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沖
永
良
部
島
の
南
洲
翁
史
跡 

― 

歴
史
を
訪
ね
る
旅
（
１
０
） 

 

 

下
土
橋 

渡 

 

戊
辰
戦
争
の
戦
後
処
理
で
西
郷
隆
盛
の
下
し
た

処
置
が
温
情
あ
る
極
め
て
寛
大
も
の
だ
っ
た
こ
と
に

感
じ
入
っ
た
庄
内
（
現
在
の
山
形
県
鶴
岡
市
、
酒
田

市
）
の
人
た
ち
は
、
後
年
、
財
団
法
人
荘
内
南
洲
会

を
設
立
し
、
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
年
）
に
酒

田
市
内
に
荘
内
南
洲
神
社
を
創
建
し
ま
し
た
。
そ
の

神
社
を
七
年
振
り
に
再
訪
し
た
の
は
、
今
年
（
二
〇

一
七
年
）
六
月
初
め
の
こ
と
で
し
た
。 

そ
の
旅
か
ら
帰
っ
て
し
ば
ら
く
し
て
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
荘
内
南
洲
神
社
の
こ
と
を
調
べ
て
い
る
と
、

荘
内
南
洲
会
の
会
員
の
方
の
ブ
ロ
グ
が
目
に
入
り
ま

し
た
。
今
、
荘
内
南
洲
神
社
の
境
内
に
鹿
児
島
県
沖

永
良
部
島
特
産
の
『
え
ら
ぶ
ゆ
り
』
が
ま
る
で
楽
園

の
よ
う
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
沖
永

良
部
島
の
和
泊
町
か
ら
贈
ら
れ
た
ゆ
り
が
荘
内
南
洲

神
社
の
境
内
に
植
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。 

沖
永
良
部
島
（
鹿
児
島
県
大
島
郡
）
は
幕
末
、
薩

摩
藩
主
島
津
久
光
の
逆
鱗
に
触
れ
た
西
郷
隆
盛
が
流

刑
さ
れ
た
島
で
す
。
西
郷
は
一
年
六
ヶ
月
を
囚
人
と

し
て
沖
永
良
部
島
で
暮
ら
し
ま
す
が
、
昼
夜
囲
い
の

あ
る
牢
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
過
酷
な
生
活
の
中
で

体
得
し
た
の
が
『
敬
天
愛
人
』
の
思
想
だ
と
い
わ
れ

ま
す
。
沖
永
良
部
島
は
『
敬
天
愛
人
』
発
祥
の
島
な

わ
け
で
す
。
和
泊
町
に
は
、
南
洲
翁
の
遺
徳
を
慕
っ

て
、
上
陸
地
や
謫
居
の
地
に
記
念
碑
、
西
郷
南
洲
記

念
館
、
南
洲
神
社
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
よ
う
な
誼
に
よ
っ
て
、
山
形
県
酒
田
市
の
荘

内
南
洲
会
と
沖
永
良
部
島
の
和
泊
西
郷
南
洲
顕
正
会

と
の
間
で
交
流
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
年
の
二

月
に
は
、
荘
内
南
洲
会
の
会
員
二
十
五
名
が
沖
永
良

ぼ
し
ん 

よ
し
み 

た
っ
き
ょ 



2 

 
部
島
を
訪
れ
て
、
南
洲
神
社
、
西
郷
南
洲
記
念
館
、

知
名
町
の
昇
竜
洞
な
ど
を
訪
問
し
、
和
泊
西
郷
南
洲

顕
彰
会
の
会
員
ら
と
交
流
を
行
い
ま
し
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
六
月
に
今
度
は
、
和
泊
西
郷
南

洲
顕
正
会
の
メ
ン
バ
ー
が
酒
田
市
を
訪
れ
、
歓
迎
交

流
会
が
催
さ
れ
ま
し
た
。
沖
永
良
部
民
謡
『
え
ら
ぶ

ゆ
り
の
花
』
や
『
サ
イ
サ
イ
節
』、
薩
摩
琵
琶
『
西
郷

隆
盛
』、
詩
吟
『
獄
中
感
有
り
』、
伝
統
芸
能
『
酒
田

獅
子
舞
』
な
ど
が
披
露
さ
れ
、
来
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河

ド
ラ
マ
が
『
西
郷
ど
ん
』
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
大

変
盛
り
上
が
っ
た
そ
う
で
す
。 

沖
永
良
部
島
に
は
十
一
年
前
に
一
度
行
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
と
き
は
仕
事
で
の
訪
島
だ

っ
た
の
で
南
洲
翁
史
跡
巡
り
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
今
回
七
月
、
意
を
決
し
て
沖
永
良
部
島
へ

の
再
訪
を
果
た
し
ま
し
た
。 

一
、
西
郷
隆
盛
上
陸
の
地 

西
郷
は
最
初
徳
之
島
に
流
さ
れ
ま
す
が
、
二
ヶ
月

余
り
の
ち
、
さ
ら
に
沖
永
良
部
島
へ
島
送
り
と
な
り

ま
し
た
。
西
郷
を
乗
せ
た
船
は
、
文
久
二
年
（
一
八

六
二
年
）
八
月
十
四
日
朝
、
徳
之
島
の
井
之
川
を
出

帆
、
そ
の
日
の
午
後
、
沖
永
良
部
島
伊
延
港
に
到
着

し
ま
し
た
が
、
予
告
が
な
か
っ
た
た
め
、
誰
も
出
迎

え
る
者
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
護
送
役
の
徳
之
島
東

間
切
の
横
目
が
代
官
・
黒
葛
原
源
助
に
命
令
書
を
届

け
て
、
は
じ
め
て
西
郷
の
沖
永
良
部
島
遠
島
の
こ
と

が
知
れ
ま
す
。
命
令
書
に
は
、『
着
島
の
上
は
必
ず
囲

い
の
中
に
入
れ
て
、
絶
対
に
外
に
出
し
て
は
い
け
な

い
。』
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
今
ま
で
も
遠
島
罪
人

は
た
く
さ
ん
送
ら
れ
て
来
ま
し
た
が
、
囲
い
に
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
罪
人
は
初
め
て
で
し
た
。
代

官
は
牢
屋
を
与
人
役
所
隣
に
早
急
に
建
設
す
る
よ
う

手
配
し
、
十
六
日
急
造
の
牢
屋
が
竣
工
し
ま
し
た
。

牢
屋
が
完
成
す
る
ま
で
の
二
日
間
を
西
郷
は
船
牢
で

過
ご
し
ま
す
。西
郷
隆
盛
三
十
六
歳
の
と
き
で
し
た
。 

 
 

牢
屋
が
出
来
上
っ
て
、
代
官
・
黒
葛
原
源
助
、
付 

せ 

ご 
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西郷隆盛上陸の地記念碑（沖永良部島、和泊町伊延港） 

記念碑の回りにはアダンの実が真っ赤に熟れていました。 
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役
・
福
山
清
蔵
、
間
切
横
目(

警
備
の
警
察
官)

・
土

持
政
照
ら
が
伊
延
港
ま
で
出
迎
え
に
行
き
、
乗
馬
を

す
す
め
ま
す
が
、西
郷
は『
い
や
私
は
牢
に
入
る
身
、

も
う
二
度
と
土
を
踏
む
こ
と
は
な
い
と
思
う
の
で
、

ど
う
か
歩
か
せ
て
欲
し
い
。』
と
切
に
徒
歩
を
願
い
、

牢
屋
の
あ
る
和
泊
ま
で
四
キ
ロ
の
山
道
を
歩
き
ま
し

た
。 伊

延
港
に
は
、『
西
郷
隆
盛
上
陸
の
地
』
の
記
念

碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
碑
の
周
囲
に
は
ア
ダ
ン

の
実
が
真
っ
赤
に
熟
れ
て
い
て
、
い
か
に
も
奄
美
諸

島
の
島
ら
し
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
ま
し
た
。 

二
、
西
郷
南
洲
翁
謫
居
の
地 

和
泊
に
着
く
と
、
酒
肴
の
準
備
が
し
て
あ
り
ま
し

た
が
、西
郷
は
そ
れ
を
固
辞
し
、自
ら
牢
屋
に
入
り
、

牢
番
に
『
錠
は
お
ろ
し
た
か
』
と
念
を
押
し
た
そ
う

で
す
。
牢
屋
の
広
さ
は
一
間
半
角
（
二
坪
余
り
）
で
、

四
寸
角
材
の
格
子
囲
み
で
戸
も
な
け
れ
ば
壁
も
な
く
、

牢
内
に
は
便
所
・
小
炉
・
板
屏
風
が
あ
る
だ
け
で
甚 

だ
狭
隘
な
も
の
で
し
た
。
沖
永
良
部
島
と
い
え
ば
、

本
土
よ
り
も
沖
縄
に
近
く
、
高
温
多
湿
で
非
常
に
雨

量
も
多
い
島
。
吹
き
ざ
ら
し
、
雨
ざ
ら
し
に
等
し
い

牢
屋
で
の
生
活
は
、
ま
さ
に
西
郷
に
死
ね
よ
と
言
わ

ん
ば
か
り
の
処
罰
で
し
た
。
牢
中
の
西
郷
は
、
湯
水

を
求
め
ず
、
煙
草
を
断
ち
、
朝
だ
け
牢
番
に
飯
を
炊

か
せ
、
昼
と
夜
の
二
食
は
、
冷
飯
を
お
湯
で
温
め
て

食
し
、
牢
中
に
静
座
し
て
、
読
書
、
沈
思
黙
想
の
毎

日
を
過
し
ま
し
た
。 

文
久
二
年
（
一
八
六
二
年
）
二
月
に
奄
美
大
島
潜

居
か
ら
鹿
児
島
に
戻
っ
た
西
郷
は
、
島
津
久
光
に
召

さ
れ
ま
す
が
、
久
光
の
上
洛
計
画
に
対
し
て
、
久
光

が
無
官
で
斉
彬
ほ
ど
の
人
望
が
無
い
こ
と
を
理
由
に

反
対
し
、
面
と
向
か
っ
て
『
地
ゴ
ロ
』（
田
舎
者
）
な

の
で
上
洛
周
旋
は
無
理
だ
と
い
っ
て
、
久
光
の
不
興

を
買
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
事
実
だ

と
す
れ
ば
、
家
臣
の
忠
義
に
反
し
た
自
ら
の
行
為
を

深
く
反
省
し
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
幼
少
時 

い
の
べ 
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西郷隆盛流謫の地に再現された牢屋、右に『敬天愛人』発祥地の記念碑 

静座して沈思黙想中の西郷隆盛。恰幅の良い翁の面影はありません。 
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か
ら
郷
中
教
育
で
鍛
錬
を
積
ん
で
き
た
藩
士
の
心
意

気
を
も
っ
て
、
獄
中
で
端
然
と
座
禅
を
組
ん
だ
の
で

し
ょ
う
。
そ
の
様
子
を
見
て
間
切
横
目
の
土
持
政
照

が
拍
子
木
を
持
っ
て
き
て
、
用
の
あ
る
と
き
は
こ
れ

を
打
つ
よ
う
に
す
す
め
ま
し
た
が
、
一
度
も
討
つ
こ

と
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。 

三
、
土
持
政
照 

し
か
し
、
西
郷
と
て
生
身
の
人
間
。
こ
の
よ
う
な

生
活
が
続
い
た
た
め
、
髪
は
乱
れ
、
ひ
げ
は
伸
び
、

日
一
日
と
衰
弱
す
る
ば
か
り
で
し
た
。
日
に
日
に
衰

え
る
西
郷
を
見
廻
っ
た
政
照
は
、
牢
死
の
恐
れ
を
感

じ
、
対
策
を
思
案
し
ま
す
。
命
令
書
に
書
か
れ
て
い

る
『
囲
入
』
の
二
文
字
か
ら
、
座
敷
牢
へ
の
改
築
を

思
い
つ
き
ま
し
た
。
早
速
、
代
官
の
許
可
を
得
て
、

自
費
で
牢
改
築
に
着
手
し
ま
し
た
。
牢
が
出
来
上
が

る
ま
で
の
間
、
西
郷
は
福
山
清
蔵
預
か
り
と
し
、
土

持
家
で
謹
慎
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
政
照
は
西

郷
を
で
き
る
だ
け
牢
外
で
過
ご
さ
せ
る
た
め
に
、
こ

と
さ
ら
建
築
を
遅
延
さ
せ
、
二
十
余
日
に
し
て
工
事

を
よ
う
や
く
終
了
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
間
、
政
照
と

そ
の
母
ツ
ル
は
、
こ
の
機
会
に
西
郷
の
健
康
を
回
復

さ
せ
た
い
と
思
い
、真
心
こ
め
て
も
て
な
し
ま
し
た
。

西
郷
は
、
土
持
政
照
と
そ
の
家
族
と
の
交
流
の
中
で

健
康
を
回
復
し
、
次
第
に
落
ち
つ
き
を
取
り
戻
し
て

い
き
ま
し
た
。
不
遇
の
身
に
土
持
一
家
の
温
情
は
一

入
身
に
沁
み
た
の
で
し
ょ
う
、
西
郷
は
政
照
と
義
兄

弟
の
契
り
を
結
び
、
そ
の
交
誼
は
終
始
途
絶
え
る
こ

と
が
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
（
土
持
政
照
は
西
郷

よ
り
六
歳
年
下
で
し
た
）。二
人
の
交
誼
が
い
か
に
深

い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
漢
詩
が
、
西
郷
南
洲

翁
謫
居
の
地
に
建
て
ら
れ
た
土
持
政
照
翁
の
胸
像
の

碑
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
年
）

二
月
、
西
郷
が
沖
永
良
部
か
ら
鹿
児
島
へ
帰
る
こ
と

に
な
っ
た
と
き
に
、
政
照
と
の
別
れ
を
詠
ん
だ
漢
詩

で
す
。 
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留
別
政
照
子 

 
 
 

別
離
如
夢
又
如
雲 

、 

欲
去
還
来
涙 

獄
裡
仁
恩
謝
無
語 

遠
凌
波
浪
痩
思
君 

 (

訳)

君
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た

が
、
思
え
ば
夢
の
よ
う
で
も
あ
り
、
ま
た
雲
の
よ
う

で
も
あ
っ
て
、
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
は
ま
た
立
ち
か

え
っ
て
来
て
、
別
離
を
悲
し
む
涙
が
止
め
ど
も
な
く

流
れ
出
る
。
顧
み
れ
ば
、
長
い
間
の
牢
獄
生
活
中
の

君
の
な
さ
け
深
い
恩
義
は
、
何
と
お
礼
を
言
っ
て
よ

い
や
ら
適
切
な
言
葉
が
な
い
。
今
遠
い
浪
路
を
越
え

て
鹿
児
島
に
帰
っ
て
行
っ
た
ら
、
夜
も
昼
も
君
を
思

い
慕
っ
て
、た
だ
や
せ
に
や
せ
て
い
く
事
で
あ
ろ
う
。 

 

さ
て
、
新
し
い
牢
屋
に
移
る
と
操
坦
勁
、
沖
利
経
、

鎌
田
宗
円
、
矢
野
忠
正
、
市
来
惟
信
、
町
田
順
円
、 

                  

『西郷隆盛流謫の地』に建てられている土持政照（右）と操坦勁（左）の胸像 
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沖
緝
賢
等
の
弟
子
た
ち
が
牢
外
に
座
っ
て
教
え
を
受

け
ま
し
た
。
西
郷
が
島
を
離
れ
る
頃
に
は
塾
生
の
数

は
二
〇
名
程
に
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
西
郷

の
高
潔
偉
大
な
人
格
は
、
こ
れ
ら
の
少
年
た
ち
に
大

き
な
感
動
を
与
え
、
後
に
成
人
し
て
島
の
指
導
者
と

な
り
、
敬
天
愛
人
の
精
神
を
う
け
つ
い
で
、
島
の
振

興
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。 

塾
生
の
一
人
、
操
坦
勁
の
祖
父
は
琉
球
へ
渡
っ
て

唐
語
を
習
得
し
、
鹿
児
島
で
医
術
を
修
め
た
当
時
の

島
の
代
表
的
知
識
人
だ
っ
た
の
で
、
操
家
に
は
多
く

の
蔵
書
が
あ
り
ま
し
た
。
西
郷
は
こ
の
蔵
書
を
借
り

て
読
書
に
没
頭
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
沖
永
良
部
島

で
西
郷
が
読
ん
だ
本
は
、
論
語
、
孟
子
、
大
学
、
中

庸
、
荘
子
、
韓
非
子
、
史
記
、
陶
淵
明
全
集
、
近
思

録
、
洗
心
洞
箚
記
（
大
塩
平
八
郎
）、
嚶
鳴
館
遺
草
（
細

井
平
洲
）、
言
志
録
（
佐
藤
一
斎
）
な
ど
、
極
め
て
多

岐
に
わ
た
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
佐
藤
一
斎
の

言
志
録
な
ど
は
、
一
一
三
三
箇
条
あ
る
言
葉
の
中
か

ら
特
に
感
動
し
た 

一
〇
一
箇
条
を
選
ん
で
書
き
写

し
、
自
分
だ
け
の
『
言
志
四
録
』（
南
洲
手
抄
言
志
録 

一
〇
一
箇
条
）を
つ
く
っ
て
人
生
の
い
ま
し
め
に
し
、

西
南
の
役
で
城
山
に
お
い
て
自
刃
す
る
ま
で
肌
身
離

さ
ず
身
に
つ
け
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。 

四
、
川
口
雪
篷
と
の
出
会
い 

西
郷
隆
盛
が
沖
永
良
部
島
流
謫
中
、
同
じ
く
沖
永

良
部
島
に
島
流
し
に
な
っ
て
い
た
川
口
雪
篷
と
い
う

人
が
い
ま
し
た
。
陽
明
学
を
深
く
研
究
し
た
人
で
、

詩
や
書
の
達
人
で
し
た
が
、
と
に
か
く
大
変
な
酒
好

き
で
し
た
。
島
津
久
光
の
写
字
生
を
勤
め
て
い
た
あ

る
と
き
、
酒
を
買
う
お
金
が
無
く
な
り
、
久
光
の
大

事
な
書
物
を
質
に
入
れ
て
、
そ
の
金
で
焼
酎
を
飲
ん

で
い
た
こ
と
が
露
見
し
て
沖
永
良
部
島
に
流
さ
れ
ま

し
た
（
一
説
に
は
、
罪
人
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、

わ
ざ
わ
ざ
沖
永
良
部
島
に
住
ま
っ
て
西
郷
の
書
や
詩

作
の
指
導
を
し
た
と
す
る
説
も
あ
る
そ
う
で
す
）。 

土
持
政
照
が
雪
篷
に
会
っ
た
あ
る
日
の
こ
と
、

せ
っ
ぽ
う 



9 

 
『
大
島
吉
之
助
と
い
う
人
が
島
流
し
に
な
っ
て
和
泊

の
牢
屋
に
入
っ
て
い
る
そ
う
だ
が
、
ぜ
ひ
会
っ
て
慰

め
た
い
。自
分
を
紹
介
し
て
く
れ
』と
い
わ
れ
ま
す
。

西
郷
に
話
す
と
大
変
喜
び
、
そ
ん
な
人
な
ら
ぜ
ひ
会

い
た
い
と
い
い
、
早
速
雪
篷
は
西
郷
に
会
い
に
行
き

ま
し
た
。二
人
は
初
対
面
か
ら
大
い
に
意
気
投
合
し
、

雪
篷
は
自
分
が
住
む
西
原
か
ら
四
キ
ロ
弱
離
れ
た
和

泊
の
西
郷
の
座
敷
牢
ま
で
毎
日
の
よ
う
に
通
っ
て
は
、

時
世
を
論
じ
学
問
を
語
り
、
書
や
詩
作
を
教
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。 

西
郷
よ
り
少
し
遅
れ
て
鹿
児
島
に
帰
っ
た
雪
篷

は
西
郷
邸
に
飄
然
と
現
れ
て
そ
の
ま
ま
西
郷
家
に
住

み
つ
き
、
留
守
居
役
を
果
た
す
と
と
も
に
、
西
郷
の

子
弟
の
書
や
漢
学
の
師
と
も
な
り
ま
し
た
。
西
郷
亡

き
後
は
西
郷
家
の
家
族
を
守
り
、明
治
二
十
二
年（
一

八
八
九
年
）
に
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
に
伴
う
大
赦

で
西
郷
の
名
誉
が
回
復
さ
れ
た
こ
と
を
見
届
け
る
よ

う
に
、
翌
年
病
没
し
ま
し
た
。 

五
、
社
倉
法 

山
形
県
酒
田
市
に
あ
る
荘
内
南
洲
神
社
に
、
西
郷

隆
盛
が
土
持
政
照
に
与
え
た
と
い
う
巻
物
六
巻
が
陳

列
さ
れ
て
い
て
、『
そ
の
中
の
一
巻
は
社
倉
法
と
い
っ

て
備
荒
貯
蓄
を
教
え
た
も
の
で
あ
る
。』と
あ
り
ま
す
。

元
治
元
年
（
一
八
六
四
年
）
一
月
頃
に
な
っ
て
赦
免

召
還
の
噂
が
流
れ
て
く
る
と
、『
与
人
役
大
躰
』『
間

切
横
目
大
躰
』
を
書
い
て
島
役
人
の
た
め
の
心
得
と

さ
せ
、
社
倉
設
立
の
文
書
を
作
っ
て
政
照
に
与
え
、

飢
饉
に
備
え
さ
せ
ま
し
た
。 

沖
永
良
部
島
は
台
風
・
日
照
り
な
ど
自
然
災
害
が

多
い
と
こ
ろ
で
す
。し
か
も
絶
海
の
孤
島
で
す
の
で
、

災
害
が
起
き
る
と
自
力
で
立
ち
直
る
以
外
に
方
法
が

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
西
郷
は
『
社
倉

趣
意
書
』
を
書
い
て
政
照
に
与
え
た
の
で
す
。
社
倉

は
も
と
も
と
朱
熹
（
中
国
南
宋
の
儒
学
者
）
の
建
議

で
始
め
ら
れ
た
も
の
で
、
飢
饉
な
ど
に
備
え
て
村
民

が
穀
物
や
金
な
ど
を
備
蓄
し
、
相
互
共
済
す
る
も
の 
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西郷隆盛が土持政照に書き与えた『巻物六巻』（荘内南洲神社蔵） 

西郷公御筆『與人間切横目大躰』（荘内南洲神社蔵） 
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で
、
江
戸
時
代
前
期
の
朱
子
学
者
・
山
崎
闇
斎
が
こ

の
制
度
の
普
及
に
努
め
て
農
村
で
広
く
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
若
い
頃
か
ら
朱
子
学
を
学
び
、
ま
た
郡
方

で
あ
っ
た
西
郷
は
職
務
か
ら
し
て
、
こ
の
制
度
に
詳

し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

こ
の
西
郷
の
『
社
倉
趣
意
書
』
は
土
持
が
与
人
と

な
っ
た
後
の
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
年
）
に
実
行
に

う
つ
さ
れ
、
沖
永
良
部
社
倉
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
こ

の
社
倉
は
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
年
）
に
解
散

す
る
ま
で
続
け
ら
れ
、
明
治
中
期
に
は
二
万
円
も
の

余
剰
金
が
出
る
ほ
ど
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の

間
、
飢
饉
時
の
救
恤
の
外
に
、
貧
窮
者
の
援
助
、
病

院
の
建
設
、学
資
の
援
助
な
ど
、島
内
の
多
く
の
人
々

の
役
に
立
ち
ま
し
た
。
解
散
時
に
は
、
千
五
百
円
が

『
西
郷
隆
盛
謫
居
之
地
』
の
記
念
碑
と
『
南
洲
文
庫
』

を
建
て
る
費
用
に
、
五
百
円
が
『
土
持
政
照
翁
彰
徳 

 

碑
』
を
建
て
る
費
用
に
寄
付
さ
れ
、
残
り
が
和
泊
村

と
知
名
村
に
半
分
ず
つ
分
け
ら
れ
、
両
村
の
大
事
な

基
金
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二

年
）
に
、
矢
野
恒
太
に
よ
る
日
本
最
初
の
本
格
的
相

互
会
社(

第
一
生
命
保
険
相
互
会
社)

が
誕
生
し
ま
す

が
、
沖
永
良
部
社
倉
は
そ
れ
よ
り
三
〇
年
余
り
早
く

で
き
た
協
同
組
合
、
相
互
組
織
で
し
た
。 

六
、
南
洲
神
社 

南
洲
神
社
は
、
西
郷
南
洲
翁
を
慕
う
島
民
た
ち
に

よ
っ
て
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
三
年
）
に
和
泊
（
和

泊
町
手
々
知
名
）
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
建
て
ら
れ

た
場
所
は『
前
問
殿
内
屋
敷
跡
』と
い
う
史
跡
内
で
、

敷
地
内
に
は
向
か
っ
て
右
側
に
南
洲
神
社
、
左
手
に

は
招
魂
社
が
あ
り
、南
洲
文
庫
跡
の
碑
も
あ
り
ま
す
。

史
跡
の
説
明
板
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。 

 

『
明
治
十
三
年
～
十
五
年
、
沖
永
良
部
島
が
十
二

区
、
六
区
分
さ
れ
た
時
の
戸
長
、
町
田
実
矩
（
町
田 

精
男
の
先
祖
）
生
誕
の
地
で
あ
る
。
実
矩
は
操
坦
勁

ら
と
共
に
流
謫
中
の
西
郷
隆
盛
か
ら
教
育
を
受
け
た 
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猟犬をつれた西郷像（沖永良部島、南洲神社） 

南洲神社（沖永良部島、和泊町手々知名）右端に南洲文庫跡の碑も見えます。 
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少
年
二
〇
人
の
中
の
一
人
で
あ
る
。
父
左
右
悦
は
、

与
人
沖
蘇
延
良
ら
と
共
に
、
西
郷
の
談
話
の
相
手
を

つ
と
め
た
。
明
治
三
十
四
年
、
時
の
村
長
、
坂
本
元

明
か
ら
、
西
郷
神
社
建
設
用
地
と
し
て
最
適
地
で
あ

る
の
で
譲
っ
て
ほ
し
い
と
の
要
請
が
あ
り
村
へ
譲
渡

し
た
。
自
ら
は
後
原
の
砂
地
へ
転
居
し
た
。
屋
敷
内

に
は
明
治
三
十
五
年
に
南
洲
神
社
が
、
同
三
十
八
年

に
は
招
魂
社
が
同
四
十
三
年
に
南
洲
文
庫
が
建
設
さ

れ
た
。
以
降
昭
和
四
十
三
年
に
は
手
々
知
名
字
公
民

館
が
、
平
成
四
年
に
は
沖
元
綱
翁
顕
彰
胸
像
が
建
設

さ
れ
、日
曜
学
校
の
場
と
し
て
、地
域
住
民
の
学
び
、

ふ
れ
あ
い
の
場
等
と
し
て
広
く
活
用
さ
れ
て
い
る
。 

平
成
十
九
年
十
二
月 

手
々
知
名
字
』 

 

【
参
考
図
書
、
参
考
サ
イ
ト
】 

（
１
）
西
郷
隆
盛 

― 

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア 

（
２
）
沖
永
良
部
の
西
郷
さ
ん
／
敬
天
愛
人
フ
ォ
ー

ラ
ム
２
１ 

（
３
）
立
元
幸
治
・
著
『
器
量
と
人
望 

西
郷
隆
盛
と

い
う
磁
力
』 (

Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書)

） 

（
４
）
土
持
政
照
（
奄
美
の
人
物
）
～ 

奄
美
回
想
録 

（
５
）
川
口
雪
篷 

― 

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア 

 

そ
の
他
、
和
泊
町
歴
史
民
俗
資
料
館
に
展
示
し
て

あ
っ
た
パ
ネ
ル
「
島
の
西
郷
さ
ん
物
語
（
そ
の
３
）」

「
西
郷
隆
盛
上
陸
の
地
」「
沖
永
良
部
島
の
西
郷
さ
ん 

そ
の
２
」
な
ど
を
参
考
に
し
ま
し
た
。 

 

（
元
九
州
職
業
能
力
開
発
大
学
校
教
授
） 

      


