
　　　　　　

薩摩と新しい政治体制

　幕
末
・
維
新
は
本
格
的
に
西
洋

文
化
を
生
活
の
中
に
受
け
入
れ

よ
う
と
す
る
時
代
で
し
た
。大
久
保

利
通
の
遺
品
の
中
に
は
、洋
風
の

洗
面
器
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　食
事
も
パ
ン
や
ブ
ラ
ン
デ
ー
な

ど
を
取
り
入
れ
て
い
ま
し
た
。

欧米諸国が日本との交易を求めてきていた幕末。
今回は、これからの日本はどうあるべきかを考え、
実現に向けて奮闘した薩摩の人々のお話。

第 6 話

日
常
に
西
洋
文
化
を

受
け
入
れ
て
い
た
大
久
保
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明治維新がもたらしたさまざまな変化を
分野ごとにご紹介します。
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薩長同盟や大政奉還を演出

小松 帯刀
Tatewaki Komatsu

　薩
摩
藩
家
老
。島
津
久
光
の
も
と
、薩

長
同
盟
や
大
政
奉
還
の
実
現
に
尽
力
し
、

明
治
初
期
に
は
外
交
の
分
野
で
活
躍
し

ま
し
た
。彼
と
親
交
の
あ
っ
た
駐
日
英
国

公
使
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
は
、彼
を「
最

も
魅
力
的
な
日
本
人
」と
評
し
て
い
ま
す
。

国立国会図書館蔵

近代日本の根幹を創った

大久保 利通
Toshimichi Okubo

　近
代
日
本
の
根
幹
を
創
っ
た
政
治
家
。

中
央
集
権
体
制
の
確
立
や
殖
産
興
業
に

尽
力
。全
国
の
官
営
工
場
の
建
設
や
農

学
校
の
設
立
に
携
わ
っ
た
ほ
か
、戊
辰

戦
争
で
戦
場
と
な
っ
た
東
北
の
地
を
開

拓
す
る
た
め
安
積
疎
水（
福
島
県
郡
山

市
）を
築
か
せ
ま
す
。

ぼ
　し
ん

あ
さ
か
　そ

す
い

　

19
世
紀
に
入
り
、
ア
ジ
ア
各

地
を
植
民
地
化
し
つ
つ
あ
っ

た
欧
米
諸
国
が
、
い
よ
い
よ

日
本
に
も
交
易
を
求
め
て
き

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
我
が
国

が
今
後
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ

き
か
が
全
国
各
地
で
議
論
さ

れ
、「
富
国
強
兵
」
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
こ
の「
富
国
強
兵
」と
い
う

言
葉
は
、
中
国
の
古
典
『
戦
国

策
』に
出
て
く
る
表
現
で
、江
戸

時
代
後
期
に
水
戸
学
を
中
心
と

し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の「
富
国
強
兵
」の
実
現
に

向
け
て
い
ち
早
く
取
り
組
ん
だ

の
が
11
代
薩
摩
藩
主
・
島
津
斉な

り
あ
き
ら彬

で
す
。
斉
彬
は
、
欧
米
諸
国
か
ら

進
ん
で
文
物
を
取
り
入
れ
、藩
内

に
日
本
初
の
近
代
的
工
場
群「
集

成
館
」を
築
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

自
ら
の
考
え
を
伝
え
る
た
め
に
、

幕
府
や
諸
藩
の
視
察
を
受
け

入
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
有
能
な
人
材
が
集
い

一
丸
と
な
っ
て
国
政
を
運
営

す
べ
き
と
考
え
た
斉
彬
は
、
新

し
い
政
治
体
制
を
築
く
た
め
、

幕
府
の
老
中
た
ち
と
連
携
を
進

め
る
中
、幕
府
側
か
ら
の
求
め
に

応
じ
て
養
女
・
篤
姫
を
13
代
将
軍

徳
川
家
定
に
嫁
が
せ
ま
し
た
。し

か
し
、
斉
彬
は
志
半
ば
で
急
死
。

折
し
も
日
米
修
好
通
商
条
約
や

将
軍
後
継
者
を
巡
る
幕
府
の
政

治
動
乱
の
最
中
で
あ
り
、斉
彬
と

親
交
の
あ
っ
た
人
材
が
国
政
か

ら
離
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

斉
彬
の
死
後
、
藩
を
牽
引
す

る
こ
と
に
な
っ
た
島
津
久
光
は
、

小
松
帯た

て
わ
き刀
な
ど
若
く
有
能
な
人

材
を
登
用
し
て
、斉
彬
の
描
い
た

我
が
国
の
政
治
の
あ
り
方
を
目

指
し
、邁ま

い

進
し
ま
す
。彼
ら
は
朝

廷
の
協
力
を
得
て
、
幕
府
の
政

治
改
革
を
推
し
進
め
る
と
と
も

斉な
り

 あ
き
ら彬
が
描
い
た
夢
を

小
松・大
久
保
が
実
現
し
た
明
治
維
新

に
、
斉
彬
と
親
交
の
あ
っ
た
人

材
を
国
政
に
復
帰
さ
せ
る
な
ど

し
て
、
有
能
な
人
材
が
集
っ
て

議
論
で
き
る
形
に
整
え
て
い
き

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
薩
摩
藩
が
幕
府
や

朝
廷
を
影
で
操
ろ
う
と
し
て

い
る
と
考
え
る
人
々
が
現
れ

た
り
、
将
軍
後
見
職
と
な
っ
た

一
橋
慶
喜
が
自
ら
の
意
見
と

近
い
人
々
だ
け
で
国
政
を
進

め
よ
う
と
す
る
動
き
を
見
せ

た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
有
能
な
人
材
が

集
っ
て
国
政
に
当
た
る
と
い
う

体
制
を
幕
府
に
委
ね
る
こ
と
は

極
め
て
困
難
だ
と
考
え
た
小
松

は
長
州
藩
と
手
を
組
み
、
幕
府

と
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
し
て
、
15
代
将
軍
・

慶
喜
を
説
得
の
末
、大
政
奉
還

を
実
現
さ
せ
、
朝
廷
が
新
し
い

政
治
体
制
の
中
核
を
担
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

大
政
奉
還
直
後
、
小
松
は
病

の
た
め
政
務
か
ら
離
れ
て
し
ま

い
ま
す
。そ
し
て
朝
廷
を
中
心
に
、

全
国
各
地
の
人
材
が
集
ま
っ
て

近
代
国
家
の
運
営
が
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、そ
の
シ
ス

テ
ム
を
築
い
た
人
物
の
ひ
と
り

が
大
久
保
利
通
で
す
。
大
久
保

は
、版
籍
奉
還
か
ら
廃
藩
置
県
を

経
て
、
中
央
集
権
体
制
を
建
設
。

内
務
省
を
設
置
し
、「
富
国
強
兵
」

を
掲
げ
て
殖
産
興
業
を
全
国
的

に
推
し
進
め
ま
し
た
。

　

斉
彬
が
描
い
た
夢
を
小
松
が

演
出
し
、
大
久
保
た
ち
が
現
実

の
も
の
に
す
る
。
明
治
維
新
と

は
、
わ
ず
か
30
年
に
も
満
た
な

い
激
動
の
中
で
、
夢
を
実
現
す

る
た
め
に
奮
闘
し
た
時
代
だ
っ

た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

約
１
５
０
年
前
に
活
躍
し
た

薩
摩
の
人
々
が
努
力
し
て
築

い
た
新
し
い
日
本
が
、
現
代
の

私
た
ち
の
暮
ら
し
の
原
点
と

な
っ
て
い
ま
す
。き
っ
と
私
た
ち

の
努
力
の
先
に
、
次
の
時
代
の

豊
か
な
暮
ら
し
が
続
い
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。
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