
特 集

一
人
は
幕
臣
で
、
初
代
外

国
奉
行
と
し
て
、
タ
ウ
ン
ゼ

ン
ト
・
ハ
リ
ス
初
代
米
国
総

領
事
を
相
手
に
交
渉
し
、
日

米
修
好
通
商
条
約
（
１
８
５

８
年
）
を
調
印
し
た
岩
瀬
忠

震
（
た
だ
な
り
）
だ
。

三
河
出
身
と
い
っ
て
も
実

際
に
生
ま
れ
育
っ
た
の
は
江

戸
だ
が
、
大
変
な
秀
才
で
、

現
代
風
に
い
え
ば
、
東
大
法

学
部
の
エ
リ
ー
ト
教
授
か
ら

外
務
省
の
ト
ッ
プ
官
僚
に
抜

て
き
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
。

尊
王
攘
夷
か
開
国
か
で
国
論

が
真
っ
二
つ
に
割
れ
る
中
、

理
路
整
然
と
開
国
論
を
唱

え
、
外
国
貿
易
の
メ
リ
ッ
ト

を
説
き
、
横
浜
開
港
を
決
断

し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

も
し
ハ
リ
ス
と
の
交
渉
が

不
首
尾
に
終
わ
り
、
あ
の
ま

ま
鎖
国
を
続
け
て
い
た
ら
、

欧
米
列
強
の
餌
食
と
な
り
、

阿
片
戦
争
後
の
中
国
（
清
王

朝
）
の
二
の
舞
を
演
じ
て
い

た
に
違
い
な
い
。
当
然
明
治

維
新
の
よ
う
な
大
改
革
は
起

こ
ら
ず
、
み
じ
め
な
植
民
地

に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
彼

こ
そ
当
代
第
一
級
の
人
物
だ

と
、
島
崎
藤
村
も
小
説
「
夜

明
け
前
」
で
太
鼓
判
を
押
し

て
い
る
。

し
か
し
彼
自
身
は
、
条
約

調
印
直
後
、
将
軍
継
嗣
問
題

に
巻
き
込
ま
れ
、
大
老
井
伊

直
弼
の
不
興
を
買
い
、
外
国

奉
行
職
を
解
任
さ
れ
、
左
遷

さ
れ
た
後
、
蟄
居
の
ま
ま
不

遇
な
最
期
を
遂
げ
た
。
維
新

後
、
薩
長
中
心
の
明
治
新
政

府
は
、
幕
臣
た
ち
の
業
績
を

す
べ
て
闇
に
葬
っ
た
の
で
、

彼
の
偉
業
は
世
間
一
般
か
ら

は
忘
れ
去
ら
れ
、
学
校
の
歴

史
教
科
書
に
も
ほ
と
ん
ど
記

載
が
な
い
。

こ
の
こ
と
を
い
た
く
残
念

に
思
い
、
近
年
岩
瀬
公
の
顕

彰
活
動
を
熱
心
に
行
っ
て
い

る
の
は
、
豊
橋
市
の
瀧
川
病

院
の
歴
代
院
長
を
中
心
と
す

る
地
元
グ
ル
ー
プ
だ
。
瀧
川

家
は
江
戸
時
代
に
、
岩
瀬
公

の
生
家
で
あ
る
旗
本
・
設
楽

家
（
忠
震
自
身
は
２２
歳
で
岩

瀬
家
に
養
子
入
り
）
の
代
官

を
務
め
た
家
柄
。

◇

実
は
、
３
年
ほ
ど
前
に
他

界
し
た
先
代
院
長
の
故
瀧
川

一
興
氏
（
東
大
医
学
部
卒
）

は
私
の
東
郷
東
小
学
校
時
代

の
同
級
生
で
、
生
前
「
忠
震

会
」
の
会
長
と
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
顕
彰
活
動
を
率
先
し

た
。長
篠
・
設
楽
原
合
戦（
１

５
７
５
年
）
の
古
戦
場
の
中

央
に
建
つ
新
城
市
の
設
楽
原

歴
史
資
料
館
に
は
、
岩
瀬
公

関
係
資
料
も
展
示
さ
れ
て
お

り
、
正
面
玄
関
前
に
は
、
立

派
な
岩
瀬
公
の
銅
像
が
数
年

前
に
建
立
さ
れ
た
が
、
こ
れ

は
故
瀧
川
院
長
が
私
財
を
投

じ
て
作
っ
た
も
の
だ
。

歴
史
に
関
心
の
あ
る
読
者

諸
賢
は
、
機
会
が
あ
れ
ば
ぜ

ひ
立
ち
寄
っ
て
い
た
だ
き
た

い
（
飯
田
線
三
河
東
郷
駅
か

ら
徒
歩
２０
分
）
。私
も
、一
興

君
の
遺
志
を
継
い
で
、
及
ば

ず
な
が
ら
、
岩
瀬
公
の
顕
彰

活
動
の
お
手
伝
い
を
し
た
い

と
思
っ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

も
う
一
人
は
、
こ
れ
ま
た

一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
人

物
、
尾
張
藩
第
１４
代
藩
主
、

徳
川
慶
勝
（
よ
し
か
つ
）
で

あ
る
。

彼
は
御
三
家
の
筆
頭
で
、

将
軍
家
に
最
も
近
い
家
柄
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

尊
王
主
義
者
で
、
幕
末
動
乱

期
に
終
始
朝
廷
側
に
立
ち
、

江
戸
城
無
血
開
城
に
も
側
面

か
ら
貢
献
す
る
な
ど
、
新
し

い
日
本
の
誕
生
に
舞
台
裏
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と

さ
れ
る
。

◇

現
在
、
名
古
屋
城
の
二
の

丸
広
場
の
一
角
に
は
、
次
の

よ
う
な
文
字
が
彫
ら
れ
た
石

碑
が
ひ
っ
そ
り
建
っ
て
い
る
。

「
王
命
に
依
っ
て
催
さ
る
る

事
」こ

の
言
葉
は
、
尾
張
徳
川

家
の
祖
・
徳
川
義
直
（
よ
し

な
お
）
が
著
し
た
「
軍
書
合

鑑
」
に
、
門
外
不
出
の
藩
訓

と
し
て
記
し
た
も
の
で
、
そ

の
含
意
は
「
も
し
幕
府
と
朝

廷
が
争
う
よ
う
な
こ
と
が
起

き
た
な
ら
ば
、
尾
張
藩
は
迷

わ
ず
朝
廷
側
に
つ
い
て
戦
え
」

と
い
う
こ
と
。
「
王
命
」
と

は
も
ち
ろ
ん
天
皇
の
命
令
。

も
し
幕
末
、
勤
皇
か
佐
幕

か
で
内
乱
が
長
引
い
て
い
れ

ば
、
日
本
は
西
洋
列
強
の
餌

食
に
な
っ
て
亡
国
の
道
を
た

ど
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
国

家
の
危
急
存
亡
の
時
に
当
た

っ
て
、
藩
主
慶
勝
は
、
藩
祖

の
遺
訓
を
守
り
、
諸
藩
に
対

し
て
新
政
府
に
つ
く
よ
う
働

き
か
け
た
と
い
う
わ
け
だ
。

名
古
屋
か
ら
江
戸
ま
で
の

地
域
に
は
、
家
康
の
時
代
か

ら
長
く
徳
川
家
に
仕
え
て
き

た
譜
代
大
名
や
旗
本
た
ち
が

多
数
い
た
が
、
慶
勝
は
東
奔

西
走
し
て
、
４３
の
藩
と
４
４

７
の
旗
本
領
か
ら
新
政
府
支

持
の
誓
約
書
を
取
り
付
け
た

と
い
う
（
静
岡
大
学
名
誉
教

授
・
小
和
田
哲
男
氏
等
の
諸

著
作
参
照
）
。

こ
と
ほ
ど
左
様
に
尾
張
藩

の
影
響
力
は
絶
大
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
働
き
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
西
郷
隆

盛
率
い
る
官
軍
は
東
に
向
か

っ
て
東
海
道
、
中
山
道
を
無

事
に
進
み
、
江
戸
城
の
無
血

開
城
を
果
た
す
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
わ
け
だ
。

大
政
奉
還
当
時
の
討
幕
派

の
兵
力
は
数
千
、
尾
張
藩
の

兵
力
は
そ
れ
以
上
だ
っ
た
と

言
わ
れ
る
。も
し
尾
張
藩
が
、

徳
川
一
門
の
先
頭
に
立
っ
て

徹
底
抗
戦
し
て
い
た
な
ら
ば
、

官
軍
の
東
征
は
途
中
で
挫
折

し
、国
内
は
大
混
乱
に
陥
り
、

そ
の
隙
に
列
強
が
一
気
に
攻

め
込
ん
で
い
れ
ば
、
日
本
の

植
民
地
化
は
避
け
ら
れ
ず
、

近
代
日
本
の
歴
史
は
大
き
く

変
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

◇

こ
の
辺
は
、無
知
蒙
昧（
も

う
ま
い
）
、
頑
迷
牢
固
な
藩

主
や
公
家
た
ち
の
抵
抗
を
押

し
切
り
、
孤
軍
奮
闘
、
強
力

に
開
国
外
交
を
け
ん
引
し
た

岩
瀬
忠
震
の
思
想
と
行
動
に

相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
よ
う

に
思
う
。

し
か
る
に
、
そ
の
後
、
薩

長
主
導
の
明
治
新
政
府
は
尾

張
徳
川
家
に
対
し
極
め
て
冷

淡
で
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
人
材

を
登
用
し
な
か
っ
た
。
こ
の

点
で
も
、
任
半
ば
で
外
国
奉

行
を
解
任
さ
れ
、
不
遇
の
晩

年
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
岩
瀬

の
運
命
と
の
類
似
性
を
感
じ

ざ
る
を
得
な
い
。

さ
も
あ
れ
ば
あ
れ
、
自
ら

の
個
人
的
英
達
や
利
得
よ
り

も
国
家
・
民
族
の
将
来
を
考

え
、
敢
然
と
近
代
日
本
の
誕

生
に
貢
献
し
た
、
英
邁
（
え

い
ま
い
）
な
大
人
物
が
愛
知

県
か
ら
出
た
と
い
う
こ
と

は
、
県
人
と
し
て
十
分
認
識

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思

う
。
県
内
の
学
校
で
は
、
歴

史
の
時
間
に
、
こ
う
し
た
こ

と
も
し
っ
か
り
教
育
し
て
ほ

し
い
も
の
だ
。

つ
い
で
に
言
え
ば
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
も
大
河
ド
ラ
マ
で
、
い
つ

も
西
郷
隆
盛
、大
久
保
利
通
、

坂
本
龍
馬
ら
ば
か
り
を
取
り

上
げ
て
お
り
、
一
向
に
変
わ

り
映
え
が
し
な
い
。
勝
て
ば

官
軍
、
負
け
れ
ば
賊
軍
で
、

幕
府
側
の
人
間
は
全
く
人
気

が
な
い
が
、
そ
れ
で
は
歴
史

を
正
し
く
伝
え
た
こ
と
に
な

ら
な
い
。
ぜ
ひ
大
河
ド
ラ
マ

で
も
、
他
の
形
で
も
い
い
か

ら
、
愛
知
県
に
縁
の
あ
る
二

人
の
大
人
物
を
取
り
上
げ
て

も
ら
い
た
い
も
の
だ
。

◇

前
回
、
８
月
１６
日
付
２
面

に
「
い
つ
ま
で
も
『
あ
の
戦

争
』
で
良
い
の
か
」
と
い
う

一
文
を
突
然
寄
稿
し
た
が
、

今
回
か
ら
「
令
和
つ
れ
づ
れ

草
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
毎

月
１
回
、
定
期
的
に
寄
稿
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ

た
。
同
郷
の
よ
し
み
で
、
何

分
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
る
。

明
治
初
年
の
内
閣
制
度
創

設
か
ら
１
３
５
年
の
間
に
、

初
代
の
伊
藤
博
文
か
ら
９９
代

の
菅
義
偉
氏
ま
で
で
総
数
６３

人
の
内
閣
総
理
大
臣
が
就
任

し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
出
身

地
を
県
別
に
み
る
と
、
山
口

県
（
旧
長
州
藩
）
が
８
人
と

一
番
多
く
、
愛
知
県
（
旧
尾

張
、
三
河
藩
）
は
わ
ず
か
２

人
、
大
正
時
代
の
加
藤
高
明

と
平
成
時
代
の
海
部
俊
樹
だ

け
だ
。

な
ぜ
愛
知
県
か
ら
は
回
天

の
大
政
治
家
や
大
人
物
が
あ

ま
り
出
な
い
の
か
。
そ
れ
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
る

と
思
う
が
、
私
な
り
に
考
え

た
の
は
、
愛
知
県
は
長
年
徳

川
将
軍
家
の
お
膝
元
で
、
ま

さ
に
体
制
派
で
あ
っ
た
か
ら

万
事
大
勢
順
応
主
義
で
反
骨

精
神
に
乏
し
い
。
こ
れ
に
対

し
、
山
口
県
（
旧
長
州
藩
）

や
鹿
児
島
県
（
旧
薩
摩
藩
）

な
ど
は
外
様
で
、
日
本
列
島

の
端
っ
こ
な
の
で
反
骨
精
神

が
旺
盛
。

愛
知
県
は
総
じ
て
気
候
温

暖
、
土
壌
肥
沃（
ひ
よ
く
）で

農
作
物
の
栽
培
に
適
し
て
い

る
の
で
、
食
い
っ
ぱ
ぐ
れ
る

心
配
が
な
く
、
ガ
ツ
ガ
ツ
し

て
い
な
い
。
つ
ま
り
ハ
ン
グ

リ
ー
精
神
に
欠
け
て
い
る
。

戦
国
時
代
末
期
か
ら
江
戸

時
代
初
期
の
わ
ず
か
４０
年
く

ら
い
の
間
に
信
長
、
秀
吉
、

家
康
と
超
大
物
の
英
雄
豪
傑

が
輩
出
し
た
の
で
、土
地
が
枯

れ
て
し
ま
い
、
以
後
大
人
物

が
出
に
く
く
な
っ
た
等
々
。

こ
れ
は
私
の
全
く
勝
手
な

推
論
（
仮
説
）
で
、
ぜ
ひ
そ

の
道
の
専
門
家
に
学
問
的
に

検
証
し
て
い
た
だ
け
る
と
あ

り
が
た
い
。

冗
談
は
さ
て
お
き
、
そ
う

し
た
愛
知
県
に
も
、
幕
末
、

維
新
の
動
乱
期
に
は
第
一
級

の
人
物
が
少
な
く
と
も
２
人

い
た
。
現
在
世
間
で
は
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ

れ
る
の
で
、
こ
の
機
会
に
ご

く
簡
単
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。

岩瀬忠震

岩
瀬
忠
震
と
徳
川
慶
勝
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史史
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日
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