ
ん
あ
り
が
と
う
」
と
献
杯

し
終
了
し
ま
し
た
。
そ
の
後
同
じ
霊
園
内
に
あ
る
萱

野
家
、
森
山
家
の
お
墓
に
お
参
り
を
し
ま
し
た
。

二
部
の
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー
と
懇
親
会
は

「五
代
友
厚

公
の
墓
参
に
あ
た
り

（没

‐３
年
）
」
と
題
し
た
資
料
に

基
づ
き
川
口
理
事
長
が
説

明
、
八
木
顧
問
か
ら
は
教
科

書
記
述
変
更
検
定
の
仕
組

み
、
堂
本
敏
雄
様
か
ら
は
掛

け
軸
の
お
話
等
も
説
明
頂

き
、
そ
の
後
は
皆
さ
ん
で
五

代
さ
ん
の
お
話
や
近
況
な

ど
を
話
し
、
和
気
あ
い
あ
い

の
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し

ま
し
た
。

●
２０２２
年
８
月
２６
日

（金
）

堺
事
件
を
語
り
継
ぐ
会
主
催
勉
強
会

・講
演

】後
藤
勝
徳

（
一
社
歴
史
大
陸
代
表
）

「神
戸
事
件
ラ
ス
ト
サ
ム
ラ
イ

瀧
善
二
郎
が
体
現
し
た
武
士
道
」

∪
「８
ヨ
五
代
塾
よ
り
五
名
参
加
し
ま
し
た

●
２０２２
年
９
月
７
日

（水
）

一
風
学
舎
主
催
セ
ミ
ナ
ー

・
草
村
克
彦
天
誅

（忠
）
組
館
長

「天
誅
組
９
月
の
カ
レ
ン
ダ
ー
」

ｏ
∪
８ヽ
ヨ
五
代
塾
川
口
建
理
事
長

「開
拓
使
官
有
物
払
い
下
げ
事
件
」

新
聞
の
誤
報
か
ら
始
ま
る
五
代
の
濡
れ
衣

警
置
等
電
饉
鐵
茫

《孟
》
鼈
儡
鐵
飩
ζ
鼈
儡
馘
膠

鋼
事部
報嶺Ｊ曇
メ利劉顆
瑕
枡
ｙ
Ｉ
国
　
入
鰈
鶴
碁料

。
「攀
撃
件
」
…
鋳
代
鍾
屁
亜営
さ
机
た
裁
者
た
掌
～

鋼
事
件
な
轟
檸
継
ぐ
△
冨　
制
作
膊
炒
（■
主
催

轟
晴

一
量
爾
菫
秀
蘇

菫爾
轟

』
が
な
う
か
な
一」

蠅
鑢
攀
Ｘ

場
所

］
フ
ェ
一
一‥
チ
ェ
鱚

（大
簸
鋳
鱗
覇
》

昨今ほど五代さんが広瀬宰平氏に送つた明治 14年の汚名に対する

弁明書の意義を深く問わずにはいられない気がする。「青天白日、墓モ

天地二愧チス、又何ソ屈スル処アラン」の言葉には胸を熱くしました。

いつの世も怪報、誤報によつて情報操作され、あたかもそれが真実かの如く流さ

れていく。汚名を晴らすことなく逝つてしまわれた五代さんの汚名は 140年余りの

年月を要しやつと晴らされた。昨今のニュースは亡くなってしまつた方は何の弁明も

出来ないことをいいことに一方的である。歴史が答えを出すまでに時間がかかりす

ぎると日本という国が貶められたままになるのではと杞憂する。(川口由美子記)

Dream五代塾 Sinbun(新聞)は今回区切りの 10号を発行することができまし

た。会員の皆様のご支援があつてこそのことです。ありがとうございました。

塀:瘤 祠
一４


