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第
１
章　

対
米
従
属
の
原
点
、「
白
旗
授
受
」
は
な
か
っ
た
の
か
？

（
１
）「
ペ
リ
ー
の
白
旗
」
と
は
何
か

黒
船
来
襲

一
八
五
三
年
七
月
、
ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
艦
隊
が
浦
賀
沖
に
突
如
現
れ
、
江
戸
中
が
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
。
い

わ
ゆ
る
ク
ロ
フ
ネ
騒
動
だ
。
江
戸
の
人
々
を
驚
か
せ
た
の
は
、
四
隻
の
う
ち
二
隻
が
見
た
こ
と
も
な
い
異
様

な
「
蒸
気
船
」
で
あ
り
、
巨
大
な
大
砲
を
備
え
て
い
た
た
め
だ
。「
泰
平
の
眠
り
を
覚
ま
す
上
喜
撰
（
蒸
気
船
）、

た
っ
た
四
杯
で
夜
も
眠
れ
ず
」
と
い
う
狂
歌
が
当
時
の
世
相
を
活
写
し
て
い
る
。
上
喜
撰
と
は
、
宇
治
の
高
級

茶
の
ブ
ラ
ン
ド
名
だ
。「
喜
撰
」
銘
柄
の
う
ち
、
上
等
な
も
の
は
「
上
喜
撰
」
と
呼
ば
れ
、
人
気
が
高
か
っ
た
。

「
喜
撰
」
は
、
元
来
六
歌
仙
の
一
人
で
あ
り
、
歌
人
の
喜
撰
法
師
に
由
来
す
る
。
上
喜
撰
四
杯
で
寢
つ
け
な
く

な
る
と
は
、
と
蒸
気
船
ク
ロ
フ
ネ
四
隻
に
狼
狽
す
る
幕
府
を
江
戸
庶
民
は
皮
肉
っ
た
。

幕
府
も
庶
民
も
ま
ず
蒸
気
船
と
い
う
新
型
船
の
偉
容
に
驚
い
た
が
、
も
っ
と
驚
い
た
の
は
異
国
船
打
払
令
を
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ま
る
で
無
視
し
て
、
傍
若
無
人
の
よ
う
に
湾
内
に
居
す
わ
っ
た
こ
と
だ
。「
打
払
い
令
」
と
は
、
江
戸
幕
府
が

一
八
二
五
年
に
発
し
た
外
国
船
追
放
令
で
あ
る
。
一
八
〇
八
年
一
〇
月
に
起
き
た
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
（
イ
ギ

リ
ス
海
軍
の
フ
リ
ゲ
ー
ト
艦
フ
ェ
ー
ト
ン
号
が
オ
ラ
ン
ダ
船
拿
捕
の
た
め
に
、
国
籍
を
偽
り
オ
ラ
ン
ダ
国
旗
を
掲
げ
て
長
崎
に
入

港
し
た
事
件
）、
一
八
二
四
年
の
大
津
浜
事
件
（
水
戸
藩
領
の
大
津
浜
に
イ
ギ
リ
ス
人
一
二
人
が
野
菜
や
水
を
求
め
て
上
陸

し
た
事
件
）
を
契
機
に
発
令
さ
れ
た
が
、
日
本
の
沿
岸
に
接
近
す
る
外
国
船
は
、
見
つ
け
次
第
に
砲
撃
し
、
追

い
返
し
て
、
鎖
国
を
守
る
措
置
で
あ
る
。

黒
船
襲
来
よ
り
一
六
年
前
の
一
八
三
七
年
、
日
本
人
漂
流
漁
民
音
吉
・
庄
蔵
・
寿
三
郎
ら
七
人
を
送
り
届
け

よ
う
と
し
て
下
田
に
来
航
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
商
船
モ
リ
ソ
ン
号
も
砲
撃
さ
れ
、
追
い
返
さ
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
モ
リ
ソ
ン
号
は
幕
府
の
誤
解
を
防
ぐ
た
め
に
、
あ
え
て
「
砲
門
を
外
し
て
接
近
し
た
」
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
で
も
幕
府
側
か
ら
問
答
無
用
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
砲
撃
を
受
け
て
、
漂
流
漁
民
の
送
還
に
失
敗
し
、

そ
の
ま
ま
連
れ
帰
っ
た
の
だ
。
こ
の
失
敗
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
し
つ
つ
、
ペ
リ
ー
艦
隊
は
、
万
全
の
構
え
で
浦
賀

沖
に
近
づ
い
た
。

数
日
に
わ
た
る
駆
け
引
き
の
の
ち
、
久
里
浜
に
臨
時
に
設
け
ら
れ
た
「
幕
の
内
」
で
、
大
統
領
国
書
を
収
め

た
箱
が
捧
呈
さ
れ
た
こ
と
は
誰
も
否
定
し
な
い
。
こ
こ
で
難
題
は
、
幕
府
側
に
渡
さ
れ
た
箱
が
「
二
箱
存
在
し

た
」
と
「
続
通
信
全
覧
類
輯
」
に
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
片
方
に
国
書
が
収
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら

ば
、
も
う
一
つ
の
箱
に
は
何
が
収
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。

あ
ら
か
じ
め
本
書
の
結
論
を
書
い
て
お
く
。
そ
の
箱
に
は
「
白
旗
二
枚
と
白
旗
の
意
味
を
説
明
す
る
説
明

書
」
が
収
め
ら
れ
て
い
た
と
解
す
る
の
が
最
も
合
理
的
な
の
だ
。

白
旗
否
定
論
の
横
行

し
か
し
な
が
ら
、
ペ
リ
ー
の
正
式
報
告
（『
遠
征
報
告
書
』）
に
も
、
幕
府
側
の
記
録
集
（『
幕
末
外
交
文
書
』）
に

も
、
白
旗
授
受
に
つ
い
て
の
記
述
は
曖
昧
で
あ
る
。『
幕
末
外
交
文
書
』
は
史
料
集
で
あ
り
、「
白
旗
差
出
の

件
」
と
い
う
文
書
は
存
在
す
る
が
、
こ
の
文
書
と
捧
呈
式
の
関
係
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
か
ら
、「
記
録
に
な
い
以
上
は
、
白
旗
の
授
受
は
存
在
し
な
い
」
と
見
る
の
が
白
旗
授
受
を
否
定
す
る

論
客
た
ち
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
論
は
近
年
「
通
説
」
に
ま
で
格
上
げ
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
否
定
論

者
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
不
都
合
な
こ
と
に
、「
幕
府
は
白
旗
で
脅
迫
さ
れ
た
」
と
す
る
ウ
ワ
サ
は
、
当
時
か
ら

江
戸
中
を
か
け
め
ぐ
っ
て
い
た
。

と
い
う
の
は
、
モ
リ
ソ
ン
号
ま
で
は
打
ち
払
い
令
で
異
国
船
を
追
い
返
し
て
い
た
幕
府
が
、
打
ち
払
い
を
止

め
た
だ
け
で
な
く
、
久
里
浜
に
設
け
ら
れ
た
天
幕
の
な
か
で
、
異
様
な
受
け
渡
し
が
行
わ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
、

そ
の
ナ
ゾ
を
否
定
論
者
は
説
明
で
き
な
い
か
ら
だ
。

こ
こ
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
白
旗
問
題
」
が
生
ま
れ
た
。
国
書
を
収
め
た
「
一
つ
の
箱
」
だ
け
に
着
目
し
、
そ
の

授
受
を
も
っ
て
開
港
へ
の
話
し
合
い
が
成
っ
た
、
と
す
る
議
論
と
、「
も
う
一
つ
の
箱
」
に
着
眼
し
て
、
そ
の

中
身
を
詮
索
す
る
議
論
に
分
か
れ
た
。
後
者
に
は
白
旗
が
収
め
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
解
釈

し
な
け
れ
ば
、
ペ
リ
ー
が
わ
ざ
わ
ざ
「
二
つ
の
箱
」
を
用
意
し
た
こ
と
の
意
味
を
説
明
で
き
ま
い
。
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本
書
の
著
者
が
冒
頭
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
も
し
「
白
旗
に
よ
る
恫
喝
」
が
な
か
っ
た
ら
、
幕
府
側
は
果
た

し
て
大
統
領
国
書
を
受
け
取
る
決
断
を
行
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

本
書
は
そ
の
秘
密
に
挑
戦
す
る
。

（
２
）
な
ぜ
近
年
、
白
旗
ト
ラ
ウ
マ
が
再
燃
し
た
か

『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』
の
記
述

二
〇
〇
九
年
六
月
二
日
、
横
浜
で
は
開
港
一
五
〇
周
年
の
記
念
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
記
念
イ
ベ
ン

ト
前
後
に
、
人
々
が
開
港
前
夜
か
ら
二
一
世
紀
に
至
る
歴
史
を
回
顧
し
た
の
は
、
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。

私
自
身
は
長
ら
く
横
浜
市
立
大
学
に
勤
務
し
て
、
少
し
前
に
定
年
を
迎
え
て
い
た
が
、
一
連
の
動
き
を
横
目
で

眺
め
て
い
た
。
松
本
健
一
の
『
白
旗
伝
説
』
が
文
庫
版
と
し
て
再
刊
さ
れ
た
あ
た
り
か
ら
、「
白
旗
授
受
」
を

め
ぐ
る
論
争
は
、
に
わ
か
に
政
治
的
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
の
は
、
松
本
氏
の
主
張
を
受
け
、『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』（
二
〇
〇
一
年
版
）
の
コ
ラ
ム
に
「
ペ
リ
ー

が
渡
し
た
白
旗
」
と
題
し
て
、
白
旗
事
件
が
書
き
込
ま
れ
た
の
だ
。

こ
の
教
科
書
に
対
し
て
二
〇
〇
一
年
六
月
二
〇
日
、
二
一
団
体
（
大
阪
歴
史
科
学
協
議
会
、
熊
本
歴
史
科
学
研
究

会
、
史
学
会
、
総
合
女
性
史
研
究
会
、
地
方
史
研
究
協
議
会
、
中
世
史
研
究
会
、
中
国
現
代
史
研
究
会
、
朝
鮮
史
研
究
会
、
東
京

歴
史
科
学
研
究
会
、
名
古
屋
歴
史
科
学
研
究
会
、
奈
良
歴
史
研
究
会
、
新
潟
史
学
会
、
日
本
環
太
平
洋
学
会
、
日
本
現
代
史
研
究

会
、
日
本
史
研
究
会
、
佛
教
史
学
会
、
法
政
大
学
史
学
会
、
宮
城
歴
史
学
研
究
会
事
務
局
、
歴
史
科
学
協
議
会
、
歴
史
教
育
者
協

議
会
、
歴
史
学
研
究
会
）
が
、「
新
し
い
歴
史
教
科
書
が
教
育
の
場
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
反
対
す
る
緊
急
ア

ピ
ー
ル
」
を
発
表
し
た
。

そ
れ
に
付
さ
れ
た
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
に
見
ら
れ
る
初
歩
的
な
誤
り
」
と
題
し
た
「
正
誤
対
照
表
」
に
は
、

「〈
コ
ラ
ム
〉
ペ
リ
ー
が
渡
し
た
白
旗
─
─
明
白
な
誤
り
で
あ
る
（
口
頭
で
説
明
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
屈
し
た
の
か
、
二
〇
〇
五
年
刊
行
の
『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』
改
訂
版
か

ら
、
突
然
「
白
旗
書
簡
」
の
コ
ラ
ム
が
消
え
て
し
ま
っ
た
。
代
わ
り
を
埋
め
た
の
は
、『
日
本
遠
征
記
』
か
ら

抜
粋
・
要
約
し
た
「
ペ
リ
ー
は
日
本
人
を
ど
う
み
た
か
」
と
題
す
る
コ
ラ
ム
で
あ
る
。

政
治
化
し
た
白
旗
論
争

一
連
の
ド
タ
バ
タ
劇
を
時
系
列
で
整
理

す
る
と
、
こ
う
な
る
。

①
一
九
九
五
年
五
月
、
松
本
健
一
の
『
白

旗
伝
説
』（
新
潮
社
版
）
が
発
表
さ
れ
、
三
年

後
に
講
談
社
学
術
文
庫
版
が
出
た
（
一
九
九

八
年
五
月
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
白
旗
問
題
が
再

燃
し
た
。

中学社会『新しい歴史教科書』扶桑社刊、
2001 年検定済み１
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②
松
本
の
問
題
提
起
を
受
け
て
、『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』（
二
〇
〇
一
年
、
扶
桑
社
版
）
は
「
ペ
リ
ー
が
渡
し
た

白
旗
」
と
い
う
コ
ラ
ム
を
掲
載
し
た
。
こ
の
一
派
の
反
米
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
フ
ィ
ッ
ト
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

③
右
翼
版
『
教
科
書
』
に
対
し
て
、
左
翼
陣
営
は
即
座
に
反
論
し
た
。
宮
地
正
人
教
授
（
前
東
大
史
料
編
纂
所
所

長
）
の
偽
造
文
書
批
判
が
『
歴
史
評
論
』（
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
号
）
に
発
表
さ
れ
、
他
の
東
大
系
歴
史
家
も
宮

地
に
追
随
し
て
、
白
旗
文
書
は
「
偽
文
書
」
と
そ
れ
ぞ
れ
の
著
書
に
書
き
続
け
た
。

④
こ
の
こ
ろ
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
入
江
昭
教
授
は
、
白
旗
差
出
問
題
に
つ
い
て
、「
初
耳
」
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
答
え
て
（
二
〇
〇
二
年
）、
事
実
上
、
東
大
系
「
偽
文
書
派
」
の
援
軍
の
役
割
を
果
た
し
た
。

⑤
そ
の
余
波
は
、
故
人
に
ま
で
お
よ
ぶ
大
喜
劇
と
な
る
。
再
刊
さ
れ
た
大
川
周
明
著
『
日
本
二
千
六
百
年
史
』

（
毎
日
ワ
ン
ズ
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
版
）
か
ら
編
集
者
は
、
白
旗
文
書
の
項
を
削
除
し
て
し
ま
っ
た
。

⑥
若
手
研
究
者
の
桐
原
健
真
著
『
吉
田
松
陰
─
─
日
本
を
発
見
し
た
思
想
家
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
四
年
一
二

月
）
や
岩
下
哲
典２

は
、「
白
旗
書
簡
偽
文
書
論
は
、
い
ま
や
定
説
で
あ
る
（
強
調
引
用
者
）」
と
断
定
す
る
始
末

だ
。

誤
謬
が
定
説
扱
い
さ
れ
て
は
、
困
る
。
歴
史
の
教
訓
を
学
ぶ
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
き
に
、
歴
史
の
真

相
か
ら
目
を
背
け
る
解
釈
が
ま
か
り
通
る
風
潮
は
、
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
。

（
３
）
歴
史
の
暗
闇
に
消
え
、
亡
霊
と
し
て
生
き
続
け
る
「
白
旗
ト
ラ
ウ
マ
」

　
　
　

─
─
日
米
関
係
と
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

対
米
意
識
の
ト
ラ
ウ
マ
へ

白
旗
問
題
は
日
本
人
の
対
米
意
識
の
底
流
に
沈
殿
し
、
日
米
関
係
の
悪
化
と
共
に
日
本
人
の
反
米
感
情
を
刺

激
す
る
ト
ラ
ウ
マ
と
な
り
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

一
例
を
文
学
作
品
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
戦
前
の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
、
島
崎
藤
村
『
夜
明
け
前
』

第
一
部
は
、
嘉
永
六
年
［
一
八
五
三
年
］
六
月
の
ペ
リ
ー
来
航
か
ら
物
語
が
始
ま
る
。
主
人
公
の
青
山
半
蔵
が
父

吉
左
衛
門
の
許
可
を
受
け
て
、
江
戸
、
日
光
を
ま
わ
り
、
相
州
三
浦
の
公
郷
村
に
在
住
の
青
山
家
の
先
祖
と
つ

な
が
り
の
あ
る
山
上
七
郎
左
衛
門
宅
を
訪
問
し
た
と
き
に
、
七
郎
左
衛
門
が
半
蔵
ら
に
語
っ
た
ペ
リ
ー
来
航
時

の
話
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
ペ
リ
イ
は
大
い
に
軍
容
を
示
し
て
、
日
本
人
の
高
い
鼻
を
へ
し
折
ろ
う
と
で
も
考
え
た
も
の
か
、
脅
迫

が
ま
し
い
態
度
が
そ
れ
か
ら
も
続
き
に
続
い
た
。
全
艦
隊
は
小
柴
沖
か
ら
羽
田
沖
ま
で
進
み
、
は
る
か
に

江
戸
の
市
街
を
望
み
見
る
と
こ
ろ
ま
で
も
乗
り
入
れ
て
、
そ
れ
か
ら
退
帆
の
お
り
に
、
万
一
国
書
を
受
け

つ
け
な
い
な
ら
非
常
手
段
に
訴
え
る
と
い
う
言
葉
を
残
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
日
本
で
飽
く
ま

で
開
国
を
肯
じ
な
い
な
ら
、
武
力
に
訴
え
て
も
そ
の
態
度
を
改
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
日
本
人
は
よ
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ろ
し
く
国
法
に
よ
っ
て
防
戦
す
る
が
い
い
、
米
国
は
必
ず
勝
っ
て
見
せ
る
、
つ
い
て
は
二
本
の
白
旗
を
贈

る
、
戦
に
敗
け
て
講
和
を
求
め
る
時
に
そ
れ
を
掲
げ
て
来
る
な
ら
、
そ
の
時
は
砲
撃
を
中
止
す
る
で
あ
ろ

う
と
の
言
葉
を
残
し
た
。」

「
異
国
─
─
ア
メ
リ
カ
を
も
ロ
シ
ヤ
を
も
含
め
た
広
い
意
味
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
─
─
シ
ナ
で
も
な
く
朝
鮮

で
も
な
く
イ
ン
ド
で
も
な
い
異
国
に
対
す
る
こ
の
国
の
人
の
最
初
の
印
象
は
、
決
し
て
後
世
か
ら
想
像
す

る
よ
う
な
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
も
し
当
時
の
い
わ
ゆ
る
黒
船
、
あ
る
い
は
唐
人
船
が
、
二
本

の
白
旗
を
こ
の
国
の
海
岸
に
残
し
て
置
い
て
行
く
よ
う
な
人
を
乗
せ
て
来
な
か
っ
た
な
ら
。
も
し
そ
の
黒

船
が
力
に
訴
え
て
も
開
国
を
促
そ
う
と
す
る
よ
う
な
人
で
な
し
に
、
真
に
平
和
修
好
の
使
節
を
乗
せ
て
来

た
な
ら
。
古
来
こ
の
国
に
住
む
も
の
は
、
そ
う
異
邦
か
ら
渡
っ
て
来
た
人
た
ち
を
毛
ぎ
ら
い
す
る
民
族
で

も
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
人
た
ち
を
よ
ろ
こ
び
迎
え
た
早
い
歴
史
を
さ
え
持
っ
て
い
た
。
シ
ナ
、

イ
ン
ド
は
知
ら
な
い
こ
と
、
こ
の
日
本
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
も
し
真
に
相
互
の
国
際
の
義
務
を
教
え
よ
う

と
し
て
渡
来
し
た
人
が
あ
っ
た
な
ら
、
よ
ろ
こ
ん
で
そ
れ
を
学
ぼ
う
と
し
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
こ
れ

ほ
ど
深
刻
な
国
内
の
動
揺
と
狼
狽
と
混
乱
と
を
経
験
せ
ず
に
済
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。
不
幸
に
も
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
は
世
界
に
わ
た
っ
て
の
土
地
征
服
者
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
島
国
の
人
の
目
に
映
っ
た
。
人
間
の

組
織
的
な
意
志
の
壮
大
な
権
化
、
人
間
の
合
理
的
な
利
益
の
た
め
に
は
い
か
な
る
原
始
的
な
自
然
の
状
態

に
あ
る
も
の
を
も
克
服
し
尽
く
そ
う
と
い
う
ご
と
き
勇
猛
な
目
的
を
決
定
す
る
も
の
─
─
そ
れ
が
黒
船
で

あ
っ
た
の
だ
。」（
強
調
引
用
者
）

こ
の
一
節
は
、「
白
旗
書
簡
」
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
た
感
が
あ
る
。
藤
村
が
実
父
を
モ
デ
ル
と
し

て
こ
の
歴
史
小
説
を
書
き
始
め
た
の
は
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
と
い
わ
れ
る
が
、
当
時
の
日
米
関
係
が
幕
末

の
ペ
リ
ー
艦
隊
来
航
当
時
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
は
、
見
易
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
大
正
か
ら
昭
和
に
時
代

が
代
わ
り
、
満
洲
事
変
は
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
が
、
軍
縮
会
議
等
で
日
米
の
緊
張
は
次
第
に
高
ま
り
つ
つ

あ
っ
た
。
作
家
の
感
性
は
時
代
を
先
取
り
し
て
、
ひ
し
ひ
し
と
押
し
寄
せ
る
米
国
の
圧
力
を
幕
末
の
「
白
旗
イ

メ
ー
ジ
」
で
捕
ら
え
た
の
で
あ
る３

。 

も
う
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
よ
う
。
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
に
出
て
、
敗
戦
ま
で
に
「
百
万
部
売
れ
た
戦

時
下
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
」、
す
な
わ
ち
大
川
周
明
著
『
日
本
二
千
六
百
年
史
』
に
も
、「
ペ
リ
ー
の
白
旗
」
は
特

筆
さ
れ
て
い
た
。

「
試
み
に
吾
等
を
し
て
米
艦
来
朝
に
際
し
て
幕
府
に
差
出
せ
る
文
書
を
引
か
し
め
よ
。
文
に
曰
く
『
先
年

以
来
、
各
国
よ
り
通
商
願
い
こ
れ
あ
る
処
、
国
法
を
以
て
違
背
に
及
ぶ
。
固
よ
り
天
理
に
背
く
の
次
第
莫

大
な
り
。
然
れ
ば
蘭
船
よ
り
申
し
達
し
候
通
り
、
諸
方
の
通
商
、
是
非
々
々
希
い
候
。
不
承
知
に
候
わ
ば
、

干
戈
を
以
て
天
理
に
背
く
の
罪
を
正
し
候
に
つ
き
、
其
方
も
国
法
を
立
て
、
防
戦
致
す
べ
し
。
左
候
わ
ば
、

防
戦
の
時
に
吾
等
に
こ
れ
あ
り
、
其
方
敵
対
成
り
兼
ね
も
う
す
べ
く
、
若
し
其
節
に
至
り
和
睦
を
請
い
度

ば
、
此
度
送
り
置
き
候
と
こ
ろ
の
白
旗
を
押
し
樹
つ
べ
し
。
然
ら
ば
此
方
の
砲
を
止
め
、
船
を
退
い
て
、
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和
睦
を
致
す
べ
し
』
と
。
而
し
て
之
に
添
う
る
に
二
流
の
白
旗
を
以
て
し
た
。」（
強
調
引
用
者
）

大
川
の
こ
の
一
節
の
記
述
は
、『
幕
末
外
交
文
書
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
白
旗
差
出
の
件
」
を
ほ
と
ん
ど

原
文
そ
の
ま
ま
に
引
用
し
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
こ
う
し
て
昭
和
初
め
の
島
崎
藤
村
か

ら
敗
戦
直
前
に
至
る
ま
で
、
日
本
人
が
「
反
米
」
を
意
識
す
る
と
き
、
脳
裏
に
は
「
白
旗
事
件
」
が
ト
ラ
ウ
マ

の
よ
う
に
し
が
み
つ
い
て
離
れ
な
か
っ
た
。

（
４
）
白
旗
ト
ラ
ウ
マ
の
反
面
─
─
Ｇ
Ｈ
Ｑ
を
解
放
軍
扱
い
、「
民
主
主
義
の
伝
導
師
」
と
讃
え
る

敗
戦
─
─
「
鬼
畜
」
か
ら
「
英
雄
」
へ
の
イ
メ
ー
ジ
転
換

「
戦
時
下
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
」
を
紹
介
し
た
が
、
敗
戦
に
よ
っ
て
こ
の
種
の
「
鬼
畜
米
英
」
論
は
一
挙
に
焼

か
れ
る
か
、
屑
箱
入
り
し
た
。
教
科
書
に
は
墨
を
塗
っ
た
。
一
九
四
五
年
敗
戦
の
衝
撃
は
極
め
て
大
き
く
、
そ

れ
ま
で
の
「
善
は
悪
に
、
悪
は
善
に
」
一
夜
に
し
て
豹
変
し
た
。
白
旗
ト
ラ
ウ
マ
も
例
外
で
は
な
い
。
米
国
は

「
日
本
に
圧
力
を
か
け
る
無
法
者
」
で
は
な
く
、
国
民
を
「
軍
国
主
義
の
軛
か
ら
解
放
す
る
担
い
手
」
と
み
る

真
逆
の
評
価
に
な
っ
た
。
な
る
ほ
ど
日
本
軍
国
主
義
を
武
装
解
除
し
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
は
ポ
ツ
ダ
ム

宣
言
に
基
づ
く
。
長
ら
く
獄
中
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
リ
ベ
ラ
ル
派
・
左
翼
陣
営
の
指
導
者
た
ち
を
次
々
に
解
放

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
「
軍
国
主
義
か
ら
の
解
放
軍
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

ろ
う
。

こ
の
類
推
が
遡
っ
て
幕
末
の
ペ
リ
ー
遠
征
に
直
結
す
る
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
幕
府
の
鎖
国
体
制
に
最
後
の
一

撃
を
加
え
て
、
こ
れ
を
崩
壊
さ
せ
、
開
港
政
策
を
導
い
た
の
が
ペ
リ
ー
の
功
績
だ
。
白
旗
授
受
の
一
件
は
、
事

実
無
根
で
あ
り
、
か
り
に
授
受
が
存
在
し
た
と
し
て
も
些
事
に
す
ぎ
ま
い
。
ペ
リ
ー
が
持
参
し
た
「
フ
ィ
ル
モ

ア
国
書
」
に
書
か
れ
た
日
米
友
好
関
係
の
樹
立
こ
そ
が
開
港
要
求
の
本
質
で
あ
り
、
開
港
に
よ
っ
て
、
鎖
国
の

陋
習
が
打
破
さ
れ
、
日
本
は
近
代
化
の
道
を
歩
み
始
め
た
。「
白
旗
に
よ
る
脅
迫
」
な
る
も
の
を
あ
げ
つ
ら
う

の
は
、
歴
史
の
本
流
か
ら
目
を
そ
ら
す
も
の
で
は
な
い
か
。
白
旗
の
ご
と
き
噂
話
の
類
に
目
を
向
け
る
の
は
、

木
を
見
て
森
を
見
な
い
愚
昧
の
徒
で
あ
る
、
等
々
─
─
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
単
眼
史
観
は
、
正
し
い
歴
史
解
釈
と
は
言
い
難
い
。
ペ
リ
ー
に
よ
る
い
わ
ゆ
る

「
砲
艦
外
交
」
を
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
に
書
か
れ
た
「
外
交
辞
令
」
か
ら
説
明
し
、
勢
い
余
っ
て
白
旗
の
恫
喝
さ

え
も
否
定
す
る
の
は
、
お
よ
そ
本
末
転
倒
な
の
だ
。「
外
交
辞
令
」
の
行
間
に
は
、
い
つ
も
白
旗
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
な
「
も
う
一
つ
の
意
志
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
帝
国
主
義
外
交
の
普
通
の
や
り
方
で
あ
り
、
現

代
の
外
交
に
お
い
て
も
事
情
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

行
間
を
読
み
き
れ
な
い
翻
訳
文
か
ら
は
、
日
米
交
渉
の
核
心
を
把
握
で
き
な
い
の
だ
。

対
米
従
属
の
「
白
旗
ト
ラ
ウ
マ
」

「
白
旗
に
よ
る
恫
喝
」
の
有
無
を
語
る
に
は
、
背
景
の
分
析
が
必
要
だ
。
白
旗
に
よ
る
恫
喝
な
く
し
て
、
ペ
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リ
ー
外
交
は
、
成
功
し
た
の
か
。
幕
府
が
開
港
を
決
意
で
き
た
か
ど
う
か
─
─
そ
の
検
証
が
必
要
な
の
だ
。

一
九
四
五
年
、
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
占
領
軍
進
駐
に
つ
い
て
も
、
類
似
の
悲
喜
劇
が
繰
り
返
さ
れ

た
。
米
軍
は
当
初
鬼
畜
扱
い
さ
れ
、
沖
縄
戦
で
は
多
く
の
悲
劇
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
土
に
上
陸

し
た
占
領
軍
は
、
今
度
は
あ
た
か
も
「
民
主
主
義
の
伝
導
師
」
扱
い
さ
れ
、「
封
建
的
隷
従
」
か
ら
日
本
国
民

を
解
放
す
る
解
放
軍
視
さ
れ
る
珍
現
象
が
広
範
に
見
ら
れ
た
。
こ
の
種
の
認
識
・
思
考
パ
タ
ー
ン
は
、
戦
後
七

〇
年
を
経
た
今
日
で
も
克
服
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
惰
性
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
沖
縄
に
お
け
る
米
軍
駐
留
を
容
認
し
て
き
た
既
成
事
実
と
も
か
か
わ
り
、

日
本
人
の
道
義
感
覚
に
甚
だ
し
い
歪
み
を
与
え
て
い
る
。
日
本
は
、
い
ま
だ
に
「
白
旗
の
亡
霊
」
や
「
占
領
軍

ト
ラ
ウ
マ
」
に
捕
ら
わ
れ
た
眼
で
し
か
、
世
界
や
東
ア
ジ
ア
情
勢
を
見
て
い
な
い
。
お
隣
の
中
国
を
軽
視
・
無

視
す
る
か
と
思
え
ば
、
一
転
し
て
仮
想
敵
国
扱
い
す
る
極
端
な
ブ
レ
は
、「
米
国
ト
ラ
ウ
マ
」
現
象
の
一
つ
だ
。

対
米
認
識
の
反
面
は
、
対
中
認
識
で
あ
り
、
対
中
認
識
も
極
度
に
歪
ん
だ
も
の
と
な
る
。

こ
こ
で
特
に
問
題
な
の
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
「
片
面
性
」
の
矛
盾
を
忘
れ
た
議
論
で
あ
る
。

「
米
国
と
の
戦
争
」
が
こ
の
条
約
で
終
わ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
者
は
な
い
。
で
は
、
米
国
と
の
戦
争
は
な
ぜ

起
こ
っ
た
の
か
。
そ
の
と
き
中
国
と
の
「
宣
戦
布
告
な
き
戦
争
（undeclared w

ar

）」
は
、
ど
う
な
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
い
つ
終
わ
っ
た
の
か
。

「
終
戦
の
詔
勅
」
で
終
わ
っ
た
の
は
、
ど
の
国
と
戦
っ
た
戦
争
な
の
か
。
中
華
民
国
側
は
日
本
に
対
し
て
宣

戦
布
告
し
た
（
一
九
四
一
年
一
二
月
一
〇
日
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
は
な
ぜ
対
中
宣
戦
布
告
を
怠
っ
た
の
か
。

「
宣
戦
布
告
な
き
戦
争
」
は
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
こ
れ
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

歪
ん
だ
対
米
意
識
が
生
み
出
す
、
対
中
意
識
の
混
濁

日
中
戦
争
は
「
開
戦
が
い
つ
か
」
曖
昧
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
し
て
「
終
戦
が
い
つ
か
」
も
曖
昧
だ
。
日
本

人
は
八
月
一
五
日
を
終
戦
記
念
日
と
考
え
る
が
、
中
国
人
に
と
っ
て
の
戦
勝
記
念
日
は
、
日
本
が
降
伏
文
書

に
調
印
し
た
翌
日
の
九
月
三
日
で
あ
る
。
で
は
日
中
戦
争
は
誰
が
勝
ち
、
誰
が
敗
れ
た
の
か
。
中
国
（
国
民
党
、

共
産
党
）
は
当
然
な
が
ら
、
戦
勝
国
を
自
任
す
る
が
、
日
本
人
に
は
「
中
国
に
敗
れ
た
」
と
い
う
自
覚
が
ほ
と

ん
ど
欠
け
て
い
る
。
中
国
が
戦
勝
連
合
国
の
一
員
で
あ
っ
た
事
実
さ
え
、
軽
視
し
が
ち
だ
。
日
中
の
い
わ
ゆ
る

歴
史
認
識
の
す
れ
違
い
は
、
こ
こ
に
始
ま
り
、
ま
す
ま
す
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。

戦
後
七
〇
年
、
戦
後
生
ま
れ
世
代
が
国
民
の
大
部
分
に
な
っ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
が
、
大
方
の
日
本
人

は
「
ア
メ
リ
カ
に
敗
れ
た
記
憶
」
さ
え
曖
昧
に
な
り
、
中
国
が
戦
勝
国
、
連
合
国
の
一
員
で
あ
っ
た
事
実
は

知
ら
な
く
て
当
然
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
無
知
丸
出
し
だ
。
東
京
大
空
襲
や
ヒ
ロ
シ
マ
、
ナ
ガ
サ
キ
を
通
じ
て
、

「
戦
争
被
害
」
の
記
憶
は
残
る
が
、
中
国
を
戦
場
と
し
た
加
害
の
記
憶
、「
加
害
者
と
し
て
の
日
本
」
と
い
う
記

憶
は
極
度
に
薄
れ
た
。

対
米
従
属
の
原
点

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
将
軍
は
、
戦
艦
ミ
ズ
ー
リ
で
降
伏
文
書
の
調
印
式
を
行
う
に
際
し
て
、
ペ
リ
ー
艦
隊
の
旗
艦
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に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
古
い
米
国
旗
を
飾
る
演
出
を
行
っ
た
。
彼
は
一
九
四
五
年
九
月
二
日
の
調
印
式
を
一
八
五

三
年
の
ペ
リ
ー
艦
隊
の
成
功
を
遥
か
に
想
起
し
つ
つ
行
っ
た
の
だ
。

戦
艦
ミ
ズ
ー
リ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
も
う
一
枚
の
星
条
旗
は
、
こ
れ
も
ま
た
象
徴
的
な
も
の
で
、
日
本
軍
が

真
珠
湾
攻
撃
を
行
っ
た
日
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
。

こ
う
し
て
日
本
降
伏
を
世
界
に
示
す
文
書
の
調
印
式
に
臨
む
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
将
軍
は
、
①
ペ
リ
ー
艦
隊
に
よ

る
開
港
と
、
②
真
珠
湾
攻
撃
に
よ
る
日
米
開
戦
を
強
く
意
識
し
つ
つ
、
こ
の
場
に
臨
ん
だ
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

こ
の
文
脈
で
、「
ペ
リ
ー
の
白
旗
」
と
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
見
て
「
対
日
政
策
の
原
点
」
を
示
す
も
の
、
日

本
か
ら
見
れ
ば
「
対
米
従
属
の
原
点
」
を
確
認
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ペ
リ
ー
の
遠
征
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
将
軍
の
進
駐
、
こ
れ
ら
二
つ
の
史
実
を
徹
底
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ

て
の
み
、
白
旗
ト
ラ
ウ
マ
を
鎮
め４

、
平
等
互
恵
の
日
米
関
係
へ
の
道
を
模
索
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

安
倍
晋
三
首
相
の
ト
ラ
ウ
マ
も
複
雑
骨
折
の
よ
う
に
ネ
ジ
レ
て
い
る
よ
う
だ
。「
脱
戦
後
レ
ジ
ー
ム
」
す
な

わ
ち
米
軍
占
領
下
の
体
制
か
ら
の
脱
却
を
安
倍
は
訴
え
る
。
安
保
法
制
は
そ
の
た
め
に
必
要
だ
と
主
張
す
る
。

だ
が
、
そ
の
安
保
法
制
の
下
で
、
対
米
従
属
は
ま
す
ま
す
広
が
り
深
ま
る
。
安
倍
の
考
え
る
「
脱
戦
後
レ
ジ
ー

ム
」
と
は
、
結
果
的
に
見
て
、
対
米
従
属
度
を
よ
り
深
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
「
脱
戦
後
体

制
」
を
自
賛
す
る
の
は
、
ど
こ
か
が
著
し
く
壊
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

日
本
の
安
全
保
障
論
の
核
心
は
、
昔
も
今
も
、
米
中
と
の
距
離
を
ど
う
保
つ
か
、
こ
れ
に
尽
き
る
。
こ
れ
は

ペ
リ
ー
に
よ
る
開
港
以
来
、
二
一
世
紀
の
今
日
ま
で
少
し
も
変
わ
ら
な
い
。
こ
こ
で
日
米
関
係
の
原
点
の
イ

メ
ー
ジ
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま
で
は
、
そ
の
後
の
日
米
関
係
の
歪
み
、
日
中
関
係
の
歪
み
を
正
す
こ
と
は
で
き
ま

い
。
本
書
が
、「
ペ
リ
ー
の
白
旗
」
と
い
う
往
事
に
つ
い
て
、
些
事
を
追
う
の
は
、
実
は
「
明
日
の
日
米
関
係
」、

そ
の
対
極
に
あ
る
日
中
関
係
を
照
ら
す
手
が
か
り
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
。

注
１　

著
作
関
係
者
は
以
下
の
通
り
。

代
表
執
筆
者
＝
西
尾
幹
二
（
電
気
通
信
大
学
名
誉
教
授
）

監
修
＝
伊
藤
隆
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）、
大
石
慎
三
郎
（
学
習
院
大
学
名
誉
教
授
）、
高
橋
史
朗
（
明
星
大
学
教

授
）、
田
久
保
忠
衛
（
杏
林
大
学
教
授
）、
芳
賀
徹
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）。

執
筆
＝
小
林
よ
し
の
り
（
漫
画
家
）、
坂
本
多
加
雄
（
学
習
院
大
学
教
授
）、
高
森
明
勅
（
國
學
院
大
学
講
師
）、

田
中
英
道
（
東
北
大
学
大
学
院
教
授
）、
広
田
好
信
（
北
海
道
札
幌
市
立
西
陵
中
学
校
教
諭
）、
藤
岡
信
勝
（
東
京
大

学
教
授
）、
八
木
哲
（
静
岡
県
藤
枝
市
立
高
洲
中
学
校
教
諭
）、
谷
原
茂
生
（
栃
木
県
今
市
市
立
豊
岡
中
学
校
教
諭
）。

２　

岩
下
哲
典
「
ペ
リ
ー
の
白
旗
書
簡
は
偽
文
書
で
あ
る
が
、『
此
旗
二
本
差
出
』
は
事
実
で
あ
る
」『
明
海
大
学
教
養

論
文
集
』
一
三
号
、
二
〇
〇
一
年
。「
ペ
リ
ー
来
航
以
前
に
お
け
る
浦
賀
奉
行
所
の
白
旗
認
識
と
異
国
船
対
策
」『
開

国
史
研
究
』
五
号
、
二
〇
〇
五
年
等
々
。

３　

藤
村
は
ま
こ
と
に
時
代
の
子
で
あ
っ
た
。
岩
畔
豪
雄
『
昭
和
陸
軍
謀
略
秘
史
』
は
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。

「
南
京
の
虐
殺
な
ん
と
い
う
の
が
そ
れ
だ
。
そ
れ
で
私
が
軍
事
課
長
の
時
に
、
こ
れ
は
い
か
ん
と
い
う
の
で
『
戦
陣

訓
』
を
私
が
提
案
し
て
作
っ
て
貰
っ
た
の
は
そ
れ
な
ん
で
す
よ
。
強
姦
し
ち
ゃ
い
か
ん
な
ん
と
い
う
こ
と
は
（
勅
語

に
は
）
書
け
な
い
か
ら
、
戦
陣
訓
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
は
い
か
ん
と
い
う
こ
と
も
か
け
る
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か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
一
つ
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
作
り
ま
し
た
」「
結
果
は
私
の
考
え
た
も
の
と
少
し
ち
が
っ

た
も
の
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
ね
」「
島
崎
藤
村
な
ど
が
最
後
に
文
章
を
直
し
た
の
で
す
」（
一
七
八
頁
）。

４　

白
旗
ト
ラ
ウ
マ
の
典
型
例
の
一
つ
は
、
石
原
慎
太
郎
が
盛
田
昭
夫
と
の
共
著
で
描
い
た
『「
Ｎ
Ｏ
」
と
言
え
る
日

本
』（
カ
ッ
パ
・
ホ
ー
ム
ス
、
一
九
八
九
年
）
で
あ
ろ
う
。
反
米
を
売
り
物
に
す
る
は
ず
の
石
原
が
、
二
〇
一
二
年

四
月
一
六
日
米
国
の
ヘ
リ
テ
ー
ジ
財
団
で
講
演
し
た
。「
日
本
の
防
衛
を
ど
う
す
る
か
っ
て
問
題
が
こ
れ
か
ら
ま
す

ま
す
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。
ず
ー
っ
と
ア
メ
リ
カ
さ
ん
の
お
妾
さ
ん
で
き
た
ん
だ
か
ら
、
な
ん
で
も
お
願
い
し
ま

す
。
も
う
こ
ん
な
時
代
は
終
わ
ん
な
き
ゃ
い
け
な
い
」「
で
ね
、
東
京
都
は
あ
の
尖
閣
諸
島
を
買
い
ま
す
。
買
う
こ

と
に
し
ま
し
た
」「
本
当
は
ね
、
国
が
買
い
上
げ
た
ほ
う
が
い
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
国
が
買
い
上
げ
る
と
支
那
が
怒

る
か
ら
ね
、
な
ん
か
外
務
省
が
ビ
ク
ビ
ク
ビ
ク
ビ
ク
し
て
や
が
ん
の
」「
ま
さ
か
東
京
が
尖
閣
諸
島
を
買
う
こ
と
で

ア
メ
リ
カ
が
反
対
す
る
わ
け
な
い
よ
な
あ
？　

な
い
で
し
ょ
？
」（
石
原
都
知
事
演
説
の
ノ
ー
カ
ッ
ト
版
）。
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第
２
章　
「
白
旗
」
授
受
の
あ
ら
ま
し

は
じ
め
に
─
─
ペ
リ
ー
の
課
題
と
通
訳
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
苦
い
過
去

ペ
リ
ー
は
一
八
五
三
年
に
来
航
し
た
際
、
日
本
が
「
通
商
を
欲
し
な
い
国
法
」
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
を
十

分
に
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
鎖
国
日
本
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
戦
略
・
戦
術
で
開
国
を
迫
る
べ
き
か
、

こ
れ
が
ペ
リ
ー
の
課
題
で
あ
っ
た
。
軍
人
外
交
家
の
ペ
リ
ー
は
当
然
砲
艦
に
よ
る
威
嚇
を
中
心
に
考
え
た
が
、

こ
こ
で
日
本
の
国
情
や
人
々
に
つ
い
て
の
重
要
な
入
れ
知
恵
を
、
通
訳
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
求

め
た
の
で
あ
っ
た
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
一
八
三
七
年
に
商
船
モ
リ
ソ
ン
号
に
救
助
し
た
乙
吉
ら
日
本
漂
流
民１

を
乗
せ
て
送
還
す

る
た
め
浦
賀
沖
ま
で
や
っ
て
き
た
が
、
異
国
船
打
払
い
令２

に
よ
る
砲
撃
で
追
い
払
わ
れ
、
引
き
渡
し
に
失
敗
し

た
苦
い
体
験
を
も
つ
。
そ
の
た
め
彼
は
、
商
船
派
遣
と
い
う
形
の
平
和
的
形
態
の
失
敗
を
痛
切
に
認
識
し
て
い

た
。
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幕
府
と
呼
ば
れ
る
日
本
政
府
が
鎖
国
と
い
う
国
法
を
固
く
守
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
日
本
と
通
商
関
係

を
も
つ
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
聞
い
て
い
た
。
国
法
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
異
論
は
な
い
。
そ
れ
は

ど
こ
の
国
に
と
っ
て
も
同
じ
こ
と
だ
。

だ
が
、
灯
油
に
用
い
る
鯨
漁
を
や
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
鯨
漁
で
嵐
に
遭
う
と
、
一
方
は
日
本
に
漂
着

し
、
他
方
は
ア
メ
リ
カ
に
漂
着
す
る
。
こ
れ
ら
の
海
難
事
故
の
漁
民
を
救
う
協
定
は
、
鎖
国
令
の
も
と
で
も
可

能
な
は
ず
だ
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
モ
リ
ソ
ン
号
で
の
漂
流
民
送
還
の
失
敗
を
慎
重
に
検
討
し
つ
つ
、
幕
府
と

の
交
渉
、
説
得
を
ど
の
よ
う
に
進
め
る
か
、
頭
を
悩
ま
し
て
い
た
。
ま
ず
は
な
に
よ
り
も
、
和
交
の
意
図
を
示

す
こ
と
だ
。

こ
の
経
緯
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
八
五
三
年
の
ペ
リ
ー
艦
隊
は
、
浦
賀
に
近
づ
い
た
。
六
月
四
日
、
浦
賀
奉
行

伊
豆
守
の
部
下
与
力
組
頭
・
香
山
連れ

ん

栄
左
衛
門
永な

が
の
り孝
を３

相
手
と
し
て
、
幕
府
側
通
訳
二
名
だ
け
の
乗
船
を
許
す

方
式
で
折
衝
を
始
め
た
。
こ
の
章
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
そ
し
て
幕
府
側
の
記
録
を
も
と
に
、
丹
念
に
白
旗

と
書
簡
の
受
け
渡
し
ま
で
の
経
過
を
追
っ
て
み
よ
う
。

（
１
）
日
米
船
上
対
話
の
展
開
─
─
嘉
永
六
年
六
月
四
日
・
七
日
の
対
話

三
日
夜
か
ら
四
日
会
談
ま
で
─
─
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
随
行
日
誌
』
か
ら

嘉
永
六
年
［
一
八
五
三
年
］
六
月
三
日
浦
賀
沖
に
着
い
て
か
ら
の
模
様
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
随
行
日
誌
』
か
ら

読
ん
で
み
よ
う
。

・
三
日
夜
か
ら
四
日
に
か
け
て
船
上
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
た
ち
は
、「
敵
の
来
襲
を
待
ち
受
け
る
ご
と
く
警
戒
体

制
」
を
続
け
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
陸
で
は
、
一
晩
中
半
鐘
が
鳴
り
響
き
、
そ
の
音
が
船
に
も
届
い
て
い

た
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
海
側
の
ペ
リ
ー
艦
隊
も
陸
側
の
浦
賀
奉
行
所
も
、
厳
戒
体
制
で
夜
を
明
か
し
た
わ
け

だ
。
夜
の
闇
が
警
戒
心
を
強
め
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

・
朝
七
時
、「
浦
賀
で
最
高
位
を
（
自
称
す
る
）
栄
左
衛
門
」
が
通
訳
二
人
と
与
力
の
手
下
四
～
五
名
と
共
に
船

に
近
づ
き
、
談
判
に
や
っ
て
き
た
。
栄
左
衛
門
は
、
な
ぜ
浦
賀
へ
来
た
の
か
、
将
官
の
地
位
は
何
か
、
等
を

聞
く
。
そ
こ
で
ブ
キ
ャ
ナ
ン
船
長
が
栄
左
衛
門
と
通
訳
二
名
だ
け
を
部
屋
に
招
く
。

・
船
長
室
で
栄
左
衛
門
が
説
明
し
た
の
は
、
自
分
と
し
て
は
国
書
を
受
け
取
り
た
い
け
れ
ど
も
、「
書
簡
受
取

り
は
国
法
が
禁
じ
て
い
る
た
め
、
公
式
に
は
で
き
な
い
」
と
説
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

た
ち
は
、「
書
簡
を
受
け
と
っ
て
も
ら
う
ま
で
停
泊
す
る
」
と
脅
迫
し
つ
つ
、「
受
取
り
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物

を
船
に
連
れ
て
こ
い
」
と
要
求
し
、
こ
れ
は
「
大
統
領
か
ら
天
皇
へ
の
国
書
で
あ
る
」「
当
方
は
委
任
さ
れ

た
任
務
を
執
行
す
る
義
務
が
あ
る
」
と
説
明
し
た
。

　
（
こ
の
や
り
と
り
は
、
鎖
国
の
国
法
を
盾
に
書
簡
の
受
取
り
を
拒
否
す
る
栄
左
衛
門
に
対
し
て
、
ペ
リ
ー
の
側
も
米
国
の
国
法

に
よ
り
、
手
渡
し
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
、
論
理
を
対
置
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。）

・「
用
向
き
が
あ
る
な
ら
長
崎
へ
行
け
」
と
の
栄
左
衛
門
の
指
示
に
対
し
て
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
（
出
島
で
は
な

   24-25 15/11/06   15:01



2627

第２章　「白旗」授受のあらまし

く
）
浦
賀
に
派
遣
さ
れ
た
の
だ
、
幕
府
（
将
軍
）
に
近
い
か
ら
だ
」、
と
説
明
し
、
長
崎
行
き
を
明
確
に
拒
否

し
た
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
長
崎
に
の
み
窓
口
を
開
く
幕
府
の
応
接
体
制
へ
の
ゆ
さ
ぶ
り
作
戦
で
あ
る
。

・
こ
う
し
た
や
り
と
り
の
後
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
「
国
書
と
信
任
状
」
の
原
文
を
示
し
、
続
け
て
「
翻
訳
文
を

収
め
た
包
み
」
も
示
し
、
来
航
の
目
的
を
繰
り
返
し
説
明
し
た
。

こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
六
月
四
日
す
な
わ
ち
「
最
初
の
船
上
会
談
」
の
時
点
で
、
香
山
ら
は
国
書
の

蘭
語
訳
と
漢
語
訳
を
通
じ
て
、
国
書
の
概
略
を
す
で
に
読
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
観

察
に
よ
る
と
、
香
山
は
国
書
自
体
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
さ
な
い
。
そ
し
て
「
小
さ
な
箱
」
を
届
け
る
た
め

に
「
な
ぜ
軍
艦
四
隻
で
や
っ
て
き
た
の
か
」
を
繰
り
返
し
問
い
た
だ
す
。
香
山
が
与
力
（
奉
行
の
配
下
で
、
部
下

の
同
心
を
指
揮
し
た
役
人
）
で
あ
る
こ
と
を
知
る
者
か
ら
見
れ
ば
当
然
の
「
訊
問
」
だ
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
自
身

は
、
香
山
の
身
分
を
ま
だ
知
ら
な
い
。

・「
天
皇
へ
の
敬
意
を
示
す
た
め
」
の
軍
艦
四
隻
と
説
明
し
た
が
、
栄
左
衛
門
は
納
得
し
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
飲
み
物
と
菓
子
を
す
す
め
た
が
、
栄
左
衛
門
は
そ
れ
に
手
を
つ
け
な
い
。
そ
し
て
江
戸
表

と
の
連
絡
往
復
に
四
日
か
か
る
の
で
、
返
事
が
届
き
次
第
、
再
訪
す
る
、
と
今
後
の
方
針
を
伝
え
る
。

こ
こ
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
白
旗
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
栄
左
衛
門
た
ち
は
白
旗
の
意
味
を

は
っ
き
り
と
教
え
ら
れ４

、
朝
に
白
旗
が
掲
げ
ら
れ
る
ま
で
は
訪
問
を
控
え
る
べ
き
こ
と
を
教
え
ら
れ
た５

。
こ

の
場
面
は
、
幕
府
側
記
録
が
臨
場
感
に
富
む
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
船
長
室
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
会
談
）
に
つ
い
て
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
「
終
始
、
そ
の
態
度
物
腰
は
、
威
厳
と
沈
着
を
保
持
し
つ
つ
行
な
わ
れ
た
」
と
栄
左
衛
門
の

「
訓
練
さ
れ
た
役
人
ぶ
り
」
を
好
意
的
に
記
述
し
て
い
る
。
さ
て
栄
左
衛
門
の
発
言
内
容
は
、
す
で
に
指
摘
し

た
よ
う
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
理
解
さ
れ
て
い
た
。

・
会
談
の
終
り
に
、
通
訳
達
之
助
が
栄
左
衛
門
の
役
職
を
「
浦
賀
で
最
高
の
高
官
」
と
紹
介
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
は
こ
の
時
点
で
は
、
浦
賀
奉
行
所
の
要
員
配
置
を
知
ら
な
い
が
、
ま
も
な
く
香
山
の
職
掌
を
正
確
に
聞

き
出
し
て
い
る
。

・
と
こ
ろ
で
、
栄
左
衛
門
は
艦
隊
長
の
名
を
聞
い
て
、
ペ
ル
リ
と
教
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、「
こ
れ
以
上
の

恭
順
は
な
い
ほ
ど
に
う
や
う
や
し
く
聞
い
た
」。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
驚
い
た
の
は
、「
名
を
名
乗
り
、
こ
れ
を

承
る
」
と
い
う
儀
式
を
重
ん
ず
る
や
り
方
だ
。「
国
書
に
は
敬
意
を
払
わ
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ペ

リ
ー
と
い
う
艦
隊
長
の
名
に
は
敬
意
を
払
う
」
幕
府
役
人
の
態
度
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
驚
き
を
も
っ
て
記
述

し
て
い
る
。

・
別
れ
際
に
「
貴
方
は
ア
メ
リ
カ
人
か
」
と
誰
か
が
聞
く
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
お
ど
け
て
「
い
か
に
も
左
様
で

ご
ざ
る
」
と
香
山
の
口
調
を
ま
ね
て
答
え
る
。「
そ
こ
で
一
同
は
大
笑
い
に
な
っ
た
」。
そ
れ
か
ら
「
達
之
助

が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
名
を
聞
き
当
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
達
之
助
の
名
を
確
認
し
た
」。
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・
さ
ら
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
香
山
が
挟
み
箱
を
小
姓
に
か
つ
が
せ
る
の
を
見
て
、
箱
の
中
味
を
聞
く
。
こ

れ
は
与
力
の
道
具
衣
装
一
五
点
入
り
セ
ッ
ト
だ
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
房
飾
り
の
つ
い
た
「
真
鍮
製
十
手
」
に

目
を
引
か
れ
た
が
、
そ
の
用
途
は
わ
か
ら
な
い
。

三
日
夜
か
ら
四
日
朝
の
接
触
ま
で
は
、
戦
々
恐
々
と
し
た
心
境
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
一
夜
を
明
か
し
た
。
と

こ
ろ
が
い
ま
や
、
数
時
間
の
対
話
だ
け
で
一
挙
に
、
す
っ
か
り
う
ち
と
け
て
い
る
。
こ
の
外
交
能
力
は
、
日
米

双
方
と
も
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。

栄
左
衛
門
が
与
力
で
あ
る
こ
と
は
ま
も
な
く
聞
き
出
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
対

話
は
進
ん
で
い
な
い
。

幕
府
側
与
力
栄
左
衛
門
の
記
録

以
上
の
観
察
は
、
通
訳
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
目
を
通
し
た
記
録
だ
が
、
幕
府
側
与
力
栄
左
衛
門
の
記
録
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
六
月
四
日
早
朝
、
栄
左
衛
門
は
通
詞
堀
達
之
助
と
同
立
石
得
十
郎
を
伴
っ
て
サ
ス

ケ
ハ
ナ
号
に
乗
船
し
た
。

・
船
中
の
形
勢
、
人
気
の
様
子
、
非
常
の
体
を
相
備
え
候
に
つ
き
、
と
て
も
こ
の
ま
ま
書
翰
御
受
取
り
こ
れ
な

く
て
は
、
平
穏
の
取
り
計
ら
い
相
成
り
兼
ね
候
。

・
浦
賀
に
て
御
受
取
り
に
相
成
ら
ず
候
わ
ば
、
江
戸
表
に
ま
か
り
越
し
相
渡
す
と
申
す
べ
し
。

・
江
戸
表
へ
相
伺
い
候
え
て
も
、
当
所
に
て
御
受
取
り
に
相
成
ら
ず
候
わ
ば
、［
ペ
リ
ー
は
］
使
命
を
あ
や
ま
り

候
、
恥
辱
雪
ぐ
べ
き
な
し
。

・
さ
れ
ば
浦
賀
に
お
い
て
余
儀
な
き
場
合
に
至
る
［
戦
端
を
開
く
こ
と
］
と
申
す
べ
し
。

・
そ
の
節
に
至
り
候
と
も
、
用
向
き
こ
れ
あ
り
候
わ
ば
、
白
旗
を
建
て
参
り
く
れ
候
わ
ば
、
鉄
砲
を
打
ち
掛
け

申
す
ま
じ
き
段
の
存
念
、
申
し
聞
き
候
。

・
相
貌
、
将
官
は
も
ち
ろ
ん
、
一
座
に
居
合
わ
せ
し
異
人
一
同
、
殺
気
面
に
相
顕
れ

0

0

0

0

0

0

0

。（
強
調
引
用
者
）

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
随
行
日
誌
』
は
、
あ
っ
さ
り
と
「
白
旗
の
意
味
を
教
え
た
」
と
記
録
し
た
だ
け
だ
が
、
栄

左
衛
門
は
、
戦
端
が
開
か
れ
た
場
合
に
「
白
旗
を
建
て
参
り
く
れ
候
わ
ば
、
鉄
砲
を
打
ち
掛
け
申
す
ま
じ
き
段

の
存
念
」
と
白
旗
の
意
味
を
正
確
に
理
解
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

六
月
七
日
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
「
船
上
対
話
書
」

次
に
六
月
七
日
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
日
誌
・
西
暦
七
月
一
二
日
）
の
「
船
上
対
話
書
」
を
読
ん
で
見
よ
う
。
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
の
筆
に
よ
れ
ば
、
午
前
一
〇
時
ご
ろ
始
ま
っ
た
書
簡
受
取
り
を
め
ぐ
る
応
酬
は
三
時
間
に
及
ん
だ
。
香

山
は
二
人
の
通
訳
を
伴
っ
て
船
上
に
や
っ
て
き
て
、「
日
時
は
い
え
な
い
が
、
書
簡
は
受
け
取
る
こ
と
に
な
ろ

う
」
と
見
通
し
を
伝
え
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
も
う
、
香
山
連
栄
左
衛
門
永
孝
の
与
力
と
い
う
職
掌
ま
で
聞
き

   28-29 15/11/06   15:01



3031

第２章　「白旗」授受のあらまし

出
し
て
い
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
心
に
予
期
し
て
い
た
の
で
驚
か
な
か
っ
た
が
、
栄
左
衛
門
の
い
う
受
取
り
が
「
写
し
」

で
は
な
く
、「
国
書
の
原
物
」
を
指
す
こ
と
を
知
っ
て
予
想
外
の
展
開
を
感
じ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
手
渡
し

の
段
取
り
に
時
間
の
か
か
る
こ
と
は
予
想
し
て
い
た
が
、
栄
左
衛
門
た
ち
（
江
戸
表
）
が
検
討
し
て
い
た
の
は
、

「
受
取
り
の
可
否
」
だ
け
で
は
な
く
、
意
外
に
も
「
国
書
を
誰
が
受
け
取
る
か
、
そ
の
受
取
り
人
」
な
の
で

あ
っ
た
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
ま
ず
「
写
し
」
を
栄
左
衛
門
に
手
渡
す
段
取
り
を
考
え
て
い
た
が
、
栄
左
衛
門
は
「
写

し
」
の
受
取
り
を
拒
否
す
る
。
そ
の
理
由
を
問
う
過
程
で
、
話
は
「
写
し
」
の
段
階
を
越
え
て
、「
原
物
」
の

受
取
り
ま
で
検
討
が
進
み
、
受
取
り
人
を
誰
と
す
る
か
の
検
討
ま
で
江
戸
表
で
は
論
議
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
た
次
第
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
は
、「
長
崎
へ
回
れ
」、「
い
や
そ
れ
は
で
き
な
い
」
の
押
し
問
答
に
始
ま
り
、「
受
取
り
は

浦
賀
と
し
て
も
よ
い
が
、
返
書
は
長
崎
で
」「
い
や
浦
賀
で
受
け
取
っ
て
も
ら
う
国
書
は
、
返
書
も
浦
賀
に
限

る
」
と
い
っ
た
応
酬
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
栄
左
衛
門
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
が
、
江
戸
表
は
す
で
に
ペ

リ
ー
側
の
強
い
意
志
を
明
確
に
理
解
し
て
い
た
。

①
浦
賀
で
の
受
取
り
、
②
受
取
り
人
名
（
奉
行
）、
③
受
取
り
会
場
・
陣
屋
の
設
定
ま
で
検
討
を
進
め
て
い
る

こ
と
が
、
午
前
の
対
話
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
夕
刻
四
時
か
ら
の
対
話
で
は
、「
九
日
受
取
り
儀
式
」

の
具
体
的
な
段
取
り
ま
で
協
議
が
進
展
し
た
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
①
国
書
原
物
と
②
そ
の
写
し
、
そ
し
て
③
幕
府
の
信
任
状
を
も
つ
受
取
り
人
に
手
渡
す

こ
と
、
④
陸
上
で
の
手
渡
し
の
た
め
上
陸
す
る
場
合
に
は
、
ペ
リ
ー
に
適
度
の
数
の
護
衛
部
隊
を
伴
う
こ
と
、

な
ど
を
求
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
栄
左
衛
門
は
こ
れ
ら
の
条
件
を
す
べ
て
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、
幕
府
側
の

条
件
を
伝
え
る
。

そ
れ
は
、
今
回
の
受
取
り
は
①
単
な
る
「
受
取
り
」
に
限
定
し
た
式
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
②
会
談
を
行
わ
な

い
、
と
い
う
方
針
で
あ
る
。
そ
の
言
外
の
意
味
は
、
国
法
に
照
ら
し
て
こ
の
よ
う
な
授
受
は
「
本
来
許
さ
れ
な

い
」
も
の
で
は
あ
る
が
、
江
戸
湾
深
く
ま
で
侵
入
と
い
う
脅
迫
等
、
諸
般
の
状
況
に
照
ら
し
て
特
別
な
計
ら
い

と
し
て
受
け
取
り
、
そ
の
場
で
「
国
書
へ
の
受
領
書
」
を
手
渡
す
。
こ
の
よ
う
な
扱
い
方
法
を
逆
提
案
し
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
久
里
浜
で
の
手
渡
し
と
い
う
段
取
り
が
合
意
に
達
し
て
し
ま
う
と
、
両
者
間
は
一
気

に
緊
張
が
解
け
る
。

日
本
研
究
者
と
し
て
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

ペ
リ
ー
側
か
ら
堀
達
之
助
に
対
し
て
、
腰
の
刀
を
見
せ
て
ほ
し
い
と
頼
む
。
達
之
助
が
求
め
に
応
じ
て
、
抜

い
て
見
せ
る
と
、
刀
の
把
手
や
鍔
な
ど
の
細
工
に
見
入
る
。
刃
渡
り
を
確
か
め
、
つ
い
に
は
大
小
二
〇
～
三
〇

両
と
刀
剣
の
「
買
い
入
れ
価
格
」
ま
で
聞
き
出
し
て
い
る
。
刀
調
べ
に
満
足
す
る
と
、
今
度
は
栄
左
衛
門
た
ち

が
サ
ス
ケ
ハ
ナ
号
の
蒸
気
エ
ン
ジ
ン
を
見
せ
て
も
ら
う
番
だ
。
エ
ン
ジ
ン
の
大
き
さ
や
石
炭
を
燃
や
す
竈
の
大

き
さ
に
一
同
は
驚
く
。
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栄
左
衛
門
は
石
炭
を
見
て
、
日
本
の
平
戸
に
も
、
四
国
の
阿
波
に
も
、
大
和
な
ど
に
も
石
炭
は
産
出
す
る
と

説
明
す
る
。
さ
ら
に
大
砲
や
小
銃
な
ど
サ
ス
ケ
ハ
ナ
号
に
備
え
た
火
器
、
武
器
も
見
せ
た
が
、
栄
左
衛
門
た
ち

を
最
も
喜
ば
せ
た
の
は
、
銀
版
写
真
機
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
写
真
機
の
こ
と
は
耳
に
し
て
い
た
が
、
機
械
の
現

物
を
見
る
の
は
初
体
験
だ
っ
た
か
ら
だ
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
方
は
、
こ
の
と
き
に
通
訳
の
立
石
得
十
郎
光
定
か
ら
、
嘉
永
・
弘
化
・
天
保
と
い
っ
た

「
幕
府
の
年
号
制
度
」
を
聞
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
を
乾
隆
・
嘉
慶
・
道
光
な
ど
清
国
の
ケ
ー
ス
と
比
べ
て
い

る
。
①
公
方
（
将
軍
）
の
年
号
が
短
い
の
は
、
将
軍
の
権
力
が
清
国
皇
帝
の
権
力
よ
り
も
小
さ
な
た
め
か
、
②

幕
府
内
で
少
数
派
に
な
る
と
解
任
さ
れ
る
の
か
、
な
ど
自
国
の
大
統
領
選
挙
の
イ
メ
ー
ジ
で
、
政
権
内
部
を
推

測
し
、
そ
こ
か
ら
③
鎖
国
政
策
の
変
更
可
能
性
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
き
わ
め
て
優
秀
な
情
報

収
集
能
力
だ
。
こ
の
辺
り
に
は
日
本
政
治
の
研
究
者
と
し
て
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
横
顔
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び

上
が
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
ま
た
栄
左
衛
門
の
地
位
が
「
浦
賀
騎
士
長
」
で
あ
り
、
通
訳
の
中
島
三
郎
助
の
所
属
が

「
浦
賀
騎
隊
」
で
あ
る
こ
と
も
聞
き
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
す
で
に
栄
左
衛
門
の
「
与
力
と
し
て
の
身
分
」

も
十
分
に
理
解
し
て
い
る
か
ら
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
日
本
研
究
は
長
足
の
進
歩
で
あ
る
。
こ
う
し
て
和
暦
六
月
七

日
朝
と
夕
刻
、
二
回
の
対
話
に
お
い
て
、
国
書
を
届
け
る
と
い
う
一
八
五
三
年
ペ
リ
ー
遠
征
の
目
的
は
基
本
的

に
達
せ
ら
れ
る
メ
ド
が
つ
い
た
わ
け
だ
。

六
月
七
日
「
浦
賀
表
米
船
対
話
書
」（『
幕
末
外
交
文
書
Ⅰ
』）

次
に
、
こ
の
や
り
と
り
を
幕
府
側
記
録
に
よ
っ
て
跡
づ
け
て
見
よ
う
。

『
幕
末
外
交
文
書
Ⅰ
』
に
［
史
料
番
号
六
二
号
］
と
し
て
収
め
ら
れ
た
六

月
七
日
「
浦
賀
表
米
船
対
話
書
」
で
あ
る
。

こ
の
対
話
書
に
は
「
朝
の
や
り
と
り
」
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
午
後

四
時
、「
香
山
栄
左
衛
門
、
通
詞
堀
達
之
助
、
立
石
得
十
郎
本
船
に
相
越

し
応
接
左
の
通
り
」
と
題
し
た
記
録
で
あ
る
。

・
栄
左
衛
門
は
、
浦
賀
で
国
書
を
受
け
取
っ
て
よ
い
と
す
る
「
御
指
図
」

が
江
戸
か
ら
、
ペ
リ
ー
指
定
の
時
間
の
一
日
前
に
届
い
た
の
で
、
そ
れ

を
報
告
し
た
（「
書
翰
の
儀
、
江
戸
表
へ
相
伺
い
候
処
、
当
地
に
於
い
て
受
け
取

る
べ
き
旨
、
御
指
図
こ
れ
あ
り
候
に
つ
き
、
左
様
相
心
得
ら
る
べ
く
候
」）。

・
将
官
（
ペ
リ
ー
）
は
、
右
の
通
り
申
し
聞
き
、
す
な
わ
ち
添
書
き
を
差
し

出
す
（「
こ
の
節
、
持
ち
越
し
候
書
翰
の
ほ
か
に
、
添
書
き
こ
れ
あ
り
候
間
、
右

添
書
き
は
た
だ
い
ま
相
渡
し
候
に
つ
き
、
早
々
江
戸
表
へ
相
達
し
候
ら
わ
ん
。
書

翰
の
事
柄
相
分
け
、
江
戸
表
よ
り
高
位
の
役
人
請
取
り
の
為
出
張
こ
れ
あ
る
べ
く

候
間
、
即
刻
持
ち
帰
り
、
申
せ
ら
る
べ
く
候
」）。

図　ハイネが描いた香山栄左衛門の姿。『ペリー遠征記』第 1 巻、第 13 章。
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栄
左
衛
門
の
報
告
を
喜
ぶ
か
と
思
い
き
や
、
ペ
リ
ー
側
は
、
新
た
な
難
題
を
持
ち
出
し
た
。「
添
書
き
」、
す

な
わ
ち
後
に
分
析
す
る
「
撫ぶ

じ
ゅ
つ恤
本
」
＝
白
旗
書
簡
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
「
添
書
き
」
は
、
国
書
と
は

切
り
離
し
て
、
即
刻
持
ち
帰
れ
と
い
う
。
当
惑
し
た
栄
左
衛
門
は
不
満
を
述
べ
る
。

・
栄
左
衛
門
は
、
せ
っ
か
く
「
国
書
」
受
取
り
の
段
取
り
の
協
議
が
整
っ
た
ば
か
り
な
の
に
、
そ
の
前
に
「
添

書
き
」
な
る
も
の
を
事
前
に
江
戸
表
に
届
け
よ
と
頼
ま
れ
て
も
困
る
。
な
ぜ
国
書
と
一
緒
で
は
ま
ず
い
の
か
、

と
問
い
質
す
（「
そ
の
儀
に
候
わ
ば
、
最
初
よ
り
こ
れ
を
申
し
出
ら
る
べ
き
処
、
今
に
至
り
て
右
様
の
儀
申
し
立
て
候
は
不

都
合
に
つ
き
、
書
翰
受
取
の
節
、
右
添
書
き
一
同
相
渡
し
候
手
続
き
に
相
成
り
た
く
候
」）。

・
将
官
は
こ
の
「
添
書
き
」
は
前
も
っ
て
先
に
読
ん
で
お
い
て
も
ら
わ
な
い
と
「
事
柄
の
前
後
」
が
あ
べ
こ
べ

に
な
る
か
ら
だ
と
主
張
す
る
が
、
こ
の
説
明
は
ま
る
で
説
得
力
を
欠
い
て
い
る
（「
こ
の
添
書
き
は
、
前
広
に
差

出
し
申
さ
ず
し
て
は
、
事
柄
前
後
に
相
成
り
、
甚
だ
不
都
合
に
つ
き
、
是
非
た
だ
い
ま
相
渡
し
候
様
致
し
た
く
候
」）。

・
江
戸
表
が
国
書
に
つ
い
て
よ
う
や
く
受
取
り
の
指
図
を
出
し
て
く
れ
た
と
こ
ろ
な
の
に
、
国
書
の
前
に
読
ん

で
ほ
し
い
添
書
き
と
は
、
い
か
な
る
意
味
か
。
い
ま
さ
ら
、
添
書
き
を
先
に
届
け
ろ
と
言
わ
れ
て
も
受
け
取

れ
な
い
、
と
栄
左
衛
門
は
強
く
断
る
（「
た
だ
い
ま
受
取
り
持
ち
帰
り
候
に
て
然
る
べ
く
候
え
ば
、
こ
の
ま
ま
受
取
り
帰

ら
る
べ
く
候
え
ど
も
、
右
様
前
広
に
差
出
し
候
に
て
は
、
不
都
合
の
訳
に
候
え
ば
、
過
日
江
戸
表
へ
申
し
立
て
候
以
前
に
差
出

さ
れ
候
は
ず
の
処
、
そ
の
節
に
何
の
説
も
こ
れ
な
く
、
た
だ
今
既
に
江
戸
表
よ
り
受
取
り
の
主
任
相
越
し
候
に
至
り
、
更
に
そ

の
書
を
江
戸
へ
差
送
り
申
す
べ
し
と
は
、
実
に
不
都
合
に
は
こ
れ
な
き
か
」）。

「
こ
の
時
、
こ
と
の
ほ
か
、
相
困
り
候
の
体
に
て
、
し
ば
ら
く
無
言
に
て
、
い
ず
れ
た
る
か
相
考
え
候
体
に
相

見
ゆ
」（
強
調
引
用
者
）
と
対
話
書
は
ト
書
き
で
説
明
し
て
い
る
。

ペ
リ
ー
側
の
ホ
ン
ネ

こ
こ
に
ペ
リ
ー
側
の
「
タ
テ
マ
エ
と
ホ
ン
ネ
の
矛
盾
」
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
タ
テ
マ
エ
と
し
て

は
、
ペ
リ
ー
の
任
務
は
、（
恫
喝
を
含
ま
な
い
）
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
を
届
け
て
、
返
事
を
待
つ
こ
と
だ
。

だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
幕
府
が
国
書
を
受
け
取
る
か
否
か
、
単
に
受
け
取
る
だ
け
で
、
返
書
を
書
か
な
い
、

返
書
を
無
視
す
る
事
態
も
予
想
し
う
る
。

そ
の
よ
う
な
場
合
を
想
定
し
て
、
ペ
リ
ー
は
「
万
一
色
好
い
返
事
が
な
け
れ
ば
、
戦
争
に
な
り
、
幕
府
が
敗

れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
に
は
白
旗
を
差
し
出
せ
ば
攻
撃
は
止
め
る
」
と
、
脅
迫
の
意
志
を
非
公
式
に
伝
え
た
い

の
だ
。
こ
の
脅
迫
は
、「
幕
府
は
返
書
せ
ず
」
と
い
う
決
定
を
行
っ
た
後
で
は
手
遅
れ
な
の
だ
。「
こ
と
の
ほ
か
、

相
困
り
候
の
体
」
と
は
、
ま
さ
に
ペ
リ
ー
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
困
惑
が
目
に
見
え
る
よ
う
で
は
な
い
か
。
さ
て

し
ば
ら
く
考
え
た
後
、

・
将
官
曰
く
「
右
様
、
た
だ
い
ま
受
取
り
兼
ね
候
儀
に
候
え
ば
、
書
翰
一
同
相
渡
し
候
様
致
す
べ
く
候
」。

（
是
は
自
分
［
ブ
キ
ャ
ナ
ン
、
実
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
］
の
添
書
き
に
し
て
、
実
は
書
翰
一
同
相
渡
す
べ
き
書
に
こ
れ
な
く
、「
全

く
最
前
差
出
し
落
と
し
」
と
相
見
え
候
）。
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こ
の
節
は
読
み
が
肝
心
だ
。

こ
れ
は
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
艦
長
あ
る
い
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
通
訳
の
「
添
書
き
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

国
書
と
と
も
に
渡
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
国
書
と
添
え
書
き
と
は
、「
格
が
違
う
」

こ
と
が
一
つ
。

そ
れ
ゆ
え
、
国
書
差
出
の
と
き
に
、
添
書
き
を
忘
れ
た
も
の
か
と
、「
忘
れ
た
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
栄
左

衛
門
は
好
意
的
に
ま
ず
解
釈
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
「
格
下
の
添
書
き
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
「
国
書
と
信
任
状
」
に
先
立
っ

て
開
い
て
ほ
し
い
と
、「
添
書
き
＝
ペ
リ
ー
書
簡
」
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
の
は
何
を
意
味
す
る
か
。

つ
ま
り
は
、「
添
書
き
」
の
ほ
う
が
国
書
よ
り
も
大
事
な
の
だ
。
そ
こ
を
読
み
違
え
な
い
よ
う
に
、
と
栄
左

衛
門
に
念
を
押
し
た
。
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
「
ペ
リ
ー
の
ホ
ン
ネ

0

0

0

0

0

0

0

」
な
の
だ
。

白
旗
書
簡
＝
撫
恤
本
の
取
り
扱
い

双
方
当
惑
の
の
ち
、
次
に
ペ
リ
ー
側
は
受
取
り
役
人
の
地
位
等
を
尋
ね
る
。
受
取
り
人
は
「
ペ
リ
ー
と
同
格

の
地
位
の
者
」
で
な
け
れ
ば
困
る
。
高
位
の
者
が
浦
賀
ま
で
来
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ペ
リ
ー
が
江
戸
表
ま
で
行

く
ほ
か
な
い
、
と
再
度
ク
ギ
を
刺
し
た
（「
受
取
り
の
役
人
は
、
如
何
様
の
官
職
の
人
に
こ
れ
あ
り
候
か
。
首
将
［
ペ
リ
ー

を
指
す
］
に
於
い
て
は
至
り
て
高
位
の
者
に
つ
き
、
日
本
に
て
も
同
位
の
役
人
に
相
渡
し
申
し
た
く
、
も
し
高
位
の
人
に
こ
れ
な

く
候
え
ば
、
江
戸
表
に
於
い
て
、
高
官
の
役
人
へ
相
渡
し
申
す
べ
く
候
」）。

・
栄
左
衛
門
が
答
え
る
。「
提
督
と
同
等
の
官
」
に
江
戸
表
か
ら
来
て
も
ら
う
手
筈
だ
。
場
所
は
久
里
浜
に
陣

屋
を
設
け
る
（「
請
取
り
の
役
人
は
、
ア
ド
ミ
ラ
ル
［
提
督
］
と
同
様
の
官
に
当
た
り
、
専
ら
政
務
を
司
る
高
位
の
人
に
相

違
こ
れ
な
し
。
そ
の
儀
は
決
し
て
疑
心
こ
れ
あ
る
ま
じ
く
候
」。「
か
つ
右
の
書
翰
、
受
取
り
応
接
の
場
所
と
な
す
は
、
こ
の
近

傍
久
里
浜
と
申
す
海
浜
に
陣
屋
を
設
け
、
そ
の
処
に
於
い
て
受
取
り
候
は
ず
に
つ
き
、
将
官
に
も
上
陸
こ
れ
あ
り
、
応
接
の
上

相
渡
さ
る
べ
く
候
」）。

・
将
官
が
問
う
、「
久
里
浜
と
申
す
は
、
浦
賀
と
距
離
い
か
ほ
ど
離
れ
お
り
候
か
」

・
栄
左
衛
門
が
答
え
る
、「
久
里
浜
は
浦
賀
御
番
所
よ
り
西
北
の
方
へ
、
距
離
一
里
ほ
ど
相
隔
た
り
候
」

（
こ
の
と
き
、
達
之
助
、
日
本
の
一
里
は
英
国
の
里
数
何
程
に
相
成
り
と
申
す
儀
を
弁
説
い
た
す
）。

こ
う
し
て
「
七
日
夕
刻
の
対
話
」
は
、「
九
日
の
久
里
浜
国
書
捧
呈
の
段
取
り
」
を
協
議
し
た
も
の
と
し
て

重
要
な
ば
か
り
で
な
く
、「
ペ
リ
ー
の
第
一
書
翰
＝
添
書
き
」
の
末
尾
部
分
、
す
な
わ
ち
白
旗
書
簡
＝
撫
恤
本

の
扱
い
を
決
め
た
点
に
、
よ
り
重
要
な
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
い
う
「
添
書
き
」
と
は
、
直
接
的
に
は
、
ペ
リ
ー
第
一
書
簡
を
指
す
。
と
同
時
に
そ
の
結
論
部
分
を

誤
解
の
な
い
よ
う
に
要
約
し
た
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
通
訳
メ
モ
」、
す
な
わ
ち
著
者
の
い
う
白
旗
文
書
＝
撫
恤

本
を
含
む
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
＝
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
六
月
七
日
夕
刻
の
対
話
で
、
結
局
は
事

前
に
で
は
な
く
、
添
書
き
を
国
書
と
同
時
に
渡
す
ほ
か
な
い
こ
と
で
合
意
し
た
。
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九
日
、
無
言
の
捧
呈
劇

こ
の
約
束
に
基
づ
い
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
二
日
後
の
六
月
九
日
に
、
久
里
浜
に
臨
時
に
設
け
ら
れ
た
陣
屋

で
①
国
書
お
よ
び
信
任
状
と
②
「
添
書
つ
き
白
旗
二
枚
」
の
捧
呈
セ
レ
モ
ニ
ー６

が
行
な
わ
れ
た
。

ペ
リ
ー
は
『
日
本
遠
征
記
』
に
、
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
こ
の
会
見
の
時
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
調
製
さ
れ
た
見
事
な
二
つ
の
文
函
に
納
め
た
大
統
領
の
親
書
原
文

と
、
提
督
の
信
任
状
と
を
奉
行
に
見
せ
た
。
奉
行
は
明
ら
か
に
、
そ
の
優
美
な
細
工
振
り
と
金
の
か
か
っ

て
い
る
こ
と
に
い
た
く
感
動
し
て
い
た
。」７

（
強
調
引
用
者
）

ペ
リ
ー
の
記
述
で
は
、
二
つ
の
箱
に
そ
れ
ぞ
れ
親
書
と
信
任
状

0

0

0

0

0

0

を
入
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
記

述
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
。
と
い
う
の
は
、
二
日
前
の
船
上
対
話
で
、
あ
れ
ほ
ど
強
く
「
前
広
に
読
ん
で
ほ
し

い
」
と
強
調
し
て
い
た
「
添
書
き
」
の
こ
と
が
一
言
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
親
書
原
文
の
ほ
か
に
、
蘭
語
訳
、
漢
語
訳
も
用
意
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
言
及
は
一
切
な
い
。

白
旗
現
物
と
、
い
わ
ゆ
る
白
旗
書
簡
に
も
一
切
触
れ
て
い
な
い
。

要
す
る
に
、
ペ
リ
ー
の
記
述
は
、
六
月
五
日
お
よ
び
七
日
の
船
上
対
話
記
録
と
合
わ
な
い
。
こ
こ
で
は
ペ

リ
ー
の
記
述
は
あ
ま
り
に
も
簡
単
す
ぎ
る
。
こ
こ
で
大
方
の
日
本
史
家
た
ち
は
、
安
易
に
も
ペ
リ
ー
の
『
日
本

遠
征
記
』
に
頼
り
き
り
、
二
回
の
船
上
対
話
記
録
を
軽
視
し
て
、
真
相
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
の
だ
。

ペ
リ
ー
『
遠
征
記
』
の
行
間
を
読
む
な
ら
ば
、
こ
こ
か
ら

逆
に
、
国
書
捧
呈
の
前
に
読
ま
せ
て
ゼ
ロ
回
答
を
避
け
さ
せ

る
と
い
う
「
恫
喝
が
成
功
し
た
こ
と
」、
幕
府
側
が
「
脅
迫
の

意
図
」
を
「
正
確
に
受
け
止
め
」「
国
書
へ
の
返
書
を
約
束
し

た
」
こ
と
で
、
ペ
リ
ー
が
フ
ィ
ル
モ
ア
大
統
領
か
ら
与
え
ら
れ

た
任
務
は
、
基
本
的
に
達
成
し
た
こ
と
、
こ
れ
に
安
堵
し
た
ペ

リ
ー
の
横
顔
を
読
み
取
る
べ
き
だ
。

ペ
リ
ー
は
、
六
月
四
日
の
船
上
対
話
に
お
い
て
、「
乗
船
者

を
三
名
に
限
定
し
て
成
功
し
た
自
慢
話
」
を
得
々
と
記
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
一
八
四
六
年
に
浦
賀
に
来
た
Ｊ
・
ビ
ッ
ド
ル
提

督
が
無
数
の
番
船
に
包
囲
さ
れ
て
任
務
を
果
た
せ
な
か
っ
た
失

敗８

を
教
訓
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
白
旗
や
書
簡
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
ペ
リ
ー
は
事

実
隠
蔽
に
徹
し
た
。
そ
の
ウ
ラ
を
見
抜
け
な
い
よ
う
で
は
、
歴

史
家
た
ち
の
史
料
解
読
能
力
が
疑
わ
れ
る
。

西暦 和暦 出来事

1853年 嘉永6年 米使節ペリー、浦賀に来る。

7月9日 6月4日 旗艦サスケハナ号の船上でビュカナンが香山らと対話。「浦
賀表米船対話書6月4日」

7月11日 6月6日 未明に測量開始。近藤がアダムスに抗議する。

7月12日 6月7日 昼までに返事がなければ、江戸表へまかり越す、と恫喝。

7月12日 6月7日 江戸表から御指図が届く。

7月12日 6月7日 香山はビュカナンらと夕刻、船上対話。「浦賀表米船対話書
6月7日」

7月14日 6月9日 久里浜にて、国書捧呈式。香山上申書、立石覚書、「久里浜
応接次第覚書」

日米最初の応酬 
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（
２
）
ペ
リ
ー
の
本
懐

ア
メ
リ
カ
側
の
弱
み
と
交
渉
の
限
界

日
本
に
対
し
て
開
国
を
迫
る
た
め
に
、
フ
ィ
ル
モ
ア
大
統
領
が
ペ
リ
ー
に
与
え
た
国
書
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
。
ペ
リ
ー
に
与
え
た
権
限
は
ど
れ
ほ
ど
か
。
そ
れ
を
遂
行
す
る
に
十
分
な
輸
送
力
・
軍
事
力
を
ペ
リ
ー
艦
隊

は
与
え
ら
れ
て
い
た
か
。
こ
れ
ら
日
米
彼
我
の
交
渉
条
件
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
す
る
と
、
ペ
リ
ー
提
督９

と
し
て
は
、

軍
事
力
に
よ
る
恫
喝
の
前
に
知
力
を
尽
く
し
、
駆
け
引
き
を
図
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
が
真
相
で
あ
っ
た
。

黒
船
四
隻11

と
い
う
武
力
の
誇
示
は
明
白
な
形
だ
か
ら
、
誰
で
も
そ
の
威
力
を
認
識
で
き
る
。
と
は
い
え
、
幕

府
は
単
に
恫
喝
に
屈
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
石
炭
や
水
、
食
糧
等
の
補
給
困
難
を
考
え
れ
ば
、
ペ
リ
ー
の

側
に
も
大
き
な
弱
み
が
あ
る
こ
と
を
幕
府
が
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。

こ
う
し
て
幕
府
は
、
要
所
々
々
で
こ
れ
ま
で
の
「
国
法
堅
持
」
と
い
う
ス
ジ
を
通
し
な
が
ら
、
や
む
な
く

「
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
」
を
受
け
入
れ
る
形
を
演
出
す
る
こ
と
に
腐
心
し
た
。
そ
の
一
例
が
「
無
言
の
セ
レ
モ

ニ
ー
」
と
し
て
演
出
し
た
久
里
浜
に
お
け
る
国
書
授
受
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
例
外
措
置
で
あ
る
こ
と
を
内
外

に
示
す
た
め
に
こ
の
形
が
用
い
ら
れ
た
。

商
船
モ
リ
ソ
ン
号
に
よ
る
非
武
装
交
渉11

は
、
交
渉
以
前
の
段
階
で
異
国
船
打
払
令
に
よ
り
、
打
払
い
さ
れ
た

の
に
対
し
、
ペ
リ
ー
小
艦
隊
は
久
里
浜
で
は
国
書
を
受
理
さ
せ
、
翌
年
の
返
答
を
約
束
さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
交

渉
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
翌
一
八
五
四
年
に
結
ば
れ
た
日
米
和
親
条
約
に
結
実
し
た
成
果
は
、
ペ
リ
ー
の
予
期
し
た
も
の
と

比
べ
れ
ば
、
な
お
限
界
の
目
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
幕
府
と
の
交
渉
は
そ
れ
ほ
ど
に
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
こ
の
事
実
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
知
恵
袋
と
し
て
ペ
リ
ー
を
助
け
た
の
が
、
中
国
通
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
漢
字
名
＝
衛
三
畏
）
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
の
虚
々
実
々
の
駆
け
引
き
の
過
程
で
、
通
訳
と
い
う
よ
り
は
、
モ
デ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
（
第
４
章
参

照
）、
あ
え
て
誇
張
す
れ
ば
「
軍
師
」
に
も
近
い
役
割
を
演
じ
た
の
が
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
な
の
だ
。

ペ
リ
ー
の
遠
征
は
全
体
と
し
て
「
説
得
と
恫
喝
」
と
を
併
せ
持
つ
交
渉
劇
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
過
程
で
生
ま
れ

た
落
と
し
子
こ
そ
が
、
い
わ
ゆ
る
白
旗
文
書
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ペ
リ
ー
の
本
懐

ま
ず
日
米
間
で
白
旗
問
題
は
ど
の
よ
う
に
話
し
合
わ
れ
た
の
か
。
日
本
側
記
録
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
触
れ
た

史
料
一
一
九
号
「
ペ
リ
ー
書
翰
我
政
府
へ
白
旗
差
出
の
件
」
が
最
も
重
要
で
あ
る
（
本
書
巻
末
に
史
料
と
し
て
収

め
た
）。

松
本
は
こ
の
文
書
を
書
写
し
た
高
麗
環
に
つ
い
て
、「
外
国
奉
行
所
と
幕
閣
の
あ
い
だ
を
往
き
来
す
る
下
級

役
人
」
と
解
説
し
た11

。
史
料
一
九
号
に
は
「
七
月
一
七
日
付
（
す
な
わ
ち
国
書
受
領
三
日
後
）
報
告
書
」
な
ど
詳

細
な
記
録
や
「
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
贈
物
」
や
「
ア
メ
リ
カ
人
へ
の
贈
物
」
リ
ス
ト
な
ど
現
場
レ
ベ
ル
で
の
贈
答
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等
の
記
録
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、『
高
麗
環
雑
記
』
に
収
め
ら
れ
た
一
連
の
史
料
の
重
要
性
は
明

ら
か
で
あ
る
。
問
題
は
個
々
の
史
料
の
「
読
み
方
」
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
史
料
一
九
号
「
聞
書･

其
二
」
に
は
、
国
書
と
白
旗
の
手
渡
し
を
無
事
に
終
え
た
ペ
リ
ー
艦
隊
の

出
帆
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
ご
覧
の
通
り
、
和
交
の
白
旗
船
に
出
し
置
き
申
し
候
間
、
必

ず
ご
心
配
こ
れ
な
き
よ
う
、
か
つ
明
朝
四
時
（
彼
国
の
四
時
、
今
朝
六
時
）
出
帆
致
し
候
旨
、
最
早
浦
賀
へ
船
留

め
申
さ
ず
、
こ
こ
よ
り
出
帆
致
し
候
旨
申
し
聞
き
候
（
こ
の
節
の
儀
、
ほ
か
に
カ
条
こ
れ
あ
り
候
え
ど
も
し
た
た
め
ず
）」。

こ
こ
で
明
ら
か
な
の
は
ペ
リ
ー
の
旗
艦
も
ま
た
「
和
交
の
白
旗
」
を
掲
げ
て
去
っ
て
行
っ
た
こ
と
だ
が
、
こ

こ
か
ら
「
白
旗
は
和
交
」
の
象
徴
と
だ
け
読
む
の
は
、
致
命
的
ミ
ス
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。

蘭
船
本
と
撫
恤
本
の
比
較

「
史
料
一
一
九　

白
旗
差
出
の
件
」、
い
わ
ゆ
る
白
旗
書
簡
に
は
、
二
種
類
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
存
在
す
る
こ
と

は
、
か
ね
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
違
い
の
意
味
す
る
も
の
を
十
分
に
検
討
し
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
見

当
た
ら
な
い
よ
う
だ12

。

こ
こ
で
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
「
蘭
船
本
」、「
撫
恤
本
」
と
名
付
け
て
対
照
し
て
見
よ
う
。

最
も
流
布
し
た
説
、「
史
料
一
一
九12

」
前
半
分
に
登
場
す
る
白
旗
書
簡
を
、
筆
者
は
「
蘭
船
本
」
と
呼
ぶ
。

こ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
だ
。

先
年
以
来
、
各
国
よ
り
通
商
の
願
い
こ
れ
あ
り
候
と
こ
ろ
、［
幕
府
は
］
国
法
を
も
っ
て
違
背
に
及
ぶ
。

元
よ
り
［
幕
府
の
］
天
理
に
背
く
の
至
罪
、
莫
大
な
り
。
さ
れ
ば
蘭
船
よ
り
申
し
達
し
候
の
通
り
、
諸
方
の

通
商
是
非
に
希
う
に
あ
ら
ず
。
不
承
知
に
候
わ
ば
、
干
戈
を
も
っ
て
天
理
に
背
く
の
罪
を
糺
し
候
に
つ
き
、

其
方
［
幕
府
］
も
国
法
を
立
て
て
防
戦
致
す
べ
し
。
左
候
わ
ば
、
防
戦
の
時
に
臨
み
、
必
勝
は
我
等
［
ペ

リ
ー
側
］
に
こ
れ
あ
り
。
其
方
［
幕
府
］
敵
対
成
り
兼
ね
申
す
べ
し
。
若
し
其
節
に
至
り
［
幕
府
が
］
和
睦
を

乞
い
た
く
ば
、
こ
の
度
［
米
国
が
］
贈
り
候
と
こ
ろ
の
白
旗
を
押
し
立
つ
べ
し
。
さ
れ
ば
こ
の
方
［
ペ
リ
ー

側
］
の
砲
を
止
め
、
艦
を
退
い
て
和
睦
致
す
べ
し
、
と
云
々
。

「史料一一九　白旗差出の件」（蘭船本）
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筆
者
が
「
撫
恤
本
」
と
呼
ぶ
の
は
、「
蘭
船
本
」
に
つ
づ
く
注
記
「
嘉
永
癸み

ず
の
と
う
し
丑
［
一
八
五
三
］
浦
賀
一
件
数
条

に
左
の
一
文
を
載
す
。
参
考
の
た
め
、
玆
に
収
む12

」
に
、
活
字
の
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
別

バ
ー
ジ
ョ
ン
の
白
旗
書
簡
の
こ
と
で
あ
る
。

「史料一一九　白旗差出の件」（撫恤本）

亜
墨
利
加
よ
り
贈
り
来
る
箱
の
中
に
、
書
翰
一
通
、
白
旗
二
流
、
ほ
か
に
左
の
通
り
短
文
一
通
。

皇
朝
古
体
文
辞 

一
通
、
前
田
夏
蔭
こ
れ
を
読
む
。

漢
文
一
通
、
前
田
肥
前
守
こ
れ
を
読
む
。

イ
ギ
リ
ス
文
字
一
通
、
不
分
明
。

右
各
章
句
の
仔
細
は
、
先
年
以
来
、
彼
国
よ
り
通
商
願
い
こ
れ
あ
り
候
処
、
国
法
の
趣
に
て
違
背
に

及
ぶ
。
こ
と
に
漂
流
等
の
族
と
も
が
ら
を
自
国
の
民
と
い
え
ど
も
［
に
も
か
か
わ
ら
ず
］、
撫
恤
せ
ざ
る
事
、

天
理
に
背
き
、
至
罪
莫
大
に
候
。
よ
っ
て
［
ア
メ
リ
カ
は
］
通
商
ぜ
ひ
ぜ
ひ
希
う
に
あ
ら
ず
。
不
承
知
に

候
べ
し
や
、
こ
の
た
び
は
時
宜
に
よ
り
、
干
戈
を
も
っ
て
天
理
に
背
き
し
罪
を
糺
す
。
そ
の
時
に
ま
た

国
法
を
も
っ
て
防
戦
致
さ
れ
よ
。
必
勝
は
わ
れ
に
あ
り
。
敵
対
兼
ね
申
す
べ
き
か
。
そ
の
節
に
至
り
て
、

和
睦
［
和
降
］
願
い
た
く
候
わ
ば
、
予
あ
ら
か
じ
め
贈
る
と
こ
ろ
の
白
旗
を
押
し
立
て
示
す
べ
し
。
即
時

に
砲
撃
を
止
め
、
艦
を
退
く
。
此
方
の
趣
意
は
か
く
の
ご
と
し

蘭
船
本
と
撫
恤
本
と
を
比
較
す
る
と
、
両
者
に
共
通
す
る
文
言
は
、

（
１
）
ア
メ
リ
カ
の
目
的
は
通
商
で
は
な
い
。

（
２
）
天
理
に
背
い
た
罪
は
干
戈
を
も
っ
て
糺
す
。

（
３
）
和
睦
を
望
む
際
に
は
、
白
旗
を
押
し
立
て
示
せ
、
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の
三
カ
条
で
あ
る
。

・
撫
恤
本
に
の
み
あ
り
、
蘭
船
本
に
な
い
の
は
、「
自
国
の
漂
流
民
を
撫
恤
（
あ
わ
れ
み
い
つ
く
し
む
、
の
意
）
し

な
い
の
は
、
天
理
に
背
く
」
の
一
句
で
あ
る
。

・
蘭
船
本
に
の
み
あ
り
、
撫
恤
本
に
な
い
の
は
、「
さ
れ
ば
蘭
船
よ
り
申
し
達
し
候
の
通
り
」
の
一
句
で
あ
る
。

こ
の
一
句
を
ペ
リ
ー
側
が
語
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
蘭
船
本
の
一
句
は
事
後
に
説
明

の
た
め
に
挿
入
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

両
者
を
比
較
す
る
と
、
蘭
船
本
よ
り
は
撫
恤
本
の
文
意
が
よ
り
鮮
明
で
あ
り
、
論
理
的
だ
。
蘭
船
本
は
「
通

商
を
し
な
い
こ
と
は
天
理
に
背
く
至
罪
」
と
主
張
し
な
が
ら
、「
通
商
を
ぜ
ひ
に
、
と
願
う
も
の
で
は
な
い
」

と
、
ま
る
で
矛
盾
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
撫
恤
本
が
「
天
理
に
背
く
」
と
糾
弾
し
て
い
る
の
は
、「
通
商

を
し
な
い
こ
と
」
で
は
な
く
、「
自
国
の
漂
流
民
を
撫
恤
し
な
い
」
こ
と
だ
。

蘭
船
本
、
矛
盾
撞
着
の
理
由

な
ぜ
蘭
船
本
に
こ
の
よ
う
な
矛
盾
撞
着
が
書
か
れ
た
の
か
。
幕
府
側
は
、
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
か
ら
届
い

た
情
報
も
あ
り
、
ペ
リ
ー
艦
隊
の
目
的
は
開
港
要
求
に
違
い
な
い
と
信
じ
込
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
通
訳

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、「
幕
府
の
海
禁
国
法
は
承
知
し
て
い
る
」
と
語
る11

。

こ
こ
に
両
者
の
駆
け
引
き
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
幕
府
側
と
し
て
は
開
港
を
要
求
し
て
長
崎
を
避
け
て

浦
賀
に
来
航
し
た
は
ず
の
艦
隊
が
「
日
本
の
国
法
は
承
知
、
問
題
は
漂
流
民
の
救
恤
だ
」、
と
い
う
主
張
に
接

し
て
当
惑
し
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
「
漂
流
民
の
救
恤
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
こ
と
の
意
味
を
理

解
し
か
ね
て
い
る
。

撫
恤
本
で
は
「
天
理
に
背
く
」
と
糾
弾
し
て
い
る
の
は
、「
通
商
を
し
な
い
こ
と
」
で
は
な
く
、「
自
国
の
漂

流
民
を
撫
恤
し
な
い
」
こ
と
だ
。
撫
恤
本
に
こ
そ
ペ
リ
ー
側
、
あ
る
い
は
こ
の
文
書
の
筆
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の

作
戦
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
明
ら
か
だ
が
、
幕
末
当
時
、
こ
の
よ
う
な
「
人
権
思

想
」
は
ど
こ
ま
で
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。

「
蘭
船
本
」
で
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
最
も
強
調
し
た
か
っ
た
「
漂
流
民
の
受
取
り
」
に
係
わ
る
記
述
が
落
ち
て

お
り
、
し
か
も
「
蘭
船
よ
り
申
し
達
し
候
の
通
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
撫
恤
本
の
変
種
」
で
あ
る
と
推
定

し
て
よ
い
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
自
身
は
、
一
六
年
前
の
事
件
、
す
な
わ
ち
砲
台
を
外
し
た
モ
リ
ソ
ン
号
が
攘
夷
令
で
い
き
な

り
打
払
い
さ
れ
た
教
訓
を
か
み
し
め
て
い
た
。
そ
し
て
攘
夷
令
と
い
う
国
法
を
い
ち
お
う
尊
重
し
つ
つ
、「
自

国
漂
流
民
の
撫
恤
」
と
い
う
新
た
な
論
点
を
提
起
し
て
対
話
の
契
機
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
。

両
者
の
語
彙
と
論
理
の
比
較
か
ら
、
撫
恤
本
に
こ
そ
ペ
リ
ー
側
の
真
意
、
あ
る
い
は
こ
の
文
書
の
筆
者
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
の
強
い
主
張
、
あ
る
い
は
交
渉
上
の
作
戦
が
現
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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（
３
）
白
旗
受
取
り

二
つ
の
箱

フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
お
よ
び
白
旗
受
取
り
に
話
を
進
め
る
が
、
興
味
深
い
の
は
、
史
料
一
二
一
号
「
六
月
九
日

［
西
暦
七
月
一
四
日
］
久
里
浜
応
接
次
第
覚
書
」
で
あ
る
。
筆
者
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
①
久
里
浜
出
張
の

役
人
氏
名
、
②
上
陸
し
た
米
国
人
の
氏
名
、
③
役
人
の
着
衣
、
④
国
書
を
入
れ
た
る
箱
、
な
ど
を
実
に
具
体
的

に
記
録
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
④
国
書
を
入
れ
た
箱
は
「
縦
一
尺
五
寸
、
横
一
尺
三
寸
、
青
漆
塗
り
、
四
方
の
縁
は
黒
漆
塗

り
」
の
も
の
が
一
つ
。
も
う
一
つ
は
「
幅
一
尺
、
厚
さ
八
寸
ほ
ど
に
て
、
横
文
字
を
も
っ
て
記
し
候
、
都
合
二

箱
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
史
料
の
原
典
拠
は
「
続
通
信
全
覧
類
輯
」
で
あ
る
。

察
す
る
に
、
前
者
の
箱
が
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
お
よ
び
ペ
リ
ー
の
信
任
状
で
あ
り
、
後
者
こ
そ
が
「
白
旗
二

流
」
お
よ
び
「
ペ
リ
ー
書
簡
」
を
入
れ
た
箱
と
推
測
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
周
到
な
ペ
リ
ー
は
、
フ
ィ
ル

モ
ア
国
書
を
収
め
た
正
規
の
箱
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
、「
白
旗
を
収
め
る
た
め
の
箱
」
を
あ
ら
か
じ
め
用
意

し
て
い
た
の
だ
。

国
書
等
を
収
め
た
箱
が
二
箱
で
あ
っ
た
事
実
は
、
史
料
一
二
一
号
の
「
応
接
次
第
」
の
ほ
か
、
史
料
一
七
号

所
収
の
「
香
山
栄
左
衛
門
の
聞
書
き
」
に
も
「
国
王
の
書
翰
二
箱
い
ず
れ
も
板
三
重
に
て
ね
じ
鋲
に
て
留
め

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る11

。

Ｐ･

Ｂ･

ワ
ィ
リ
ー
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
『
神
の
国
の
ヤ
ン
キ
ー
た
ち11

』
の
記
述
を
見
る
と
、「
種
々
の

書
簡
を
収
め
た
緋
色
の
布
で
覆
わ
れ
た
、
二
つ
の
紫
檀
の
箱
」「
箱
は
金
の
蝶
番
で
止
め
ら
れ
て
い
た11

」
と

書
か
れ
て
い
る
。
箱
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
縦
六
イ
ン
チ
横
三
イ
ン
チ
の
固
い
金
色
の
箱11

と
記
し
て
い
る11

。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
書
簡
に
基
づ
く
『
生
涯
と
書
簡
』
で
は
「
二
つ
の
綺
麗
な
箱11

」
と
書
か
れ
て
い
る
。

近
年
の
論
争
の
な
か
で
、「
箱
が
二
つ
捧
呈
さ
れ
た
」
こ
と
に
着
目
し
た
論
者
が
見
当
た
ら
な
い
の
は
、
き

わ
め
て
不
可
解
で
あ
る
。
私
が
気
づ
い
た
二
つ
の
史
料
は
い
ず
れ
も
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
に
収
め
ら
れ

て
お
り
、
論
者
た
ち
が
こ
れ
ら
の
史
料
の
前
後
の
も
の
は
、
繰
り
返
し
引
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最

も
肝
心
の
史
料
は
無
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
甚
だ
理
解
に
苦
し
む
。

白
旗
捧
呈
の
日
時

さ
て
こ
の
白
旗
捧
呈
の
一
件
が
砲
艦
外
交
の
象
徴
で
あ
り
、
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
の
精
神
を
逸
脱
し
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
公
式
の
『
ペ
リ
ー
遠
征
報
告
書
』
で
は
ボ
カ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
治
以
来
一
部

の
識
者
た
ち
、
戦
後
は
松
本
健
一
た
ち
が
示
唆
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
（
第
５
章
参
照
）。

第
４
章
で
詳
述
す
る
歴
史
学
者
の
朝
河
貫
一
が
、
ペ
リ
ー
た
ち
が
最
初
に
船
上
で
栄
左
衛
門
た
ち
と
交
渉
を

し
た
日
、
六
月
四
日
［
西
暦
七
月
九
日
］
に
口
頭
で
白
旗
の
意
を
伝
え
ら
れ
た
、
と
解
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら

く
通
訳
サ
ミ
ュ
エ
ル･

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
日
誌
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
。
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同
日
、
西
暦
七
月
九
日
［
和
暦
六
月
四
日
］
の
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る12

。

・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、「
白
旗
と
い
う
も
の
の
意
味
」
を
明
確
に
告
げ
た
、
と
記
し
た
。「
明
確
に
（cleary

）」

の
含
意
は
特
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
六
年
前
の
モ
リ
ソ
ン
号
が
わ
ざ
わ
ざ
砲
台
を
外
し
て
来
航
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幕
府
側
か
ら
突
然
の
砲
撃
を
受
け
た
教
訓
に
鑑
み
て
、「
白
旗
の
使
い
方
」
を
確
認
し

た
も
の
と
読
め
る12

。

・
朝
、
白
旗
が
揚
げ
ら
れ
る
前
は
訪
問
不
可
で
あ
る
こ
と
も
告
げ
ら
れ
た
。

こ
こ
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、「
白
旗
の
意
味
」
は
、
幕
府
役
人
に
対
し
て
明
確
に
告
げ
ら
れ
た
、
と
書
い
て

い
る
が
、
具
体
的
に
は
「
誰
か
ら
誰
へ
」
の
説
明
か
。「
ビ
ュ
カ
ナ
ン
船
長
か
ら
与
力
香
山
栄
左
衛
門
と
通
詞

堀
達
之
助
と
同
立
石
得
十
郎
に
対
し
て
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
の
は
、
史
料
二
〇
号
「
六
月
四
日

浦
賀
表
米
船
対
話
書
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
四
日
早
朝
に
香
山
栄
左
衛
門
、
通
詞
堀
達
之
助
、
同
立
石
得
十
郎
の
三
名
が
旗
艦
サ
ス
ケ
ハ
ナ
号
に

乗
り
込
み
、
ビ
ュ
カ
ナ
ン
、
ア
ダ
ム
ス
、
コ
ン
チ
ー
と
「
国
書
の
受
取
り
方
法
」
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
時
の

記
録
だ
。

六
月
四
日
に
口
頭
で
、
九
日
（
ご
ろ
）
に
書
簡
の
現
物
と
白
旗
二
枚

朝
河
貫
一
の
分
析
に
よ
れ
ば
、「（
嘉
永
六
年
）
六
月
四
日
に
ま
ず
口
頭
で
」
伝
え
ら
れ
、「
九
日
（
ご
ろ
）
に
書

簡
の
現
物
と
白
旗
二
枚
が
届
け
ら
れ
た
」
と
解
す
る
の
が
日
付
問
題
へ
の
正
解
で
あ
る
。

朝
河
が
、
実
際
の
手
交
を
四
日
で
は
な
く
九
日
と
し
た
の
は
、
九
日
付
で
「
白
旗
差
出
し
の
件
」
が
記
録
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
。
そ
し
て
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
を
編
集
し
た
史
官
が
「
九
日
」
と
い
う
差
出

「
日
付
」
に
つ
い
て
疑
問
符
を
付
し
た
の
は
、
む
ろ
ん
そ
れ
以
前
に
、
文
書
の
内
容･

趣
旨
が
分
か
っ
て
い
た

こ
と
を
示
す
「
六
月
四
日
栄
左
衛
門
と
ビ
ュ
カ
ナ
ン
艦
長
（
中
佐
）
の
対
話
書
」（
二
〇
号
、
本
書
末
尾
に
掲
げ
た
）

等
の
史
料
を
意
識
し
て
の
こ
と
に
違
い
な
い
。

朝
河
は
そ
こ
を
読
み
取
っ
て
「
お
よ
そ
五
日
後
に
」
差
し
出
し
か
、
と
日
付
に
「
お
よ
そ
（about

）」
を
つ

け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
朝
河
は
「
六
月
九
日
と
い
う
日
付
」
を
疑
う
原
史
料
編
者
の
意
図
を
尊
重
し
、「
九
日

か
」
の
意
味
で
「about

」
を
付
し
た
わ
け
だ
。
こ
の
「
疑
問
符
」
に
つ
い
て
、
史
料
自
体
へ
の
疑
い
を
示
す

も
の
と
曲
解
す
る
の
は
論
外
で
あ
る
。「
日
付
」
に
対
す
る
疑
問
と
、「
史
料
自
体
」
に
対
す
る
疑
問
は
峻
別
す

べ
き
で
あ
る
。

定
め
ら
れ
た
期
限

さ
て
、
六
月
四
日
に
香
山
が
国
法
に
基
づ
き
、「
黒
船
は
長
崎
へ
赴
く
べ
し
と
諭
」
し
た
の
に
対
し
、「
将
官

（
ビ
ュ
カ
ナ
ン
）」
は
「
直
ち
に
江
戸
へ
行
か
ん
」
と
揚
言
し
た
。
香
山
が
貴
意
は
江
戸
表
に
伝
達
す
る
つ
も
り
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だ
が
、「
江
戸
へ
の
往
復
だ
け
で
四
日
か
か
り
、
評
議
の
た
め
に
幾
日
か
か
る
か
は
分
か
ら
な
い
」
と
説
明
し

た
の
に
対
し
て
、「
将
官
」
は
、「
今
日
か
ら
四
日
昼
ま
で
待
つ
」
と
期
限
を
通
告
し
た
。

そ
の
上
で
、「
将
官
」
は
こ
う
付
加
し
た
。「
四
日
目
の
昼
過
ぎ
ま
で
相
待
ち
、
ご
返
答
こ
れ
な
き
候
わ
ば
、

今
は
致
し
方
も
こ
れ
な
く
、
江
戸
表
へ
ま
か
り
越
し
候
え
ど
も
、
ま
た
い
か
よ
う
と
も
、
存
念
通
り
取
り
計
ら

い
申
す
べ
く
候
。
も
っ
と
も
そ
の
節
に
至
り
て
、
事こ

と

平た
い
ら
ぐの
用
向
き
こ
れ
あ
り
候
わ
ば
、
白
旗
を
掲
げ
参
る
べ

く
申
し
候12

」。

六
月
八
日
昼
ま
で
に
国
書
受
取
り
に
つ
い
て
の
返
事
が
な
け
れ
ば
、「
江
戸
へ
直
行
す
る
な
り
、
他
の
方
法

も
含
め
て
勝
手
に
や
る
」
と
脅
迫
し
た
わ
け
だ
。
そ
の
よ
う
な
「
場
面
に
直
面
し
て
、
改
め
て
話
合
い
を
求
め

る
際
に
は
、
白
旗
を
掲
げ
て
交
渉
に
来
ら
れ
よ
」
と
伝
え
た
の
で
あ
っ
た
。
作
戦
と
し
て
は
、
一
方
で
露
骨
な

砲
艦
外
交
を
行
う
。
す
な
わ
ち
砲
艦
の
着
弾
距
離
と
、
幕
府
側
砲
台
の
着
弾
距
離
差
を
慎
重
に
計
算
し
つ
つ
、

自
ら
を
安
全
距
離
内
に
停
泊
し
、
威
嚇
を
続
け
、
海
深
調
査
を
試
み
た
り
し
た
。

幕
府
側
に
は
鎖
国
令
や
異
国
船
打
払
令
が
あ
り
、
長
崎
の
出
島
以
外
の
地
で
は
一
切
の
交
渉
を
拒
否
す
る
拒

否
回
答
も
ペ
リ
ー
側
は
あ
ら
か
じ
め
想
定
に
含
め
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
頑
固
な
幕
府
を
い
か
な
る
手
段
で
交

渉
の
窓
口
に
引
き
出
す
か
。「
漂
流
漁
民
の
引
き
取
り
」
と
い
う
人
道
上
の
理
由
な
ら
ば
、
幕
府
の
国
禁
の
も

と
で
も
許
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
─
─
こ
れ
が
ペ
リ
ー
側
の
「
情
理
を
備
え
た
」
作
戦
計
画
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

江
戸
表
か
ら
の
「
御
指
図
」

期
限
つ
き
で
国
書
の
受
領
を
強
要
さ
れ
た
浦
賀
奉
行
所
の
当
惑
が
青
天
の
霹
靂
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
よ
う
。「
漂
流
漁
民
の
引
き
取
り
」
と
い
う
材
料
を
糸
口
に
し
て
接
近
し
、「
フ
ィ
ル
モ
ア
大
統
領
の
国

書
」（
開
港
提
案
）
を
幕
府
に
届
け
る
こ
と
が
ペ
リ
ー
艦
隊
の
狙
い
で
あ
る
こ
と
は
、
数
回
の
応
酬
を
経
て
、
明

ら
か
に
な
る
。

浦
賀
の
奉
行
た
ち
は
、
一
つ
一
つ
、
ペ
リ
ー
側
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
「
江
戸
表
」（
幕
府
の
老
中
）
に
伝
え
た
。

与
力
近
藤
良
次
が
夜
を
徹
し
て
江
戸
へ
連
絡
し
た
と
こ
ろ
、
ペ
リ
ー
が
設
定
し
た
回
答
期
限
前
日
の
六
月
七
日
、

江
戸
表
か
ら
「
御
指
図
」
が
あ
っ
た
。
幕
府
は
、
外
国
と
の
応
接
は
「
出
島
に
限
る
」
と
い
う
決
ま
り
の
例
外

措
置
と
し
て
、「
浦
賀
に
お
け
る
大
統
領
国
書
の
受
取
り
」
を
決
定
し
た
の
だ
。

そ
こ
で
こ
の
指
図
に
基
づ
い
て
、
香
山
は
通
詞
堀
、
立
石
を
連
れ
て
再
度
ビ
ュ
カ
ナ
ン
、
ア
ダ
ム
ス
、
コ
ン

チ
ー
と
船
上
で
会
見
し
、
国
書
受
領
の
段
取
り
を
協
議
し
た
。
そ
の
記
録
が
史
料
六
二
号
「
六
月
七
日
浦
賀
表

米
船
対
話
書
」
で
あ
る
。

米
国
側
と
し
て
は
、
国
書
の
受
領
は
ａ
「
高
官
之
役
人
」
に
限
る
こ
と
、
ｂ
そ
の
役
人
は
「
帝み

か
ど

の
印
書
［
信

任
状
］
を
持
参
す
べ
き
こ
と
、
ｃ
そ
の
印
書
の
文
意
に
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
訳
文
を
付
す
こ
と
、
な
ど
の
条
件
を

つ
け
た
。

こ
れ
に
対
し
て
国
書
受
領
の
責
任
者
戸
田
伊
豆
守
は
、
受
領
式
の
場
所
は
「
久
里
浜
と
す
る
」
こ
と
、
た
だ

し
当
地
は
「
本
来
外
国
人
応
接
の
場
所
で
は
な
い
」
の
で
、「
国
書
受
領
式
は
、
双
方
と
も
無
言
と
す
る
こ
と
」、
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す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
交
渉
は
一
切
行
わ
ず
、
単
に
受
領
だ
け
に
限
定
す
る
こ
と
で
協
議
が
整
っ
た
。「
出
島
以

外
で
は
、
外
国
と
の
応
接
は
行
わ
な
い
」
と
い
う
禁
令
と
の
矛
盾
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
こ
で
浦
賀
奉
行
た
ち

が
考
え
た
妙
案
と
は
、「
無
言
劇
」
と
い
う
演
出
で
あ
っ
た
。

今
回
に
限
り
異
例
の
措
置
と
し
て
、
①
出
島
で
は
な
く
、
浦
賀
に
お
い
て
、
②
米
国
大
統
領
親
書
を
受
け
取

る
も
の
と
す
る
が
、
こ
れ
は
便
法
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
地
で
の
交
渉
は
一
切
あ
り
え
な
い
。
単
に
親

書
の
授
受
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
の
が
「
無
言
劇
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
な
の
で

あ
っ
た
。

無
言
の
国
書
捧
呈
式
に
つ
い
て
、
一
言
補
足
し
て
お
く
。
無
言
と
は
、
一
言
も
発
言
し
な
い
、
の
意
で
は

な
い
。
実
際
、
両
者
は
一
言
ず
つ
発
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
使
節
ペ
ル
リ
─
─
日
本
国
帝み

か
どの

御
前
に
て

開
封
こ
れ
あ
り
た
く
候
」
と
い
う
発
言
に
対
し
て
、「
伊
豆
守
─
─
承
知
致
し
候
」
と
応
答
し
て
い
る
。
無
言

と
あ
え
て
強
調
し
た
の
は
、「
交
渉
は
一
切
行
わ
な
い
」
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
捧
呈
セ
レ
モ

ニ
ー
も
、「
海
禁
の
国
法
」
に
背
く
も
の
で
は
な
い
と
解
釈
す
る
カ
タ
チ
を
印
象
づ
け
る
た
め
の
表
現
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

「
無
言
の
授
受
」
は
、
浦
賀
奉
行
戸
田
伊
豆
守
の
意
を
体
し
た
与
力
香
山
の
主
張
で
あ
る
。
香
山
は
さ
ら
に

「
受
領
し
た
国
書
へ
の
返
書
は
長
崎
で
渡
し
た
い
」
と
提
案
し
た
が
、
ペ
リ
ー
側
は
こ
れ
を
一
蹴
し
て
、「
浦
賀

で
捧
呈
す
る
か
ら
に
は
、
浦
賀
で
受
領
す
る
の
が
当
然
」
と
譲
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
返
書
の
受
領
は
で
き
れ
ば

三
カ
月
内
に
、「
た
と
え
延
び
た
と
し
て
も
五
、
六
カ
月
後
に
は
返
事
を
受
取
る
べ
く
再
度
渡
来
す
る
」
と
予

告
し
た
。
こ
の
予
告
も
脅
迫
の
一
環
と
み
て
よ
い11

。

六
月
九
日
、
国
書
捧
呈
の
儀
式

こ
の
よ
う
な
事
前
の
協
議
に
基
づ
い
て
、
六
月
九
日
ペ
リ
ー
一
行
は
久
里
浜
に
上
陸
し
て
国
書
捧
呈
の
儀
式

が
行
わ
れ
た
。
そ
の
模
様
は

（
１
）
史
料
一
五
号
「
香
山
栄
左
衛
門
上
申
書
、
老
中
宛
て
」、

（
２
）
史
料
一
八
号
「
六
月
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
立
石
得
十
郎
覚
書
」
お
よ
び

（
３
）
史
料
一
二
一
号
「
六
月
九
日
久
里
浜
応
接
次
第
覚
書
」
に
詳
し
い11

。

こ
れ
ら
三
者
の
う
ち
（
3
）
史
料
一
二
一
号
に
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
①
出
張
の
役
人
名
、
②
上
陸

し
た
米
国
人
名
、
③
幕
府
役
人
の
着
衣
、
④
国
書
を
入
れ
た
る
箱
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
箱
数
は
「
都
合
二

箱
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る11

。

こ
れ
ら
二
つ
の
箱
に
は
、
ａ
フ
ィ
ル
モ
ア
親
書
と
、
ｂ
フ
ィ
ル
モ
ア
お
よ
び
国
務
長
官
が
連
署
し
た
ペ
リ
ー

の
信
任
状
、
ｃ
ペ
リ
ー
の
七
月
七
日
付
け
書
簡11

、
ｄ
ペ
リ
ー
の
七
月
一
二
日
付
書
簡21

、
ｅ
ペ
リ
ー
の
七
月
一
四

日
付
け
書
簡21

、
以
上
五
通
に
つ
い
て
、
英
語
原
文
に
添
え
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
、
漢
文
訳
が
付
さ
れ
、
都
合
一

五
通
の
書
簡
が
捧
呈
さ
れ
た
こ
と
は
、
ペ
リ
ー
の
『
日
本
国
遠
征
日
誌
』
で
も
幕
府
側
記
録
に
よ
っ
て
も
確
認

さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
争
点
は
、
白
旗
書
簡
の
存
在
が
記
さ
れ
た
「
蘭
船
本
」、「
撫
恤
本
」
の
真
偽
問
題
で
あ
る
。
そ
の
検
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討
の
た
め
に
は
、
七
月
一
二
日
付
の
「
ペ
リ
ー
第
一
書
簡
」
を
綿
密
に
読
む
必
要
が
あ
る
。

（
４
）
ペ
リ
ー
第
一
書
簡
の
建
前
と
本
音
─
─
和
約
か
兵
端
か

ペ
リ
ー
第
一
書
簡
の
原
文
と
翻
訳

浦
賀
沖
に
姿
を
現
す
前
夜
（
和
暦
六
月
二
日
）
に
ペ
リ
ー
が
旗
艦
サ
ス
ケ
ハ
ナ
号
に
て
書
き
、
西
暦
七
月
七
日

（
和
暦
六
月
二
日
）
付
け
の
署
名
を
付
し
て
九
日
に
久
里
浜
で
国
書
と
と
も
に
捧
呈
し
た
「
ペ
リ
ー
第
一
書
簡
」

の
末
尾
に
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
箇
所
の
誤
読
が
ト
ラ
ブ
ル
の
発
端
で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
英
原
文
を
抜
き
書
き
す
る
。

①M
any of the large ships-of-w

ar destined to visit Japan have not yet arrived in these 
seas, though they are hourly expected; and the undersigned, as an evidence of his 
friendly intentions, has brought but four of the sm

aller ones, designing, should it becom
e 

necessary, to return to Y
edo in the ensuing spring w

ith a m
uch larger force.

②But it is expected that the governm
ent of your im

perial m
ajesty w

ill render such 
return unnecessary, by acceding at once to the very reasonable and pacific overtures 
contained in the President ’s letter, and w

hich w
ill be further explained by the 

undersigned on the first fitting occasion.

32

こ
の
箇
所
を
近
年
の
『
ペ
リ
ー
日
本
遠
征
記
』
の
訳
本22
（
加
藤
祐
三
監
訳
）
は
次
の
よ
う
に
誤
訳
し
て
い
る
。

①
日
本
を
訪
問
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
多
く
の
大
艦
は
、
ま
だ
こ
の
海
域
に
到
着
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
常
に
予
期
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
本
書
状
の
署
名
者
は
友
好
的
な
意
図
を
証
明
す
る

た
め
、
比
較
的
小
さ
な
四
隻
の
軍
艦
の
み
を
率
い
て
き
ま
し
た
が
、
必
要
と
あ
れ
ば
、
来
春
に
は
は
る
か
に

大
き
な
艦
隊
を
率
い
て
、
江
戸
に
帰
航
す
る
つ
も
り
で
す
。

②
し
か
し
、
大
統
領
の
親
書
に
記
載
さ
れ
、
本
書
状
の
署
名
者
が
近
く
適
当
な
機
会
に
さ
ら
に
説
明
す
る
こ

と
に
な
る
、
非
常
に
合
理
的
か
つ
平
和
的
な
申
し
入
れ
を
陛
下
の
政
府
が
た
だ
ち
に
受
け
い
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
こ
の
よ
う
な
帰
航
を
不
必
要
に
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す22

。

こ
れ
は
ま
あ
、
何
た
る
ふ
や
け
た
翻
訳
か
。
お
よ
そ
脅
迫
状
の
匂
い
か
ら
遠
い
。
浦
賀
の
奉
行
所
が
実
際
に

受
け
取
っ
た
書
簡
の
「
漢
文
本
書
」
は
、
こ
の
文
体
と
は
似
て
非
な
る
も
の
だ
。

ペ
リ
ー
か
ら
届
い
た
第
一
書
簡
「
漢
文
本
書
」
の
該
当
個
所
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
を
書
い
た

の
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
で
あ
る
。
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①
順
此
誠
寔
立
定
和
約
、
則
両
国
免
起
衅
端
、
故
先
坐
領
四
小
船
、
来
近
貴
京
、
而
達
知
其
和
意
、
本
国
尚

有
数
号
大
師
船
、
特
命
馳
来
、
未
到
日
、
盼
陛
下
允
準
。

　

②
如
若
不
和
、
来
年
大
幇
兵
船
必
要
馳
来
、
現
望
、
大
皇
帝
議
定
各
条
約
之
後
、
別
無
緊
要
事
務
、
大
師
船

亦
不
来22

。

上
記
の
「
漢
文
本
書
」
は
、
幕
府
側
に
よ
っ
て
「
漢
文
和わ

げ解
」
さ
れ
た
。「
漢
文
和
解
」
は
、
次
の
よ
う
に

訳
し
て
あ
る
。

　

①
こ
の
理
に
従
い
、
真
実
に
和
約
を
取
極
め
候
え
ば
、
両
国
兵
端
を
引
き
起
し
候
こ
と
こ
れ
な
き
と
存
じ
候

［
和
約
が
成
れ
ば
、
戦
争
は
避
け
ら
れ
る
］。
こ
れ
に
依
り
て
、
四
艘
の
小
船
を
率
い
、
御
府
内
近
海
に
渡
来
致
し
、

和
約
の
趣
意
御
達
し
申
し
候
。
本
国
こ
の
ほ
か
に
数
艘
の
大
軍
船
こ
れ
あ
り
候
間
、
早
速
渡
来
い
た
す
べ
く

候
間
、
右
着
船
こ
れ
な
き
以
前
に
、
陛
下
御
許
容
下
さ
れ
候
様
仕
り
た
く
候
［
本
国
の
大
軍
船
の
到
着
以
前
に
決

断
す
れ
ば
、
平
和
が
保
た
れ
、
決
断
が
な
け
れ
ば
戦
争
に
な
る
］。

　

②
も
し
和
約
の
儀
御
承
知
な
く
ご
ざ
候
わ
ば
、
来
年
大
軍
船
を
取
り
揃
え
、
早
速
渡
来
い
た
す
べ
く
候
［
万

一
、
和
約
が
成
ら
な
い
場
合
は
、
明
年
大
軍
船
で
再
度
渡
来
し
、
成
行
き
で
は
、
戦
争
に
な
る
］。
右
に
つ
き
、
た
だ
い
ま

大
皇
帝
の
御
評
議
相
願
い
申
し
候
。
御
承
知
下
さ
れ
候
い
て
、
右
条
約
取
極
め
候
え
ば
、
ほ
か
に
大
切
の
用

事
こ
れ
な
く
、
大
軍
船
渡
来
い
た
さ
ず
候
［
和
約
が
成
れ
ば
、
大
軍
船
の
派
遣
は
取
り
や
め
る
］。
か
つ
ま
た
わ
が

国
主
［
大
統
領
］
和
約
規
定
の
書
翰
持
参
い
た
し
候21

。

も
う
一
つ
、
ペ
リ
ー
側
で
用
意
し
た
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
を
幕
府
側
で
訳
し
た
「
蘭
文
和わ

げ解
」
は
次
の
ご
と
く
で

あ
る
。

　

①
日
本
へ
存
問
せ
ん
が
た
め
の
大
軍
艦
数
隻
、
未
だ
こ
の
海
に
到
着
せ
ず
、
某
［
ペ
リ
ー
］
ら
い
た
ず
ら
に

こ
れ
を
待
つ
の
み
。
某
［
ペ
リ
ー
］
今
い
さ
さ
か
そ
の
友
愛
の
情
け
を
表
せ
ん
が
た
め
に
、
四
小
舶
を
も
っ

て
貴
国
に
至
れ
り
。
明
春
ま
さ
に
事
体
に
応
じ
て
［
和
約
が
成
ら
な
い
場
合
は
］、
尚
数
舶
を
増
加
し
、
再
び
航

し
来
る
べ
し
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
、
日
本
国
帝
殿
下
の
政
廷
［
に
お
か
れ
て
は
］、
願
わ
く
ば
、
某
［
ペ
リ
ー
］

が
再
び
来
る
を
待
た
ず
、
伯プ

レ

ジ

デ

ン

ト

理
璽
天
徳
が
書
中
に
載
せ
た
る
公
平
和
好
の
策
を
採
用
あ
ら
ん
こ
と
を
。

　

②
た
だ
し
、
そ
の
書
中
の
本
旨
は
、
近
日
便
宜
を
得
る
を
待
ち
て
、
某
［
ペ
リ
ー
］
ま
さ
に
自
ら
詳
し
く
悉

く
す
べ
し21

。

恫
喝
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
欠
如

ペ
リ
ー
第
一
書
簡
の
こ
の
部
分
は
、
加
藤
祐
三
監
訳
を
読
む
と
、
気
の
弱
い
男
が
強
盗
役
を
演
じ
さ
せ
ら
れ

て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
ま
る
で
喜
劇
だ
。

こ
の
滑
稽
き
わ
ま
る
訳
文
を
ペ
リ
ー
側
で
用
意
し
た
ａ
中
国
語
訳
お
よ
び
そ
れ
を
ｂ
候
文
に
訳
し
た
も
の
、
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お
よ
び
ペ
リ
ー
側
で
用
意
し
た
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
に
基
づ
い
て
ｃ
候
文
に
訳
し
た
文
体
と
比
べ
て
見
よ
う
。
前
者

は
あ
た
か
も
喜
劇
の
脚
本
だ
が
、
後
者
ａ
、
ｂ
、
ｃ
は
明
ら
か
に
脅
迫
状
で
あ
る
。

加
藤
監
訳
は
「
友
愛
の
情
け
」
と
訳
さ
れ
たfriendly intentions

の
よ
う
な
外
交
辞
令
に
す
っ
か
り
騙
さ

れ
て
お
り
、
脅
迫
か
懇
願
か
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
ま
る
で
分
か
っ
て
い
な
い
。

「
和
約
を
取
極
め
候
え
ば
、
両
国
兵
端
を
引
き
起
し
候
こ
と
、
こ
れ
な
き
と
存
じ
候
」
と
は
、「
和
約
が
成
ら

な
い
場
合
」
は
、「
両
国
兵
端
を
引
き
起
し
候
」
と
和
約
を
迫
る
文
面
で
あ
る
。「
和
約
か
、
戦
端
を
開
く
か
」

と
二
者
択
一
を
迫
り
、
か
つ
返
事
の
期
限
ま
で
指
定
す
る
話
だ
か
ら
、
砲
艦
外
交
そ
の
も
の
だ
。

ち
な
み
に
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
で
は
、
ペ
リ
ー
に
対
す
る
訓
令
が
次
の
よ
う
な
外
交
辞
令
で
書
か
れ
て
い
る
。

大
砲
を
備
え
た
軍
艦
を
派
遣
す
る
以
上
、
そ
れ
自
体
が
軍
事
行
動
な
の
だ
が
、「
天
皇
の
国
土
の
平
安
を
乱
す

こ
と21

」
を
フ
ィ
ル
モ
ア
は
厳
し
く
戒
め
て
い
た
。
こ
れ
が
大
統
領
の
立
場
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
国
書
の
受
領
さ
え
拒
否
し
、「
用
事
が
あ
れ
ば
長
崎
へ
願
い
出
よ
と
す
る
国
法
」
に
従
う
浦

賀
奉
行
所
の
役
人
と
の
応
接
が
フ
ィ
ル
モ
ア
親
書
の
与
え
た
枠
内
で
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
厳
し
い
状
況
を
予
想
し
つ
つ
、
ペ
リ
ー
は
浦
賀
入
港
の
前
夜
に
「
第
一
書
簡
」
を
書
い
た
。
七

月
一
四
日
［
嘉
永
六
月
九
日
］
に
捧
呈
さ
れ
た
七
日
付
け
ペ
リ
ー
第
一
書
簡
［
嘉
永
六
月
二
日
］
の
末
尾
に
は
ペ

リ
ー
の
ホ
ン
ネ
が
現
れ
て
い
る
。

白
旗
問
題
の
真
相

す
な
わ
ち
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
と
そ
の
趣
旨
を
説
明
し
た
部
分
に
は
、「
平
和
的
外
交
辞
令
」
が
連
ね
て
あ
る

が
、
末
尾
に
は
「
衣
の
下
の
鎧
」
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
こ
の
ホ
ン
ネ
部
分
と
、
史
料
二
〇
号
の
「
六
月
四

日
対
話
書
」（
第
一
節
参
照
）
お
よ
び
史
料
一
一
九
号
の
「
白
旗
差
出
し
の
件
」（「
撫
恤
本
」）
の
異
同
を
検
討
す

る
と
、
白
旗
問
題
の
真
相
が
浮
か
び
上
が
る
。

「
六
月
四
日
対
話
書21

」
に
は
「
事こ

と

平た
い
ら
ぐの

用
向
き
こ
れ
あ
り
候
わ
ば
、白
旗
を
掲
げ
参
る
べ
し
」
の
文
言
が
あ
る
。

「
白
旗
差
出
し
の
件21

」
に
お
け
る
表
現
は
「
和
睦
を
乞
い
た
く
ば
、
白
旗
を
押
し
立
つ
べ
し
」
で
あ
る
。「
事
平

の
用
向
き
」
と
「
和
睦
を
乞
い
た
く
ば
」
は
、
一
見
、
文
脈
が
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
国
書
の
受
領
を
拒

否
す
れ
ば
、
そ
れ
が
「
兵
端
を
引
き
起
す
」
危
険
性
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
邦
訳
文
献

の
内
容
は
、
基
本
的
に
同
一
と
見
て
よ
い
。

し
か
も
、
そ
れ
は
ペ
リ
ー
の
英
文
原
文
の
精
神
に
発
す
る
も
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
史
料
一
一
九
号
の
「
白
旗

差
出
し
の
件
」
と
題
さ
れ
た
文
面
（「
撫
恤
本
」）
は
、「
フ
ィ
ル
モ
ア
親
書
の
枠
」
を
飛
び
出
す
と
は
い
え
、
い

さ
さ
か
も
ペ
リ
ー
の
一
連
の
行
動
と
矛
盾
す
る
事
実
が
見
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
「
白
旗
差
出
し
」
に
滲
む
内

容
は
、
浦
賀
に
到
着
し
て
以
来
の
ペ
リ
ー
の
一
貫
し
た
行
動
を
裏
付
け
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
。「
撫
恤
本
」

の
文
体
に
つ
い
て
、
一
一
九
号
注
記
で
は
「
皇
朝
古
体
文
辞
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
含
意
は
、「
カ
タ
カ
ナ
」
文

語
調
で
書
か
れ
、
一
部
漢
字
を
含
む
文
書
の
こ
と
で
は
な
い
か
（
後
述
）。
こ
れ
は
ペ
リ
ー
第
一
書
簡
末
尾
の
漢

文
訳
、
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
の
ほ
か
に
存
在
す
る
も
う
一
つ
の
文
書
、
す
な
わ
ち
著
者
の
い
う
「
撫
恤
本
」
が
カ
タ
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カ
ナ
中
心
で
表
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
解
す
る
。

六
月
四
日
の
重
要
性

白
旗
に
か
か
わ
る
交
渉
過
程
を
跡
づ
け
る
と
、
最
も
重
要
な
折
衝
は
、
六
月
四
日
（
西
暦
七
月
九
日
）
お
よ
び

六
月
七
日
（
西
暦
七
月
一
二
日
）
の
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

四
日
の
現
場
に
い
た
の
は
、
与
力
香
山
栄
左
衛
門
と
通
詞
堀
達
之
助
、
同
立
石
得
十
郎
の
三
名
で
あ
る
。
七

日
の
現
場
に
い
た
の
は
、
与
力
近
藤
良
次
と
通
詞21

で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
、
史
料
一
五
号
「
香
山
栄
左
衛
門

上
申
書
、
老
中
宛
て
」
か
ら
、
そ
の
間
の
経
緯
を
読
み
直
し
て
み
よ
う
。

六
月
四
日
早
朝
、
通
詞
堀
達
之
助
と
同
立
石
得
十
郎
を
伴
っ
て
サ
ス
ケ
ハ
ナ
号
に
乗
船
し
た
と
き
の
「
形
勢

容
易
な
ら
ず
」
の
雰
囲
気
を
香
山
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

　
「
船
中
の
形
勢
、
人
気
の
様
子
、
非
常
の
体
を
相
備
え
候
に
つ
き
、
と
て
も
こ
の
ま
ま
書
翰
御
受
取
り
こ
れ

な
く
て
は
、
平
穏
の
取
り
計
ら
い
相
成
り
兼
ね
候
」。「
当
所
［
浦
賀
］
に
て
御
受
取
り
に
相
成
ら
ず
候
わ
ば
、

江
戸
表
に
ま
か
り
越
し
相
渡
す
と
申
す
べ
し
」。「
江
戸
表
へ
相
伺
い
候
え
て
も
、
当
所
に
て
御
受
取
り
に
相

成
ら
ず
候
わ
ば
、［
ペ
リ
ー
は
］
使
命
を
あ
や
ま
り
候
、
恥
辱
雪
ぐ
べ
き
な
し
」。「
さ
れ
ば
浦
賀
に
お
い
て
余

儀
な
き
場
合
に
至
る
［
戦
端
を
開
く
こ
と
］
と
申
す
べ
し
」。「
そ
の
節
に
至
り
候
と
も
、
用
向
き
こ
れ
あ
り
候

わ
ば
、
白
旗
を
建
て
参
り
く
れ
候
わ
ば
、
鉄
砲
を
打
ち
掛
け
申
す
ま
じ
き
段
の
存
念
、
申
し
聞
き
候
。
相
貌
、

将
官
は
も
ち
ろ
ん
、
一
座
に
居
合
わ
せ
し
異
人
一
同
、
殺
気
面
に
相
顕
れ
。」21

（
強
調
引
用
者
）

六
月
四
日
は
浦
賀
奉
行
所
与
力
と
ビ
ュ
カ
ナ
ン
と
の
最
初
の
折
衝
で
あ
っ
た
が
、
奉
行
所
と
し
て
は
「
国
法

に
よ
り
安
易
な
受
領
は
で
き
な
い
」
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
ペ
リ
ー
側
は
そ
の
国
法
に
風
穴
を
空
け
る
決
意

で
交
渉
に
臨
ん
で
い
た
。
彼
ら
は
「
受
領
か
、
鉄
砲
［
大
砲
］
か
」
と
、「
殺
気
を
顔
に
露
わ
に
し
て
」
与
力
に

迫
っ
た
。
ま
さ
に
こ
の
時
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
「
カ
タ
カ
ナ
漢
字
混
じ
り
」
の
メ
モ
（
撫
恤
本
）
を
示
し
つ
つ
、

来
航
の
趣
旨
を
説
明
し
た
は
ず
だ
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
当
日
の
日
誌
が
示
す
よ
う
に
、
栄
左
衛
門
た
ち
は
「
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
」
に
は
い
さ
さ
か

の
敬
意
も
表
わ
さ
ず
、「
四
隻
の
軍
艦
で
来
航
し
た
理
由
」
を
し
つ
こ
く
問
い
質
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
は
「
幕
府
の
海
禁
の
国
法
は
承
知
し
て
い
る
」、「
国
法
に
反
す
る
通
商
の
目
的
で
は
な
い
」
と
幕
府

の
立
場
を
尊
重
し
つ
つ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
幕
府
が
自
国
の
漂
流
民
の
受
取
り
を
拒
む
行
為
」
は
「
天
理

に
背
く
も
の
」
だ
と
厳
し
く
批
判
し
た
。

こ
れ
は
、
そ
の
一
六
年
前
（
す
な
わ
ち
一
八
三
七
年
）
に
わ
ざ
わ
ざ
大
砲
を
外
し
た
モ
リ
ソ
ン
号
に
七
名
の
日

本
人
漂
流
民
を
載
せ
て
浦
賀
に
や
っ
て
き
た
と
き
、
問
答
無
用
と
ば
か
り
「
打
払
令
」
に
よ
り
撃
退
さ
れ
た
苦

い
体
験
を
も
つ
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
と
っ
て
、
ど
う
し
て
も
強
調
し
て
お
き
た
い
論
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
自
身
に
よ
る
随
行
日
誌
や
、
他
の
資
料
も
加
え
て
息
子
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
が
編
集
し
た
『
生
涯
と
書

簡
』
か
ら
明
ら
か
だ
。
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六
月
六
日
の
折
衝

ペ
リ
ー
側
は
堅
い
決
意
を
伝
え
よ
う
と
し
て
、
内
海
に
黒
船
一
艘
を
乗
入
れ
、
測
量
を
開
始
す
る
。
六
月
六

日
未
明
の
こ
と
だ
。
こ
れ
に
気
づ
い
て
与
力
近
藤
良
次
が
通
訳
を
連
れ
て
抗
議
に
赴
い
た
。
相
手
方
ア
ダ
ム
ス

の
対
応
は
「
書
簡
な
ら
ば
受
け
取
る
が
、
応
接
は
せ
ず
」
と
の
返
答
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
近
藤
は
船
中
に
乗
り

込
み
ア
ダ
ム
ス
と
直
接
折
衝
し
た
。

近
藤
は
江
戸
へ
の
終
夜
の
往
来
で
疲
労
困
憊
し
て
い
た
が
、
ア
ダ
ム
ス
に
面
会
し
、
こ
う
抗
議
し
た
。「
な

ぜ
内
海
に
乗
り
入
れ
候
や
と
相
糺
し
候
と
こ
ろ
、
右
は
書
翰
御
受
取
り
に
相
成
ら
ざ
る
節
は
、
内
海
に
乗
り
入

れ
、
騒
動
に
及
び
し
候
こ
と
ゆ
え
、
海
底
の
浅
深
測
量
の
た
め
、
差
し
遣
わ
し
候
の
趣
申
し
聞
き
候22

」
と
答
え

た
。
書
簡
を
受
け
取
ら
な
い
場
合
は
、
江
戸
に
近
づ
き
、「
騒
動
に
及
ぶ
」［
発
砲
を
示
唆
す
る
］
つ
も
り
で
あ
り
、

そ
の
必
要
上
、
海
深
を
測
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
、
弁
明
で
は
な
く
さ
ら
な
る
威
嚇
で
あ
っ
た
。

六
月
七
日
四
つ
時
（
午
後
一
〇
時
）
過
ぎ
、
江
戸
表
か
ら
「
国
書
を
受
領
し
て
よ
い
」
と
の
許
可
が
届
い
た
。

そ
こ
で
伊
豆
守
が
翌
々
九
日
に
久
里
浜
で
受
け
取
る
こ
と
を
決
定
し
、
そ
れ
を
旗
艦
に
伝
え
る
。

と
こ
ろ
が
国
書
の
受
取
り
だ
け
で
は
事
は
終
わ
ら
な
い
。
今
度
は
「
国
書
へ
の
返
書
は
い
つ
も
ら
え
る
か
」、

と
黒
船
側
が
迫
る
。

「
畢
竟
、
手
荒
の
申
し
分
に
て
、
昨
年
中
通
達
に
及
び
置
き
候
こ
と
ゆ
え
、
い
ま
さ
ら
隙ひ

ま
ど取
り
候
の
義
は
、

こ
れ
な
き
と
こ
ろ22

、
右
の
よ
う
に
手
重
に
申
し
候
わ
ば
、
本
願
の
主
意
相
叶
わ
ざ
る
事
に
こ
れ
あ
る
べ
し
。

速
や
か
に
一
戦
に
及
び
勝
敗
相
決
す
、
と
申
す
べ
し22

。
あ
る
い
は
浦
賀
奉
行
に
は
兼
ね
て
申
し
越
し
候
義
、

存
ぜ
ぬ
こ
と
と
相
見
候
間
、
江
戸
表
に
ま
か
り
越
し
、
御
老
中
方
に
御
直
談
申
す
べ
し21

な
ど
と
、
種
々
難

題
申
し
聞
き
候21

。」（
強
調
引
用
者
）

六
月
四
日
か
ら
国
書
受
領
の
協
議
が
整
う
七
日
ま
で
、
浦
賀
奉
行
所
が
ペ
リ
ー
側
の
恫
喝
を
受
け
て
戦
々

恐
々
と
し
て
い
た
有
り
様
は
、
以
上
詳
し
く
見
て
き
た
よ
う
に
、
現
場
の
応
接
当
事
者
に
よ
っ
て
細
か
く
記
録

さ
れ
て
い
る
。

「
撫
恤
本
」
と
は
何
か

国
書
受
領
前
後
の
経
緯
を
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
白
旗
書
簡
問
題
の
核
心
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
で
に

示
唆
し
た
よ
う
に
、
六
月
四
日
（
西
暦
七
月
九
日
）
の
最
初
の
折
衝
に
お
い
て
、
単
に
国
書
を
届
け
る
目
的
の
た

め
に
、
四
隻
の
軍
艦
で
来
航
し
た
真
意
は
な
に
か
、
と
理
由
を
問
い
質
す
栄
左
衛
門
の
追
及
に
対
し
て
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
は
モ
リ
ソ
ン
号
に
よ
る
「
漂
流
民
送
還
の
失
敗
」
を
踏
ま
え
て
、「
自
国
漂
流
民
の
受
取
り
を
拒
否

す
る
幕
府
の
悪
法
は
天
理
に
背
く
」
こ
と
を
説
い
た
。

こ
れ
は
口
頭
に
よ
り
説
明
さ
れ
た
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
手
許
に
は
「
慣
れ
な
い
日
本
語
を
話
す
の
に
備
え

た
メ
モ
書
き
」
が
用
意
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
メ
モ
書
き
こ
そ
が
「
撫
恤
本
」
で
あ
る
は
ず
だ
。
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（
５
）
交
渉
の
中
味
を
担
っ
た
漢
文
書
面
と
「
皇
朝
古
体
文
辞
」
の
文
体

国
書
捧
呈
の
図
が
示
す
蘭
語
の
位
置

国書捧呈図

堀 達 之 助

ポ
ッ
テ
メ
ン

立
石
得
十
郎

国書捧呈説明図

こ
の
間
、
嘉
永
六
年
六
月
四
日
と
六
月
七
日
に
船
上
対
話
が
行
わ
れ
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
な
詳
細
な
対
話

記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
一
連
の
対
話
は
米
国
側
が
英
語
で
オ
ラ
ン
ダ
語
通
訳
を
通
じ
て
語
り
か
け
、
幕
府
側

の
オ
ラ
ン
ダ
語
通
詞
堀
達
之
助
、
立
石
得
十
郎
を
通
じ
て
、
日
本
語
に
訳
さ
れ
た
。

そ
の
翻
訳
の
構
図
を
最
も
よ
く
説
明
す
る
の
は
、
次
の
見
取
り
図
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
六
月
九
日
の
国
書
捧

呈
の
記
録
に
付
さ
れ
た
通
詞
立
石
得
十
郎
の
覚
書
に
付
さ
れ
た
。

ペ
リ
ー
首
将
以
下
の
米
国
側
将
官
が
書
翰
を
差
し
出
す
が
、
受
け
取
る
の
は
、
浦
賀
奉
行
・
井
戸
石
見
守
、

戸
田
伊
豆
守
で
あ
る
。
ペ
リ
ー
の
右
隣
に
蘭
語
通
訳
ポ
ー
テ
メ
ン21

が
控
え
、
戸
田
伊
豆
守
の
（
向
か
っ
て
）
右

隣
に
議
事
進
行
役
の
香
山
栄
左
衛
門
（
取
次
ぎ
与
力
）
と
蘭
語
通
詞
堀
達
之
助
が
控
え
て
い
る
。
こ
の
国
書
捧
呈

図
は
、
六
月
九
日
に
行
な
わ
れ
た
無
言
劇
の
最
良
の
絵
解
き
で
あ
る
。

こ
の
挿
図
が
示
す
よ
う
に
、
日
米
の
や
り
と
り
は
基
本
的
に
双
方
の
オ
ラ
ン
ダ
語
通
訳
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
あ
ま
り
自
信
の
な
い
「
自
分
の
日
本
語
能
力
」
よ
り
も
、「
幕
府
側
蘭

語
通
訳
の
蘭
語
能
力
」
が
優
れ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る21

。
こ
れ
は
割
合
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
与
力
香
山
栄
左
衛
門
の
言
葉
を
通
詞
堀
達
之
助
が
蘭
語
に
通
訳
し
、
ポ
ー
ト
マ
ン
が
蘭
語
を
英
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語
に
通
訳
す
る
よ
り
も
前
に
、
日
本
語
の
時
点
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
交
渉
の
や
り
と
り
を
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て

い
た
こ
と
は
、『
随
行
日
誌
』
の
記
述
か
ら
明
ら
か
だ21

。

し
か
し
な
が
ら
（
第
３
章
で
後
述
す
る
よ
う
に
）
漂
流
民
か
ら
口
語
を
習
っ
た
だ
け
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
は
、

栄
左
衛
門
の
口
調
の
よ
う
に
、「
～
に
ご
ざ
候
」
の
文
体
で
話
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

「
そ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
話
す
に
は
、
か
な
り
の
訓
練
が
必
要
だ21

」
と
書
い
て
い
る
。

筆
談
に
よ
る
補
足

日
米
交
渉
の
準
備
段
階
の
「
手
順
」
等
に
お
い
て
は
、
蘭
語
が
共
通
語
と
な
る
が
、
中
味
の
交
渉
、
内
容
に

わ
た
る
や
り
と
り
は
、
蘭
語
に
加
え
て
漢
文
の
書
面
、
す
な
わ
ち
筆
談
に
よ
る
補
足
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
も
の
と
推
測
す
べ
き
根
拠
が
あ
る
。

た
と
え
ば
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
の
英
文
原
文
は
、
米
国
側
に
よ
っ
て
船
中
で
蘭
語
と
漢
語21

に
訳
さ
れ
て
い
た
。

香
山
ら
浦
賀
側
は
、
蘭
語
文
と
漢
語
文
と
を
そ
れ
ぞ
れ
「
蘭
語
和
解
」「
漢
語
和
解
」
し
て
、
日
本
語
と
し
て

の
意
味
を
把
握
し
た
。
両
者
を
比
較
す
る
と
、「
蘭
語
和
解
」
よ
り
は
、「
漢
語
和
解
」
の
ほ
う
が
は
る
か
に
意

味
を
取
り
や
す
い
の
は
、
日
本
語
が
そ
も
そ
も
外
来
語
の
「
漢
語
語
彙
」
を
数
多
く
輸
入
し
続
け
た
結
果
で
あ

る
。こ

う
し
て
、
コ
ロ
ー
キ
ュ
ア
ル
（
口
語
の
）・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、「
蘭
語
が
主
役
」
で
あ
っ

た
が
、
内
容
的
に
は
、「
書
面
漢
語
が
中
心
」
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
よ
い
。

こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、「
皇
朝
古
体
文
辞
」
と
呼
ば
れ
る
文
書
の
謎
ま
で
一
息
だ
。
す
な
わ
ち
漢
語
訳
文
の
要

所
々
々
に
、
カ
タ
カ
ナ
の
テ
ニ
オ
ハ
を
挿
入
す
れ
ば
漢
文
読
み
下
し
の
「
訓
読
文
」
に
な
る
。

書
面
漢
語
に
得
意
で
、
し
か
も
漢
字
ま
じ
り
カ
タ
カ
ナ
文
語
調
の
文
体
を
知
っ
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に

と
っ
て
、
こ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
書
き
方
で
は
あ
る
ま
い
。
な
お
、「
皇
朝
古
体
文
辞
」
を
め
ぐ
る
論
争
と

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
語
学
力
に
つ
い
て
は
第
５
章
で
後
述
す
る
。

お
わ
り
に

ペ
リ
ー
艦
隊
の
到
着
か
ら
「
白
旗
授
受
」
ま
で
の
流
れ
を
追
う
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
以
下
の
事

実
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
ノ
ン
バ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
黒
船
・
白
旗
」

四
隻
の
黒
船
小
艦
隊
が
幕
末
の
日
本
を
驚
か
せ
た
こ
と
は
、
人
口
に
膾
炙
し
た
例
の
狂
句
「
泰
平
の
眠
り
を

覚
ま
す
上
喜
撰
、
た
っ
た
四
杯
で
夜
も
眠
れ
ず
」
に
明
ら
か
だ
。
そ
し
て
黒
船
イ
メ
ー
ジ
の
も
う
一
つ
の
形
が

「
白
旗
」
で
あ
り
、
そ
の
説
明
文
書
と
し
て
の
「
撫
恤
本
」
で
あ
っ
た
。

日
米
間
に
い
ま
だ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
チ
ャ
ネ
ル
が
開
か
れ
な
い
時
点
で
、
最
初
の
口
頭
に
よ
る
対
話

が
共
通
言
語
「
蘭
語
」
で
行
わ
れ
、
内
容
に
関
わ
る
部
分
は
「
書
面
漢
語
」
で
行
な
わ
れ
た
経
緯
は
す
で
に
説
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明
し
た
。

こ
れ
ら
の
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
補
助
手
段
と
し
て
、
黒
船
や
白
旗
の
イ
メ
ー
ジ
が
効
果
を

発
揮
し
た
。
時
に
は
言
語
以
上
の
役
割
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
し
た
。
こ
の
文
脈
で
、

白
旗
は
ノ
ン
バ
ー
バ
ル
（
言
語
を
用
い
な
い
）・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ンnonverbal com

m
unication

の
象
徴
で

あ
っ
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
の
外
交
辞
令
の
裏
に
隠
さ
れ
た
「
ペ
リ
ー
の
ホ
ン
ネ
」
を
語
る
も
の
こ

そ
、「
白
旗
現
物
」
で
あ
り
、
そ
の
説
明
文
と
し
て
の
「
白
旗
文
書
撫
恤
本
」
な
の
で
あ
り
、
両
者
は
、「
フ
ィ

ル
モ
ア
国
書
」
と
並
べ
て
嘉
永
六
年
六
月
九
日
に
久
里
浜
で
実
際
に
捧
呈
さ
れ
た
、
と
解
釈
し
た
朝
河
貫
一
説

を
歴
史
の
真
実
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）
白
旗
文
書
の
思
想
と
日
米
和
親
条
約
の
条
文

白
旗
文
書
に
書
か
れ
た
思
想
は
、
一
八
五
四
年
三
月
三
一
日
に
神
奈
川
で
結
ば
れ
、
翌
五
五
年
二
月
二
一
日

に
下
田
で
批
准
書
交
換
が
行
な
わ
れ
た
日
米
和
親
条
約22

に
結
実
し
て
い
る
。

全
一
二
カ
条
か
ら
な
る
が
、
こ
こ
に
通
商
あ
る
い
は
貿
易
の
条
項
は
な
い
。
条
約
の
中
心
は
、
下
田
と
函
館

を
開
港
し
て
、
米
船
に
「
薪
水
食
料
石
炭
欠
乏
の
品
を
日
本
に
て
調
え
候22

」「
給
す
へ
き
品
物
直
段
書
之
儀
は

日
本
役
人
よ
り
相
渡
可
申
右
代
料
は
金
銀
錢
を
以
て
可
相
辨
候22

」（
第
二
条
、
第
八
条
、
第
九
条21
な
ど
）。

そ
し
て
第
三
～
五
条
は
、「
合
衆
國
の
船
日
本
海
濱
漂
着
之
時
扶
助
い
た
し
其
漂
民
を
下
田
又
は
箱
館
に
護

送
し
（
第
三
条
）」、「
漂
着
或
は
渡
來
の
人
民
取
扱
之
儀
は
他
國
同
樣
緩
優
に
有
之
閉
籠
メ
候
儀
致
間
敷
乍
併

正
直
の
法
度
に
は
服
從
い
た
し
候
事
（
第
四
条
）」、「
合
衆
國
の
漂
民
其
他
の
者
共
當
分
下
田
箱
館
逗
留
中
長

崎
に
於
て
唐
和
蘭
人
同
樣
閉
籠
メ
窮
屈
の
取
扱
無
之
下
田
港
内
の
小
島
周
り
凡
七
里
の
内
は
勝
手
に
徘
徊
い
た

し
箱
館
港
の
儀
は
追
て
取
極
め
候
事
（
第
五
条
）」
等
、「
漂
着
或
は
渡
來
の
人
民21

」
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
こ
れ
を
強
調
し
た
こ
と
は
繰
り
返
し
指
摘
し
た
。
大
方
の
誤
解
と
は
異
な
り
、
ペ
リ
ー
遠

征
の
直
接
的
目
的
は
、「
薪
水
食
料
石
炭
欠
乏
の
品
」
の
調
達
と
「
漂
民
」
保
護
に
あ
た
り
、
通
商
要
求
で
は

な
か
っ
た21

。

（
３
）
白
旗
と
白
旗
文
書
は
、
な
ぜ
歴
史
の
闇
に
消
え
た
か

フ
ィ
ル
モ
ア
大
統
領
親
書
に
は
、
恫
喝
や
脅
迫
と
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
な
文
言
は
一
句
も
な
い
。
だ
が
、
ペ

リ
ー
の
七
月
七
日
（
和
暦
六
月
二
日
）
書
簡
の
結
び
の
、「
和
約
か
、
戦
端
を
開
く
か
」
と
二
者
択
一
を
迫
り
、

か
つ
返
事
の
期
限
ま
で
指
定
す
る
二
文
は
、
明
白
な
脅
迫
的
言
辞
だ
。

こ
の
「
脅
迫
と
白
旗
捧
呈
」
と
い
う
事
実
が
な
け
れ
ば
、
幕
府
が
交
渉
に
応
じ
た
か
ど
う
か
、
疑
わ
し
い
。

と
は
い
え
、
万
一
交
渉
に
失
敗
し
た
場
合
、
ペ
リ
ー
が
ア
メ
リ
カ
で
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
て
す
で
に
多
く
の
識
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
ペ
リ
ー
側
と
し
て
は
、
白
旗
や
白
旗
文
書
は
、

可
能
な
限
り
秘
密
扱
い
し
よ
う
と
し
た
。

他
方
、
白
旗
や
白
旗
文
書
を
や
む
を
え
ず
受
け
取
る
幕
府
側
も
、
こ
れ
は
可
能
な
か
ぎ
り
内
密
に
扱
う
必
要
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が
あ
っ
た
。
脅
迫
に
屈
し
て
国
法
の
禁
じ
た
応
対
を
す
る
こ
と
は
、
幕
府
の
沽
券
に
関
わ
る
国
辱
の
事
態
で

あ
っ
た
。
香
山
ら
の
智
恵
や
老
中
阿
部
正
弘
の
決
断
で
一
八
五
三
年
の
国
書
受
取
り
と
五
四
年
の
和
親
条
約
に

至
っ
た
。
白
旗
文
書
は
、
極
秘
覚
書
（
あ
る
い
は
添
書
）
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
そ
し
て
翌
五
五
年
、
安
静
大
地
震

に
よ
る
江
戸
城
大
火
に
伴
う
文
書
庫
の
消
失
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
。

史
料
不
足
に
は
、
そ
れ
な
り
の
事
情
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
欠
落
を
他
の
史
料
群
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
が
歴

史
の
真
実
を
知
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
入
手
し
や
す
い
史
料
だ
け
に
頼
る
の
は
、
学

問
的
な
態
度
か
ら
は
遠
い
。

補
論　

松
陰
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
の
船
上
対
話21 

黒
船
に
吉
田
松
陰
が
乗
船
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
花
燃
ゆ
」
で
も
取
り
上
げ
ら
れ

た
が
、
松
陰
と
金
子
は
、
欧
米
の
あ
り
さ
ま
を
い
さ
さ
か
学
び
、「
も
っ
と
深
く
知
り
た
い
」
欲
求
に
駆
ら
れ

て
い
る
。
幕
府
の
海
禁
は
厳
し
い
の
で
、
国
法
を
犯
し
て
密
航
を
企
て
る
し
か
手
だ
て
が
な
い
。
狭
い
日
本
で

は
得
ら
れ
な
い
知
識
を
五
大
州
の
隣
人
た
ち
か
ら
学
び
た
い
。
密
航
意
図
の
説
明
に
は
不
慣
れ
だ
が
、
両
名
の

「
意
は
実
に
し
て
、
誠
は
確
か
」
な
こ
と
を
信
じ
て
欲
し
い
、
疑
わ
な
い
で
欲
し
い
。
達
筆
で
古
典
的
な
漢
文

ス
タ
イ
ル
で
密
航
の
意
志
を
表
明
し
た
松
陰
ら
の
趣
旨
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
側
は
十
分
に
理
解
し
つ
つ
も
、
密

航
の
手
助
け
を
拒
否
し
た
の
で
あ
っ
た
。

次
の
書
状
「
投
夷
書
」
は
、
松
陰
が
船
上
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
手
渡
し
た
も
の
で
、
現
在
イ
ェ
ー
ル
大
学
ス

タ
ー
リ
ン
グ
図
書
館
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
家
ペ
ー
パ
ー
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

投
夷
書
を
読
み
下
し
文
に
改
め
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
英
訳
と
対
比
し
て
み
よ
う
。

日
本
国
江
戸
府
の
書
生
、
瓜
中
萬
二11

、
市
木
公
太11

、
貴
大
臣
・
各
将
官
・
執
事
に
書
を
呈
す
。

T
w

o scholars of Yedo in Japan, nam
ed Isagi K

ooda, and K
w

anouchi M
anji, present this letter to 

the high officers and others w
ho m

anage affairs.

［
松
陰
は
自
ら
を
「
書
生
」
と
自
称
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
はscholars

と
正
確
に
訳
し
た
］

小
生
ら
両
名
は
賦ふ

ひ
ん稟
［
生
来
］
薄
弱
、
軀く

か
ん幹

［
体
躯
］
矮
小
に
し
て
、
固も

と

よ
り
士し

籍せ
き

に11

列
す
る
を
自
ら
恥
ず
、

未
だ
精
刀
に
て
刺
撃
の
技
を
槍
す
る
能
わ
ず
、
未
だ
練
兵
馬
闘
の
法
を
能
わ
ず
、
汎は

ん

汎は
ん

悠ゆ
う
ゆ
う悠

と
歳
月
を
玩が

ん
け
い愒

す
、

支マ

マ那
の
書
を
読
む
に
及
び
、
欧ヨ

ー
ロ
ッ
パ

羅
巴
米ア

メ
リ
カ

理
駕
の
風
教
［
風
聞
］
を
稍
聞
き
知
り
、
乃
ち
五
大
洲
を
周
遊
せ
ん
と

欲
す
。

T
hat w

hich w
e have received is m

eager and trifling, as our persons are insignificant, so that 

w
e are asham

ed to com
e before distinguished persons; w

e are ignorant of arm
s and their uses 

in battle, nor do w
e know

 the rules of strategy and discipline; w
e have, indeed, uselessly w

hiled 

aw
ay our m

onths and years, and know
 nothing. W

e have heard a little of the custom
s and 
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know

ledge of the E
uropeans and A

m
ericans, and have 

desired to travel about in the five great continents,

［
近
代
的
武
器
や
戦
闘
方
法
を
知
ら
な
い
の
で
、
学
び
た
い
。
欧
米
の
習
慣

や
知
識
は
若
干
学
び
、
そ
れ
を
深
め
た
い
］
然
る
に
吾
国
の
海
禁
は
甚

だ
厳
し
く
、
外
国
人
の
内
地
に
入
り
、
内
地
人
の
外
国
に
到
る

は
、
皆
な
不
貸
之
典
［
許
さ
れ
ざ
る
法
令
］
に
あ
り
。
以
て
周
遊
の

念
、
勃ぼ

つ
ぼ
つ勃
と
し
て
、
往
来
は
心
と
胸
の
間
に
あ
る
も
、
呻し

ん
ぎ
ん吟
し
て

趑し

し

ょ跙
す
［
行
き
つ
戻
り
つ
］、
蓋
し
亦
た
有
年
か
。

but th
e m

aritim
e proh

ibitions of our country are 

exceedingly strict, and for foreigners to enter the ‘inner 

land, or for natives to go to other countries, are alike 

am
ong the im

m
utable regulations. T

herefore our desire 

to travel has been checked, and could only go to and fro in 

our breasts, unable to be uttered, and our feet ham
pered 

so as not to stir.

［
幕
府
の
海
禁
は
、
き
わ
め
て
厳
し
い
］

幸
い
に
も
貴
国
の
大
軍
艦
が
檣

ほ
ば
し
らを
連
ね
て
吾
が
港
口
に
来
泊

し
て
已
に
久
し
い
、
小
生
ら
は
稔ね

ん
じ
ゅ
く熟

の
よ
う
に
観
察
し
て
貴
大

松陰の家紋と「投夷書」

臣
各
将
官
の
仁じ

ん
こ
う厚

愛
物
［hum

ane conduct of your officers and their love of others

］
の
意
、
平
生
の
念
を
深

く
悉つ

く

す
こ
と
に
又あ

ら
た
め
て復

触
発
さ
れ
た
。
今
則
ち
断
然
と
策
を
決
し
、
将
に
深
く
密
に
請
託
し
坐
を
仮
り
、
貴

船
中
に
潜
み
海
外
に
出
て
、
以
て
五
大
洲
を
周
遊
し
、
復
た
国
禁
を
顧
み
る
暇
を
も
た
ざ
る
也
［even if it is 

disregarding our law
s

］。
願
わ
く
ば
執
事
が
鄙ひ

ち
ゅ
う衷
を

辱
か
た
じ
け
な
く
も

察
せ
ら
れ
、
此
事
を
成
功
さ
せ
ん
こ
と
を
。
小
生

ら
は
百
般
の
使
役
を
な
し
、
命
あ
ら
ば
、
直
ち
に
聴
き
行
う
な
り
［w

hatever w
e are able to do to serve you w

ill 

be considered as orders as soon as w
e hear it

］。

T
his had been the case for years, w

hen happily the arrival of so m
any of your ships anchoring 

in our w
aters now

 for m
any days, and our careful and continuous exam

ination of the kind and 

hum
ane conduct of your officers and their love of others, has excited the desire of years w

hich 

now
 struggles for its exit. W

e have decided on a plan, w
hich is very privately to request you 

to take us aboard of your ships and secretly carry us to sea, that w
e m

ay travel over the five 

continents, even if it is disregarding our law
s. W

e hope you w
ill not regard our hum

ble request 

w
ith disgust, but w

ill enable us to carry it out; w
hatever w

e are able to do to serve you w
ill be 

considered as orders as soon as w
e hear it.

「
夫
れ
跛は

け
ん躄
者
が
歩
行
者
を
見
て
、
歩
行
者
が
騎
乗
者
を
見
る
」
─
─
そ
れ
を
羨
や
ま
ぬ
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

然
る
に
国
内
に
在
っ
て
は
、
終
身
奔
走
し
て
も
、
東
西
三
十
度
、
南
北
二
十
五
度
の
枠
［
日
本
は
経
度
緯
度
か
ら

見
て
、
こ
の
経
度
緯
度
の
範
囲
に
収
ま
る
］
を
飛
び
出
す
こ
と
不
可
能
な
り
。［
貴
下
の
船
に
乗
り
］
夫
れ
長
風
を
駕
し
、
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巨
涛
を
凌
ぎ
、
千
万
里
を
電
撃
の
よ
う
に
走
り
、
五
大
洲
の
隣
人
と
交
わ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
「
跛は

け
ん躄
者
が
歩

行
者
と
な
り
、
歩
行
者
が
騎
乗
者
と
な
る
」
機
会
を
得
る
の
譬た

と
え
の
通
り
で
あ
る
。

W
hen a lam

e m
an sees another w

alking, or a pedestrian sees another riding, w
ould he not be 

glad to be in his place? H
ow

 m
uch m

ore now
, since for our w

hole lives w
e could not go beyond 

30 degrees east and w
est, and 25 degrees from

 north to south, w
hen w

e behold you com
e riding 

on the high w
inds and careering over the vast w

aves, w
ith lighting speed coasting along the five 

continents, does it appear as if the lam
e had a w

ay to w
alk, or the w

alkers an opportunity to ride!

執
事
よ
、
幸
い
に
も
明
察
を
垂
れ
、［
小
生
ら
が
］
請
う
所
を
許
諾
さ
れ
る
な
ら
ば
、
何
た
る
恵
み
と
之
を
尚お

も

ぶ
で
あ
ろ
う
か
。
惟
う
に
吾
国
の
海
禁
は
未
だ
除
か
ず
、
此
事
［
密
航
］
が
若
し
露
顕
す
る
な
ら
ば
、
則
ち
小

生
ら
は
徒

い
た
ず
らに
追
捕
さ
れ
召
回
さ
れ
、
刎ふ

ん
ざ
ん
た
だ

斬
立
ち
に
到
る
［
即
刻
処
刑
］
は
疑
い
な
き
也
。
事
此
に
至
り
、
則
ち

貴
大
臣
・
各
将
官
の
仁じ

ん
こ
う
あ
い
ぶ
つ

厚
愛
物
の
意
を
傷
つ
け
る
お
そ
れ
大
な
り
。
執
事
よ
、
願
わ
く
ば
請
う
所
を
許
し
、
ま

た
小
生
ら
両
名
の
委い

き
ょ
く曲
を
包
み
隠
す
傘
と
な
り
、
開
帆
の
時
に
至
り
て
以
て
刎ふ

ん
ざ
ん斬
の
惨
を
免
れ
せ
し
め
よ
。
若

し
他
の
年
に
自
ら
帰
る
に
至
ら
ば
、
則
ち
国
人
も
ま
た
往
事
の
追
窮
は
不
必
要
と
な
ら
ん
。
小
生
ら
の
言
は
、

疎
漏
と
雖
も
意
は
実
に
し
て
誠
は
確
か
な
り
。
執
事
よ
、
願
わ
く
ば
其
の
情
を
察
し
、
其
の
意
を
憐あ

わ
れ

み
、
疑
い

と
な
す
勿
れ
、
拒
む
を
な
す
勿
れ
。

W
e hope you w

ho m
anage this business w

ill condescend to regard and grant our request; but 

as the restrictions of our country are not yet rem
oved, if this m

atter becom
es know

n, w
e shall 

have no place to flee, and doubtless m
ust suffer the extrem

ist penalty; and this w
ould greatly 

grieve your kindness and benevolence of heart to your fellow
m

en.   W
e trust to have our request 

granted, and also that you w
ill secrete us until you sail, so as to avoid all risk of danger to life; and 

w
hen w

e return here at a future day, w
e are sure that w

hat has passed w
ill not be very closely 

investigated.   T
hough rude and unpracticed in speech, our desires are earnest, and w

e hope that 

you w
ill regard us incom

passion, nor doubt or oppose our request.

日
本
嘉
永
七
年
［
一
八
五
四
年
］
甲
寅
三
月
八
日
［
四
月
一
〇
日
］

萬
二
・
公
太
と
も
に
拝
呈
す

 

注１　

一
八
三
七
年
に
商
船
モ
リ
ソ
ン
号
で
日
本
漂
流
民
を
帰
国
さ
せ
る
試
み
が
失
敗
し
た
教
訓
を
十
分
に
活
か
し
て
一

八
五
三
年
に
ペ
リ
ー
艦
隊
が
浦
賀
を
訪
れ
た
。
そ
の
間
の
経
緯
を
陶
徳
民
は
「
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
対
日
人
権
外
交
」

と
と
ら
え
て
い
る
。「
十
九
世
紀
中
葉
美
国
対
日
人
権
外
交
的
啓
示
─
写
在
日
本
開
国
百
五
十
周
年
之
際
」『
二
十
一

世
紀
双
月
刊
』、
二
〇
〇
四
年
四
月
号
。

２　

一
八
〇
八
年
一
〇
月
（
文
化
五
年
八
月
）
に
起
き
た
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
、
一
八
二
四
年
の
大
津
浜
事
件
と
宝
島

事
件
を
受
け
て
、
江
戸
幕
府
は
一
八
二
五
年
（
文
政
八
年
）
に
異
国
船
追
放
令
を
発
し
た
。
無
二
念
打
払
令
、
外
国

船
打
払
令
、
文
政
の
打
払
令
と
も
言
う
。
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３　

原
文
の
ま
ま
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
こ
の
九
漢
字
を
ロ
ー
マ
字
の
あ
と
に
補
足
し
て
い
る
。

４　

こ
こ
で
「
朝
、
白
旗
を
掲
げ
る
」
と
は
、
む
ろ
ん
戦
闘
意
志
の
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

は
モ
リ
ソ
ン
号
で
来
航
し
た
際
に
、
突
如
砲
撃
さ
れ
た
体
験
に
鑑
み
て
、「
和
戦
両
用
」
の
う
ち
、「
和
の
構
え
」「
戦

の
構
え
」
を
相
手
側
に
誤
解
を
与
え
な
い
よ
う
、
シ
グ
ナ
ル
と
し
て
の
白
旗
の
意
味
を
説
明
し
た
。
白
旗
は
も
し

「
戦
闘
中
」
に
掲
げ
る
な
ら
ば
、
当
然
「
撃
ち
方
、
止
め
」
の
意
味
で
あ
り
、
逆
に
掲
げ
て
い
た
白
旗
を
敵
の
面
前

で
降
ろ
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
戦
の
構
え
」
へ
の
転
換
を
警
告
す
る
。
白
旗
は
む
ろ
ん
「
休
戦
」
か
ら
、
や
が
て
は

「
降
伏
」
に
至
る
場
合
も
あ
る
が
、「
和
交
」
か
「
降
伏
か
」、
い
ず
れ
か
二
者
択
一
の
シ
ン
ボ
ル
と
解
す
る
日
本
史

家
た
ち
の
解
釈
は
、
馬
鹿
げ
て
い
る
。

５　

T
hey w

ere clearly inform
ed of the m

eaning of a w
hite flag, and also that visits w

ere out of season till 
after the flags w

ere hoisted in the m
orning.

６　
『
日
本
遠
征
記
』
岩
波
文
庫
版
、
二
巻
二
〇
〇
頁
。

７　
『
日
本
遠
征
記
』
二
巻
二
〇
〇
頁
。

８　

投
錨
に
先
立
っ
て
、
数
多
く
の
日
本
の
防
備
船
が
続
々
と
海
岸
を
離
れ
て
来
る
の
を
認
め
た
が
、
提
督
は
言
葉
と

信
号
と
で
自
分
の
乗
艦
以
外
の
船
に
は
何
人
の
乗
船
を
も
禁
ず
と
い
う
至
急
命
令
を
伝
え
た
。
更
に
提
督
は
そ
の
旗

艦
に
対
し
て
さ
え
同
時
に
三
人
を
超
え
ざ
る
人
に
し
て
、
用
件
あ
る
者
の
み
の
乗
艦
を
許
可
す
べ
し
と
命
じ
た
。『
日

本
遠
征
記
』
二
巻
一
八
六
～
一
八
七
頁
。

９　

実
は
提
督
（A

dm
iral

）
で
は
な
く
、
准
将
（C

om
m

odore

）
の
階
級
だ
が
、
通
称
に
し
た
が
う
。

10　

実
は
蒸
気
船
二
隻
、
帆
船
二
隻
。

11　

一
八
三
七
年
、
米
商
船
モ
リ
ソ
ン
号
（M

orrison
）
が
漂
流
民
乙
吉
ら
七
名
を
載
せ
て
浦
賀
沖
、
鹿
児
島
湾
に
現

れ
た
が
、
薩
摩
藩
及
び
浦
賀
奉
行
は
異
国
船
打
払
令
に
基
づ
き
砲
撃
を
行
っ
た
。
江
戸
湾
で
砲
撃
を
命
ぜ
ら
れ
た
の

は
小
田
原
藩
と
川
越
藩
で
あ
っ
た
。
こ
の
船
に
は
二
五
歳
の
若
き
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
乗
船
し
、
経
過
を
熟
知
し
て
い

た
。

12　

岸
俊
光
『
ペ
リ
ー
の
白
旗
』
二
一
頁
に
、
そ
の
経
歴
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

13　

和
光
大
学
岸
田
秀
元
教
授
の
ゼ
ミ
生
鈴
木
健
司
に
よ
る
解
釈
（
岸
俊
光
著
二
一
五
頁
）
や
後
掲
の
若
井
論
文
で
は

注
目
し
て
い
る
。

14　

史
料
一
一
九
号
「
六
月
九
日
（
？
）
米
国
使
節
ペ
リ
ー
書
翰
、
我
政
府
へ
白
旗
差
出
の
件
」、『
大
日
本
古
文
書
』

シ
リ
ー
ズ
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』（
東
京
帝
国
大
学
編
、
明
治
四
三
年
）
所
収
。

15　

史
料
一
一
九
号
、
町
奉
行
書
類
所
収
外
国
事
件
書
、『
高
麗
環
雑
記
』

16　

一
六
年
前
の
モ
リ
ソ
ン
号
打
払
い
の
教
訓
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
と
っ
て
身
に
沁
み
て
い
る
。

17　

史
料
一
七
号
七
一
～
七
二
頁
。

18　

P. B
 W

iley, Yankees in the Land of the G
ods, Penguin B

ooks, 1990.

『
黒
船
が
見
た
幕
末
日
本
』
興
梠
一
郎

訳
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
九
八
年
。

19　

T
w

o rosew
ood boxes w

rapped in scarlet cloth w
ith the various letters enclosed ( ine1-3,p.318) , tw

o 
rosew

ood boxes w
ith gold hinges

（line37,p.318

）

20　

six-inch-by-three-inch solid gold boxes, line1-2,p.319.

21　

な
お
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
随
行
日
誌
で
は
単
にboxes

と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。pp. 61-62.

22　

tw
o beautiful boxes,  

原
書
一
九
五
頁
、
宮
澤
真
一
訳
、
二
二
七
頁
。

23　

T
he originals of the letter and credence w

ere then show
n them

, and also the package containing the 
translations; they show

ed little or no adm
iration at them

, but w
ished to know

 the reason for sending 
four ships to carry such a box and letter to the E

m
peror; yet w

hether…
..T

hey[

栄
左
衛
門
と
通
詞
た
ち]

w
ere clearly inform

ed of the m
eaning of a w

hite flag, and also that visits w
ere out of season till after the 

flags w
ere hoisted in the m

orning.p.51.

下
線
に
よ
る
強
調
は
矢
吹
。

   78-79 15/11/06   15:01



8081

第２章　「白旗」授受のあらまし

24　
「
白
旗
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
（the m

eaning of a w
hite flag

）」
で
、
不
定
冠
詞a

を
う
け
た
白
旗
は
、「
一
枚
の

旗
」
で
は
な
く
、「
白
旗
一
般
」
で
あ
る
か
ら
、
日
本
側
で
記
録
さ
れ
た
「
二
枚
の
白
旗
」
と
矛
盾
す
る
記
述
で
は

な
い
。

25　
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
一
三
九
頁
。

26　
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
一
八
一
～
一
八
四
頁
。

27　
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
二
九
～
三
〇
頁
、
九
一
～
九
二
頁
、
二
七
一
～
二
七
三
頁
。

28　
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
二
七
三
頁
。

29　

大
統
領
親
書
の
意
味
を
説
明
し
た
も
の
、
末
尾
に
恫
喝
条
項
あ
り
。

30　

捧
呈
日
時
の
協
議
を
求
め
た
も
の
。

31　

国
書
へ
の
返
書
受
取
り
の
見
通
し
を
述
べ
た
も
の
。

32　

 『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
英
文
付
録
九
頁
。

33　

一
九
九
七
年
一
〇
月
、
栄
光
教
育
文
化
研
究
所
刊
、
オ
フ
ィ
ス
宮
崎
訳
、
加
藤
祐
三
監
修
。

34　

 

第
一
巻
二
五
九
頁
。

35　

 『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
二
五
七
頁
。

36　

 『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
二
六
〇
頁
。

37　

 『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
二
六
四
頁
。

38　

I have particularly charged C
om

m
odore Perry to abstain from

 every act w
hich could possibly 

disturb the tranquility of your im
perial m

ajesty’s dom
inions.

『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
付
録
一
～
二
頁
。

39　

史
料
二
〇
号
。

40　

史
料
一
一
九
号
。

41　

お
そ
ら
く
堀
達
之
助
と
立
石
得
十
郎
。

42　

史
料
一
五
号
「
香
山
栄
左
衛
門
上
申
書
、
老
中
宛
て
」
二
四
頁
。

43　

史
料
一
五
号
二
六
頁
。

44　

前
年
か
ら
申
し
入
れ
て
き
た
要
求
で
あ
る
か
ら
速
や
か
に
返
事
が
欲
し
い
と
、
迫
る
構
図
だ
が
、
朱
筆
に
よ
る
こ

の
部
分
は
一
八
五
四
年
の
や
り
と
り
の
は
ず
。「
香
山
上
申
書
」
が
書
写
さ
れ
る
過
程
で
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
か
。

45　

要
求
が
叶
わ
な
い
場
合
は
、
一
戦
に
及
ぶ
と
、
脅
迫
し
て
い
る
。

46　

浦
賀
奉
行
に
は
四
日
申
し
入
れ
た
白
旗
の
件
を
老
中
に
直
接
申
し
入
れ
た
い
、
と
迫
る
。

47　

史
料
一
五
号
二
七
～
二
八
頁
。

48　

A
nton L. C

. Portm
an

49　

I am
 not sorry that one of them

 know
s D

utch so m
uch better than I do Japanese, for I think 

intercom
m

unication is likely to be m
ore satisfactory.

50　

Yezaim
on spoke in a clear voice and, through Tatsnoski, w

ho put it into D
utch for M

r. Portm
an, I 

could m
ake out alm

ost all they said;

51　

but it w
ould require considerable practice to speak that style,

52　

こ
れ
は
ア
ヘ
ン
中
毒
の
薛
老
人
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
て
い
た
が
、
彼
は
浦
賀
到
着
前
に
病
死
し
た
。

53　

T
reaty betw

een the U
nited States of A

m
erica and the E

m
pire of Japan

54　

w
here they can be supplied w

ith w
ood, w

ater, provisions, and coal, and other articles

55　

A
 tariff of prices shall be given by the Japanese officers of the things w

hich they can furnish, 
paym

ent for w
hich shall be m

ade in gold and silver coin

56　

フ
ラ
ン
ス
が
中
国
と
結
ん
だ
黄
埔
条
約
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
熟
知
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
「
最
恵
国
待

遇
」
に
関
す
る
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
日
本
と
の
条
約
締
結
に
あ
た
り
、
彼
の
提
案
に
そ
っ
て
、
同
様
の

条
文
が
、
つ
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
進
言
す
る
言
葉
の
ま
ま
に
、
第
九
条
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
た
。
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「
将
来
、
日
本
政
府
が
、
米
国
以
外
の
国
な
い
し
国
々
に
、
特
権
や
特
典
を
認
め
る
よ
う
な
と
き
、
今
回
の
条
約
に

お
い
て
、
米
国
と
米
国
市
民
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
も
の
に
関
し
て
は
、
協
議
を
省
き
速
や
か
に
同
様
の
特
権
と

特
典
を
米
国
と
米
国
市
民
に
認
め
る
こ
と
に
合
意
す
る
」。
宮
澤
眞
一
訳
、
二
四
九
頁
。

57　
those ship w

recked persons and other citizens of the U
nited States

58　

通
商
要
求
は
一
八
五
八
年
に
結
ば
れ
た
日
米
修
好
条
約
以
後
の
課
題
で
あ
る
。

59　

W
illiam

s, Journal, pp.172-174.

60　

松
陰
が
瓜
中
万
二
（
か
の
う
ち
・
ま
ん
じ
）
の
偽
名
を
用
い
た
の
は
、「
卍
」
字
の
周
り
を
瓜
文
（
か
も
ん
）
で

囲
む
吉
田
家
の
家
紋
に
由
来
す
る
。

61　

金
子
重
輔
は
当
時
「
渋
木
松
太
郎
」
の
偽
名
を
使
っ
て
い
た
。「
渋
い
木
」
と
は
「
柿
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
ヘ
ン

と
ツ
ク
リ
に
分
解
し
て
「
市
木
」
と
し
た
。
そ
し
て
「
松
太
郎
」
か
ら
「
公
太
」
の
名
を
作
っ
た
。
夜
久
正
雄
「
吉

田
松
陰
渡
海
密
書
二
通
に
つ
い
て
」『
亜
細
亜
大
学 

教
養
部
紀
要
』
一
五
号
、 

一
九
七
七
年
、
五
三
～
七
三
頁
に
よ

る
。

62　

古
代
中
国
で
は
天
子
・
諸
侯
・
大
夫
・
士
・
庶
人
の
五
つ
の
身
分
の
う
ち
、
士
ま
で
を
支
配
階
級
と
し
た
。
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第３章　ウィリアムズの役割を評価する

第
３
章　

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
役
割
を
評
価
す
る

（
１
）
軍
師
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
役
割
─
─
『
随
行
日
誌
』
と
『
生
涯
と
書
翰
』

忘
れ
ら
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

宮
澤
眞
一
教
授
は
『
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
─
─
生
涯
と
書
簡１

』
を
翻
訳
し
た
際
に
記

し
た
前
書
き
で
、「
日
本
に
お
け
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ２

」
の
イ
メ
ー
ジ
を
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
日
本
で
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
知
名
度
は
低
い
。
中
心
的
な
研
究
テ
ー
マ
と

し
て
、
焦
点
が
合
わ
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
一
八
三
七
年
の
モ
リ
ソ
ン
号
事
件３

、
一
八
五
三
年
と
一
八
五

四
年
の
ペ
リ
ー
艦
隊
の
日
本
渡
来
、
ヘ
ボ
ン
や
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
る
日
本
伝
導
活
動
、
な
ど
幕
末
維
新
に
起

き
た
竜
巻
的
新
機
運
と
の
絡
み
に
於
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
名
前
と
貢
献
が
、
言
及
さ
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い４

。」
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天
皇
（
あ
る
い
は
将
軍
）
か
ら
「
フ
ィ
ル
モ
ア
大
統
領
宛
の
親
書
」
を
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。
ペ
リ
ー
は
自
分
と
「
同
等
の
官
職
を
も
つ
人
物
」
と
会
見
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
の

だ
。実

際
に
は
ペ
リ
ー
は
、「
希
望
し
た
も
の
と
比
べ
て
は
る
か
に
劣
っ
た
条
件
」
で
「
奉
行
の
署
名
」
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
に
と
ど
ま
り
、
通
常
の
署
名
と
捺
印
さ
え
得
ら
れ
な
か
っ
た９

。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
日
米
交
渉

の
真
実
を
知
る
上
で
、『
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
日
誌11

』
は
問
題
の
核
心
を
知
る
う
え
で
最
も
重
要
な
史
料
だ
と
朝
河

は
指
摘
し
て
い
る
。

中
国
通
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

ペ
リ
ー
が
日
本
と
の
交
渉
に
お
い
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
選
ん
だ
の
は
、
若
い
宣
教
師
Ｓ
・
Ｗ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
に
よ
る
、
モ
リ
ソ
ン
号
が
砲
撃
を
受
け
た
一
部
始
終
の
連
載
物
語
を
『
中
国
叢
報11

』
で
読
み
、
彼
が
日
本
語

や
日
本
事
情
に
つ
い
て
も
研
究
意
欲
を
燃
や
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
の
こ
と
だ11

。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
漂
流

民
か
ら
日
本
語
を
学
び
、
そ
れ
ら
の
漂
流
民
に
キ
リ
ス
ト
教
を
教
え
る
た
め
に
、
マ
タ
イ
伝
の
翻
訳12

を
試
み
、

『
日
本
語
語
彙
表
』
の
編
纂
も
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
る
『
マ
タ
イ
伝
』
の
日
本
語
訳
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
文
語
調
を
志
向
し
て
い
た
。
す

で
に
先
例
と
し
て
存
在
し
て
い
た
、
初
め
て
の
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
訳12

が
口
語
体
を
選
ん
だ
の
と
は
異
な
り
、
こ
こ
に

も
彼
の
知
的
好
奇
心
が
光
る12

。

白
旗
外
交
の
「
カ
ゲ
の
主
役
」
は
、
実
は
ペ
リ
ー
で
は
な
く
、
通
訳
サ
ミ
ュ

エ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
な
の
だ５

。
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
忘
れ

た
あ
ら
ゆ
る
議
論
は
、
ま
る
で
問
題
に
な
ら
な
い
。

通
訳
と
は
元
来
地
味
な
裏
方
で
あ
り
、表
舞
台
に
顔
を
出
す
こ
と
は
ま
れ
だ
。

朝
河
貫
一
は
、
ペ
リ
ー
の
遠
征
と
日
米
交
渉
の
内
実
に
つ
い
て
、「
入
り
組
ん

で
い
て
、
き
わ
め
て
わ
か
り
に
く
い
歴
史
過
程６

」
と
評
し
て
い
る７

。
そ
し
て

こ
の
任
務
に
お
け
る
ペ
リ
ー
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
役
割
を
視
野
の
不
自
由
な

「
盲
目
の
当
事
者
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る８

。
そ
の
後
の
歴
史
の
展
開
か
ら
見
る

と
、
鎖
国
日
本
を
開
国
に
導
い
た
結
果
か
ら
し
て
、「
ペ
リ
ー
の
成
功
」
は
明

ら
か
に
見
え
る
。
だ
が
朝
河
貫
一
は
遠
征
の
成
功
と
共
に
、
残
さ
れ
た
課
題

や
限
界
を
も
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

た
と
え
ば
一
八
五
四
年
二
月
二
二
日
、
ア
ダ
ム
ス
船
長
は
幕
府
と
の
三
週

間
の
交
渉
で
日
米
和
親
条
約
に
調
印
ま
で
こ
ぎ
つ
け
て
お
り
、
こ
れ
は
む
ろ

ん
大
成
功
と
見
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
他
方
、「
日
本
の
港
で
米
国
商
人
が
貿

易
を
行
う
こ
と
」
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
ペ
リ
ー
自
身
が
江
戸
を
訪
問

し
て
「
天
皇
（
実
は
将
軍
）
の
謁
見
を
受
け
る
こ
と
」
も
か
な
わ
ず
、
ま
た

サミュエル・ウィリアムズ肖像
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ミ
ュ
エ
ル
の
残
し
た
膨
大
な
資
料
を
も
と
に
、
子
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
が
父
の
死
の
一
五
年
後
に
ま
と
め
た
伝
記
で

あ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
一
八
一
二
年
九
月
二
二
日
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ユ
ー
テ
ィ
カ
に
生
ま
れ
、
一
八
八
四
年
二
月

一
六
日
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
ニ
ュ
ー
ヘ
イ
ブ
ン
で
死
去
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
一
八
三
二
年
、
一
九
歳
の
と

き
、
米
国
海
外
伝
導
協
会
に
よ
っ
て
広
州
伝
教
団
の
伝
導
印
刷
工
に
任
命
さ
れ
、
翌
年
広
州
に
派
遣
さ
れ
た
。

最
初
の
二
〇
年
、
彼
の
主
な
仕
事
は
雑
誌
『T

he C
hinese R

epository

中
国
叢
報
』（Canton: printed for 

the Proprietors

）
の
編
集
と
印
刷
で
あ
っ
た
。「
伝
導
印
刷
工
」
と
は
、
聞
き
慣
れ
な
い
職
種
だ
が
、
彼
の
家

業
が
小
さ
な
印
刷
所
で
あ
り
、
彼
は
印
刷
の
技
術
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
中
国
に
お
い
て
各
地
に
散
ら
ば
り

布
教
を
進
め
て
い
る
宣
教
師
た
ち
の
通
信
や
、
布
教
に
際
し
て
心
得
て
お
く
べ
き
知
識
を
提
供
す
る
中
国
宣
教

師
団
の
会
員
通
信
の
よ
う
な
雑
誌
を
一
八
三
二
年
か
ら
五
一
年
ま
で
編
集
発
行
し
た
。
こ
の
仕
事
を
通
じ
て

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
中
国
の
こ
と
な
ら
何
で
も
最
新
の
知
識
を
身
に
つ
け
た
中
国
専
門
家
に
成
長
し
た
。

イ
ェ
ー
ル
大
学
の
教
授
へ

こ
の
間
一
八
五
三
年
と
五
四
年
に
は
ペ
リ
ー
に
嘱
望
さ
れ
て
日
本
遠
征
に
参
加
し
た
。
一
八
五
八
年
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
は
伝
導
協
会
を
離
れ
、
米
国
の
中
国
大
使
館
に
勤
め
、
五
八
年
に
は
米
公
使
を
助
け
て
米
中
天
津
条

約
を
ま
と
め
た
。
一
八
五
六
年
か
ら
七
六
年
ま
で
に
彼
は
七
回
に
わ
た
っ
て
代
理
公
使
の
職
務
に
就
い
た
。

一
八
七
七
年
、
六
五
歳
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
し
た
。
帰
国
し
た
彼
を
迎
え
た
の
は

日
本
語
と
中
国
語
の
異
同
、
そ
し
て
日
本
語
に
お
け
る
文
語
体
と
口
語
体
の
区
別
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
認
識

し
て
い
た
点
が
重
要
な
の
だ
。
日
本
語
を
ど
こ
ま
で
習
得
で
き
て
い
た
か
と
い
う
到
達
水
準
で
は
な
く
、
文
語

体
と
口
語
体
の
違
い
を
認
識
で
き
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
中
国
語
に
お
い

て
も
、
方
言
の
差
異
は
も
と
よ
り
、
書
面
体
と
口
語
体
が
異
な
る
こ
と
を
深
く
認
識
し
て
い
た
こ
と
か
ら
の
類

推
で
も
あ
ろ
う11

。

思
想
的
文
脈
で
考
え
る
と
、
日
本
は
な
ぜ
鎖
国
を
す
る
の
か
、
鎖
国
を
解
か
せ
る
に
は
ど
の
よ
う
な
段
取
り

が
必
要
か
。
こ
の
種
の
外
交
戦
略
を
ペ
リ
ー
の
助
手
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
課
題
で
あ
り
、

彼
は
見
事
に
そ
の
課
題
に
成
功
し
た
。

（
２
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
人
物
像

中
国
専
門
家
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
は
あ
ま
り
日
本
語
の
で
き
な
い
日
本
語
通

訳
と
い
っ
た
、
あ
や
し
げ
な
イ
メ
ー
ジ
が
広
く
行
わ
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
頼
り
な
い
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
像
を
一
挙
に
粉
砕
し
、
そ
の
横
顔
を
く
っ
き
り
と
描
い
て
み
せ
た
の
は

宮
澤
眞
一
訳
『
Ｓ
・
ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
生
涯
と
書
簡
』（
鹿
児
島
、
高
城
書
房
、
二
〇
〇
八
年
八
月
）
で

あ
る
。
英
文
の
原
著T

he Life and Letters of Sam
uel W

ells W
illiam

s

は
一
八
八
九
年
に
出
て
い
る
。
父
サ
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は
中
国
語
の
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
、
南
方
方
言
と
北
京
官
話
と
の
違
い
な
ど
を
研
究
し
て
い
た
の
で
、
公
文

書
に
漢
字
表
記
、
漢
文
を
用
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
日
本
語
と
し
て
読
む
日
本
の
言
語
事
情
に
強
い
関
心
を
抱
い

て
い
た
。

発
端
は
、
一
八
三
六
年
六
月
、
三
名
の
日
本
漂
流
民
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
経
営
す
る
印
刷
所

で
彼
ら
を
雇
い
、
彼
ら
か
ら
日
本
語
の
語
彙
を
学
び
、
簡
単
な
語
彙
集
を
編
集
し
て
い
る
。
一
八
三
七
年
七

月
、
彼
は
こ
れ
ら
の
日
本
漂
流
民
を
日
本
に
帰
国
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
モ
リ
ソ
ン
号
に
乗
り
組
み
、
送
還
を

試
み
た
。
生
憎
そ
の
試
み
は
、
幕
府
の
異
国
船
打
払
令
に
よ
っ
て
失
敗
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
そ
の
顛
末
を

『T
he C

hinese R
epository  

中
国
叢
報
』
に
書
い
た
。
ペ
リ
ー
提
督
が
日
本
遠
征
に
際
し
て
日
本
語
通
訳
と
し

て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
白
羽
の
矢
を
立
て
た
の
は
、
こ
の
顛
末
記
を
読
ん
だ
か
ら
だ
。

清
朝
は
ア
ヘ
ン
戦
争
の
敗
北
以
後
、
門
戸
を
開
放
し
て
い
た
の
で
、
そ
こ
で
活
躍
す
る
宣
教
師
た
ち
も
少
な

く
な
く
、
ま
た
中
国
語
を
習
得
し
た
人
材
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
は
鎖
国
し
て
お
り
、
そ
の
国

の
言
語
を
習
得
し
た
ア
メ
リ
カ
人
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
日
本
語
、
特
に
話
し
言
葉
は
、
十
分

と
は
い
え
な
い
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
が
、
中
国
語
に
堪
能
で
あ
り
、
不
足
は
中
国
語
で
カ
バ
ー
で
き
よ
う
と
い
う

目
論
見
で
も
あ
っ
た
。

夢
の
国
、
日
本

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
妻
宛
て
の
書
簡
で
、
三
五
年
に
わ
た
る
日
本
と
の
交
流
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

イ
ェ
ー
ル
大
学
に
初
め
て
設
け
ら
れ
た
中
国
語
と
中
国
学
を
教
え
る
講
座
の
教
授
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
彼
自
身

は
、
大
学
教
育
を
受
け
ず
に
中
国
に
渡
っ
た
が
、
持
ち
前
の
学
者
気
質
を
活
か
し
て
、
辞
書
を
作
り
、
何
冊
も

の
本
を
書
い
た
。
そ
の
業
績
が
認
め
ら
れ
て
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
迎
え
ら
れ
た
わ
け
だ
。

第
４
章
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
子
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
は
、
父
の
後
を
襲
っ
て
イ
ェ
ー
ル
大
学

の
准
教
授
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
こ
そ
が
朝
河
貫
一
が
『
大
化
改
新
』
を
書
い
て
博
士
号
を

得
た
際
の
指
導
教
員
で
あ
り
、
朝
河
は
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
の
中
国
学
講
座
を
日
本
学
、
東
洋
学
ま
で
拡
大
し
た
。

以
上
の
学
灯
か
ら
し
て
、
朝
河
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
父
子
の
資
料
を
す
べ
て
閲
覧
で
き
る
図
書
館
の
キ
ュ
レ
ー

タ
ー
を
勤
め
た
経
緯
も
あ
り
、
一
連
の
史
料
を
熟
知
し
て
い
た
。
一
時
帰
国
の
際
に
は
、
東
大
史
料
編
纂
所
の

史
料
も
閲
覧
し
て
お
り
、
ペ
リ
ー
の
白
旗
問
題
に
つ
い
て
、
朝
河
ほ
ど
原
史
料
を
繙
い
た
研
究
者
は
な
い
。
そ

の
よ
う
な
朝
河
の
研
究
を
一
切
無
視
し
た
と
こ
ろ
に
、
日
本
史
学
界
の
白
旗
騒
動
の
悲
喜
劇
が
生
ま
れ
た
。

（
３
）
日
本
と
の
関
わ
り11

漂
流
民
と
の
出
会
い

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
横
顔
に
続
け
て
、
彼
と
日
本
と
の
関
わ
り
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
東

洋
に
お
け
る
活
動
は
、
中
国
大
陸
が
中
心
な
の
で
、
人
々
は
彼
と
日
本
と
の
か
か
わ
り
を
ほ
と
ん
ど
意
識
し
て

い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
学
者
気
質
の
彼
は
日
本
語
や
日
本
人
、
日
本
文
化
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
彼
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い
ま
す
。
こ
こ
三
五
年
の
歳
月
を
か
け
て
、
神
が
成
就
さ
れ
た
業
の
こ
と
を
思
い
ま
す
。

ヘ
ボ
ン
の
伝
え
て
く
れ
た
話
に
よ
り
ま
す
と
、
横
浜
で
の
僕
は
、『
但
し
殿
』（M

r. But

）
と
い
う
ニ
ッ

ク
ネ
ー
ム
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
僕
の
会
話
の
な
か
で
、
頻
繁
に
使
っ
て
い
るB

ut

と
い
う
日
本
語
の
表
現
は
、
日
頃
使
わ
な
い
言
葉
な
の
で
、
日
本
人
の
関
心
を
引
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す11

。」 

こ
こ
に
ヘ
ボ
ン
の
名
が
出
て
く
る
。
ヘ
ボ
ン
は
ヘ
ボ
ン
式
ロ
ー
マ
字
の
創
案
者
と
し
て
、
ま
た
明
治
学
院
の

創
設
者
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
ボ
ン
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
は
三
歳
違
い
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
年
長
で

あ
っ
た
。
二
人
は
布
教
の
主
な
対
象
、
そ
し
て
宣
教
師
と
し
て
の
生
活
は
、
日
本
と
中
国
に
分
か
れ
た
が
、
友

人
と
し
て
東
洋
に
お
け
る
布
教
体
験
を
交
流
し
合
う
仲
間
で
あ
っ
た
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
横
浜
で
「
ミ
ス
タ
ー
バ
ッ
ト
君
（
但
し
殿
）」
の
あ
だ
名
で
呼
ば
れ
た
と
い
う
逸
話
は
、
彼

の
特
徴
を
巧
み
に
描
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
陳
述
を
行
っ
た
す
ぐ
あ
と
で
、「
し
か
し
な
が
ら
こ
の
点

で
は
、
あ
の
点
で
は
」、
と
限
定
を
付
す
の
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
口
グ
セ
で
あ
り
、
こ
れ
は
い
つ
も
正
確
さ
を

求
め
て
分
析
を
繰
り
返
す
彼
の
思
考
法
を
活
写
し
た
あ
だ
名
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「［
一
八
七
二
年
の
］
三
週
間
の
日
本
訪
問
で
は
、
三
分
の
一
を
江
戸
で
過
ご
し
ま
し
た
が
、
ま
る
で
夢
の

国
に
足
を
踏
み
入
れ
た
よ
う
な
錯
覚
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。
過
去
、
現
在
、
そ
れ
に
未
来
が
、
一
緒
く
た
に

渾
然
と
し
て
い
る
様
は
、
と
て
も
説
明
で
き
な
い
も
の
の
、
極
め
て
楽
し
い
も
の
で
し
た
。
将
軍
家
の
墓

地
を
見
物
し
て
き
ま
し
た
。
北
京
市
近
郊
の
明
朝
陵
墓
に
較
べ
た
ら
、
ど
ん
な
に
か
小
規
模
で
貧
弱
な
も

の
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
な
り
の
特
色
が
あ
り
、
一
目
を
置
く
価
値
は
あ
り
ま
し
た
。
繊
細
な
彫

刻
と
清
楚
な
感
じ
が
、
見
る
人
の
目
を
特
に
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

学
院
の
教
師
の
一
人
に
案
内
さ
れ
て
、
小
高
い
丘
の
頂
上
ま
で
馬
で
行
き
ま
し
た
。
首
都
近
郊
の
広
大

な
平
原
を
眺
望
で
き
ま
し
た
。
木
立
、
田
畑
、
村
落
が
群
が
っ
て
、
見
事
な
光
景
で
し
た
。
江
戸
の
樹
木

ば
か
り
を
遠
望
し
た
苦
い
経
験
が
一
八
五
四
年
に
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
今
回
快
適
な
夏
の
気
候
に
恵

ま
れ
、
市
内
を
逍
遥
で
き
た
こ
と
は
、
満
足
の
一
言
に
尽
き
ま
す
。
た
だ
、
時
速
五
マ
イ
ル
の
速
さ
で
、

二
人
の
強
壮
な
車
夫
に
よ
っ
て
、
町
中
を
引
っ
張
り
回
さ
れ
る
人
力
車
の
奇
妙
な
感
触
だ
け
は
、
や
は
り

初
体
験
の
怖
さ
が
残
り
ま
し
た
。

と
に
か
く
今
回
の
日
本
訪
問
中
で
、
一
番
お
も
し
ろ
か
っ
た
光
景
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
教
養
豊
か
な

学
者
の
洗
礼
で
し
た
。
彼
ほ
ど
の
日
本
人
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
信
者
の
責
任
を
全
て
受
け
入
れ
、
キ
リ
ス

ト
の
教
会
の
一
員
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
彼
ら
日
本
人
の
礼
拝
に
出
席
し
て
い
る
と
、
あ
の
頃
、
マ
カ
オ

の
僕
の
家
に
集
ま
っ
て
は
、
祈
祷
し
た
昔
の
同
胞
日
本
人
た
ち
の
こ
と
を
ど
う
し
て
も
思
い
出
し
て
し
ま
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（
４
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
日
本
語
能
力
に
つ
い
て

謙
遜
表
現

白
旗
問
題
の
論
点
を
調
査
し
た
岸
俊
光
『
ペ
リ
ー
の
白
旗11

』
は
、「
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
日
本
語
能
力
に
つ
い

て
、
専
門
家
の
見
方
は
一
様
に
否
定
的
だ
。
松
本
健
一
の
著
書
『
日
本
の
近
代
１　

開
国
・
維
新
』
は
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
を
含
む
ペ
リ
ー
一
行
の
絵
巻
を
載
せ
な
が
ら
、
シ
ナ
語
通
訳
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
『
日
本
通
辞
』
と

あ
る
の
は
誤
記
か
」
と
書
い
て
い
る12

。

ま
た
加
藤
祐
三
著
『
黒
船
前
後
の
世
界
』
も
、
ペ
リ
ー
か
ら
通
訳
と
し
て
同
行
を
要
請
さ
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
が
日
本
語
に
自
信
が
持
て
ず
に
た
め
ら
っ
た
こ
と
な
ど12

を
指
摘
し
て
い
る
加
藤
の
「
自
信
が
持
て
ず
に
」
と

い
う
記
述
は
、
む
ろ
ん
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
『
随
行
日
誌
』
の
な
か
で
の
謙
遜
表
現
を
字
義
通
り
に
受
け
取
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。「
傲
岸
な
」
ペ
リ
ー
と
「
謙
遜
を
忘
れ
な
い
」
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
こ
と
ば
を
、
そ
の
ま
ま
受

け
取
る
の
は
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
。

日
本
語
習
得
方
法

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
ど
の
よ
う
に
日
本
語
を
学
ん
だ
の
か
。
一
八
三
七
年
七
月
二
日
付
マ
カ
オ
発
父
親
へ
の
手

紙
で
、
彼
は
仲
間
の
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
の
日
本
語
習
得
に
つ
い
て
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

西暦 年齢 日本との関わり

1836 年 6 月 25 日 24 3 名の日本漂流民と会う。

1837 年 7 月 4 日 25 モリソン号で日本に向かい、漂流民の送還を試みる。

1837 年 7 月 12 日 25 琉球那覇港に着き上陸して視察、当地の官員と連絡を
つける。

1837 年 7 月 30 日 25 浦賀で砲撃され、やむなく帰る。

1837 年 8 月 10 日 25 鹿児島湾に着くが、薩摩藩は（江戸と同じく）武力で
打ち払う。

1837 年 8 月 29 日 25 マカオに戻り、日本語の学習を始める。

1838 年冬 26 『マタイ伝
4 4 4 4

』の日本語訳を完成し、日本語語彙表
4 4 4 4 4 4

を作成。

1840 年 28 『創世記
4 4 4

』の日本語訳を開始。

1853 年 4 月 9 日 41 ペリー提督に請われて日本遠征の首席通訳となる。

1853 年 5 月 41 マカオから琉球那覇港へ向けて出発し、ペリーの第 2
回琉球・日本遠征に加わる。

1853 年 6 月 6 日 41 琉球首府を訪問。

1853 年 7 月 41 ペリー艦隊が日本に向かう。

1853 年 7 月 9 ～ 14 日 41 日米折衝に参加。とりわけ、9 日と 12 日
4 4 4 44 4

の香山栄左
衛門との「船上対話」が重要である。

1853 年 7 月下旬 ペリー艦隊の帰途、那覇に再上陸し、那覇当局との会
談を代表として務める。

1854 年 1 月 14 日 42 ペリー艦隊の第 2 次琉球・日本遠征に随行。

1854 年 3 月 13 日 42 日米和親（神奈川）条約漢語訳に、米国側代表として
署名 。19

1854 年 4 ～ 6 月 42 下田と函館を訪問。

1854 年 7 月 20 日 42 日本遠征を終えて、艦隊とともに寧波に着く。

1856 年 12 月 14 日 44 第 2 次アヘン戦争により、上海の外国商館が焼かれ 20 、
ウィリアムズの印刷所は『中国叢報』等の在庫や活字
をすべて焼失。ウィリアムズは印刷所を止めて、公使
館の秘書・通訳となる。

1858 年 9 月 20 日 46 William Bradford Reed（列衛廉）とともに長崎を 2 週
間訪問。4 回目の日本訪問。

1872 年 7 月 60 5 回目の日本訪問。出発時は在米の中国留学生と連絡
をとるため訪米する容閎（イェール大学初の中国人学
士）も同行。ウィリアムズは妻宛ての書簡で、35 年
にわたる日本との交流を回顧している。21 

ウィリアムズと日本とのかかわり
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ベ
ル
に
到
達
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
私
が
第
三
者
た
る
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
の
日
本
語
能
力
に
着
目
す
る
の
は
、

ギ
ュ
ツ
ラ
フ
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
記
述
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
自
身
の
目
的
意
識
を
調
べ
る
た
め
だ
。

引
用
文
中
、
筆
者
が
強
調
を
加
え
た
部
分
は
、
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
の
モ
リ
ソ
ン
号
チ
ー
ム
が

江
戸
幕
府
に
伝
え
た
い
来
航
目
的
の
要
旨
で
あ
る
。
し
か
も
「
日
本
側
の
恐
怖
心
」
を
煽
ら
な
い
よ
う
伝
道
文

書
を
携
帯
し
な
い
こ
と
、
日
本
側
が
キ
リ
ス
ト
教
を
嫌
悪
し
て
い
る
事
実
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
の
行
動
で

あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
点
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
時
点
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
自
身
は
ま
だ
日
本
語
を

学
ん
で
は
い
な
い
が
、
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
と
同
じ
目
的
意
識
を
も
ち
、
同
じ
努
力
を
行
う
な
ら
ば
、「
大
抵
の
話
題

は
、
日
本
語
で
会
話
で
き
る
ほ
ど
」
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
自
身
の
日
本
語
能
力
を
高
め
る
こ
と
は
、
時
間
の
問
題

に
す
ぎ
な
い
事
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。

『
マ
タ
イ
伝
』
日
本
語
訳

モ
リ
ソ
ン
号
航
海
か
ら
三
九
年
後
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
『
中
国
布
教
報
告
書
』
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

「（
モ
リ
ソ
ン
号
の
五
六
日
間
の
航
海
は
）
渡
航
に
二
〇
〇
〇
ド
ル
の
費
用
を
か
け
な
が
ら
、
見
返
り
の
収
益

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
布
教
の
観
点
、
ま
た
は
科
学
的
な
観
点
か
ら
考
え
て
も
直
接
的
な
成
果
は
皆
無

で
し
た
。」

「
そ
れ
が
、
究
極
的
な
成
果
と
い
う
観
点
か
ら
申
し
ま
す
と
、
そ
う
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
連
れ
帰
っ
た

「
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
は
日
本
人
漂
流
民
か
ら
、
す
で
に
あ
る
程
度
の
日
本
語
を
習
得
し
ま
し
た
。
ど
ん
な
こ
と

で
も
大
抵
の
話
題
は
、
日
本
語
で
会
話
で
き
る
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。
彼
ら
日
本
人
と
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
が
同

行
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
先
方
に
対
し
て
は
、
か
な
り
説
得
力
の
あ
る
次
の
よ
う
な
話
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
、
と
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」

「『
こ
の
人
た
ち
は
、
米
国
海
岸
で
難
破
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
マ
カ
オ
ま
で
連
れ
て
来
ら
れ
ま
し
た
。

マ
カ
オ
で
私
ど
も
は
、
日
本
語
を
彼
ら
か
ら
学
び
ま
し
た
。
江
戸
ま
で
私
ど
も
が
、
こ
う
し
て
渡
航
し
て

参
り
ま
し
た
目
的
は
、
一
つ
に
、
彼
ら
日
本
人
漂
流
民
を
母
国
に
返
す
こ
と
で
す
。
次
に
日
本
人
と
の
間

に
友
好
的
な
交
わ
り
を
育
て
た
い
か
ら
で
す
。
更
に
、
医
師
の
治
療
を
受
け
た
い
と
希
望
す
る
人
が
お
り

ま
し
た
ら
、
病
気
を
直
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
最
後
に
、
わ
ず
か
な
量
で
す
が
、
交
易
も
し
た
い

の
で
す
。』」（
強
調
引
用
者
）

「
初
め
て
の
試
み
な
の
で
、
伝
道
文
書
は
い
っ
さ
い
持
っ
て
い
き
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
で
日
本
側
の
恐

怖
心
を
煽
っ
て
し
ま
い
、
せ
っ
か
く
の
良
い
始
ま
り
を
傷
つ
け
た
く
な
い
た
め
で
す
。
そ
の
か
わ
り
に
、

良
い
行
い
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
側
の
嫌
悪
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
実
践
面
が
、
彼
ら
の
目
に
見
え

て
く
る
よ
う
に
、
努
力
し
て
来
る
つ
も
り
で
す12

。」

こ
の
手
紙
か
ら
、
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
の
日
本
語
習
得
が
「
大
抵
の
話
題
は
、
日
本
語
で
会
話
で
き
る
ほ
ど
」
の
レ
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段
を
準
備
す
る
に
は
、
出
来
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
考
え
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、

マ
カ
オ
に
戻
っ
た
日
本
人
の
な
か
で
も
、
最
も
知
的
な
一
人
か
ら
日
本
語
を
学
ぶ
た
め
に
、
真
剣
な
勉
強

を
開
始
し
た
。」

「
も
と
船
乗
り
の
こ
の
日
本
語
教
師
に
助
け
ら
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
帰
還
後
の
冬
場
の
間
に
、
マ
タ

イ
に
よ
る
福
音
書
の
日
本
語
訳
を
準
備
し
た
が
、
こ
れ
は
、
外
国
人
の
も
と
で
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
七
名
の
全
員
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
教
え
る
た
め
だ
っ
た
。
そ
の
後
に
つ
づ
い
て
、
日
本
語
の
小
さ
な
語

彙
集
を
完
成
さ
せ
、
更
に
二
年
経
過
す
る
頃
に
は
、『
創
世
記
』
の
日
本
語
訳
を
準
備
で
き
た
。
こ
れ
ら

の
小
さ
な
草
稿
本
は
、
読
み
書
き
の
で
き
た
二
名
の
日
本
人
漂
流
民
の
手
に
よ
っ
て
、
二
、
三
部
の
写
本

を
完
成
し
た
も
の
の
、
現
在
ま
で
一
部
も
残
っ
て
い
な
い
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
所
有
し
て
い
た
写
本
は
、

一
八
五
六
年
に
起
き
た
十
三
行
街
の
商
館
破
壊
の
と
き
に
、
彼
の
蔵
書
と
と
も
に
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。」

「
こ
う
し
た
作
業
を
進
め
て
い
く
な
か
で
、
少
な
く
と
も
二
名
の
日
本
人
漂
流
民
の
改
心
を
成
し
遂
げ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
し
た
。」

「
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
会
話
の
目
的
に
十
分
な
だ
け
の
日
本
語
知
識
、
そ
れ
も
庶
民
の
口
語
日
本
語
の
知

識
を
獲
得
で
き
た11

。」

黒
船
来
襲
時
に
使
用
し
た
日
本
語

で
は
、
実
際
の
交
渉
の
場
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
日
本
語
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

七
名
の
日
本
人
た
ち
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
雇
用
さ
れ
て
、
大
抵
の
人
が
、
有
益
な
働
き
を
し
ま
し
た
。

ギ
ュ
ツ
ラ
フ
の
も
と
に
、
二
名
が
、
数
年
間
と
ど
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
、
マ
カ
オ
の
僕
の
印
刷
所
で
も
、

別
の
二
名
が
、
働
い
て
く
れ
ま
し
た
。」

「
こ
の
四
人
か
ら
僕
た
ち
は
、
日
本
語
の
知
識
の
習
得
を
助
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
僕
た
ち

の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
、
創
世
記
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
、
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書
と
書
簡
、
そ
れ
ら
を
日

本
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
教
化
に
役
立
て
ま
し
た11

。」

モ
リ
ソ
ン
号
で
の
日
本
訪
問
が
失
敗
し
た
後
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
マ
カ
オ
で
本
格
的
に
日
本
語
の
学
習
に
着

手
し
、
一
八
三
八
年
冬
に
は
、『
マ
タ
イ
伝
』
の
日
本
語
訳
を
完
成
し
、『
日
本
語
語
彙
表
』
を
作
成
し
て
い
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
訳
の
『
マ
タ
イ
伝
』
は
、
失
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
四
八
年
に
九
州
大

学
の
春
日
政
治
が
偶
然
長
崎
の
古
書
店
で
、
庄
蔵
写
本
を
発
見
し
た
（
春
日
『
一
八
五
〇
年
和
訳
の
馬
太
伝
』
参
照
）。

内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

上
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
中
国
布
教
報
告
書
』
の
記
述
に
基
づ
い
て
、
子
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
ま
と

め
た
。「（

モ
リ
ソ
ン
号
は
）
悲
し
い
気
持
ち
で
戻
っ
て
は
来
た
も
の
の
、
敗
北
感
は
な
か
っ
た
。
日
本
に
お
け
る

布
教
と
文
明
開
化
の
道
は
、
ま
だ
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
で
は
あ
る
が
、
日
本
人
の
開
眼
に
役
立
つ
は
ず
の
手
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「
マ
タ
イ
伝
」
か
ら
見
る
「
皇
朝
古
体
文
辞
」
の
可
否

「
撫
恤
本
」
に
は
「
白
旗
文
書
」
が
「
皇
朝
古
体
文
辞　

一
通
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
第
５
章
で
見
る
よ
う

に
、
従
来
の
「
白
旗
」
論
争
に
お
い
て
は
、「
皇
朝
古
体
文
辞
」
と
言
わ
れ
る
「
カ
タ
カ
ナ
書
き
文
語
調
」
の

文
（
一
部
に
漢
字
を
含
む
）
を
書
け
る
人
物
が
ペ
リ
ー
側
に
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
が
、
偽
造
説
の
論

拠
と
な
っ
て
い
る
。

幕
末
の
幕
府
役
人
の
白
旗
文
書
解
読
者
た
ち
が
あ
え
て
、「
皇
朝
古
体
文
辞
」
と
称
し
た
文
体
を
想
定
す
る

上
で
参
考
に
な
る
の
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
『
マ
タ
イ
伝
』
を
訳
し
た
際
の
文
体
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
カ
タ
カ
ナ
を
主
体
と
し
て
若
干
の
漢
字
（
名
詞
）
が
加
わ
る
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
ば
、「
漢

文
色
・
漢
文
調
」
を
脱
し
て
、「
よ
り
日
本
語
ら
し
い
文
体
」
に
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
「
カ
タ
カ
ナ
を
主
体
と
し
、
若
干
の
漢
字
を
用
い
た
」
文
語
調
の
文
体
─
─
こ
れ
が
「
皇
朝
古
体

文
辞
」
あ
る
い
は
「
皇
朝
古
文
言
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
の
正
体
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
文
体
の
メ
モ
書
き
（
添

書
き
）
を
書
く
こ
と
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
語
学
能
力
か
ら
し
て
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
─
─
こ
の
よ

う
に
推
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う11

。

話
し
言
葉
が
不
得
手
な
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
白
旗
書
簡
の
執
筆
は
可
能
で
あ
っ
た
か
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
訳
と
推

定
さ
れ
る
『
マ
タ
イ
伝
』
第
五
章
の
一
節
を
読
ん
で
見
よ
う
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
浦
賀
に
来
る
八
年
前
に
、
こ
の
よ
う
な
日
本
語
を
書
い
た
体
験
を
も
つ
。
こ
の
種
の
文

体
が
幕
府
役
人
か
ら
「
皇
朝
古
体
文
辞
、
皇
朝
古
文
言
」
と
呼
ば
れ
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
れ

「
双
方
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
で
行
い
ま
し
た
。
長
崎
の
日
本
人
通
訳
の
一
人

が
ど
う
や
ら
浦
賀
出
張
を
命
じ
ら
れ
、
遠
征
隊
の
到
着
ま
で
待
機
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
彼
の
オ
ラ
ン
ダ

語
は
、
僕
の
日
本
語
よ
り
も
、
は
る
か
に
上
達
し
て
い
ま
し
た
。
実
際
の
話
、
昔
の
僕
は
、
平
気
で
文
章

を
組
み
立
て
ら
れ
た
の
に
、
そ
ん
な
慣
れ
が
、
ほ
ぼ
消
滅
し
て
い
ま
す
。
八
年
も
の
間
使
っ
て
お
ら
ず
、

も
と
も
と
中
途
半
端
な
う
え
に
、
普
通
の
日
本
人
水
夫
か
ら
習
っ
た
だ
け
の
知
識
で
し
た
か
ら
、
僕
の
日

本
語
は
、
ま
る
で
五
里
霧
中
の
状
態
に
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
事
情
で
す
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
語
に
よ
っ
て
、

ず
っ
と
会
談
を
続
け
ら
れ
る
と
知
り
、
僕
は
内
心
、
胸
を
な
で
下
ろ
し
ま
し
た
。
こ
れ
ほ
ど
オ
ラ
ン
ダ
語

に
堪
能
な
日
本
人
が
い
る
な
ん
て
、
僕
の
予
想
を
超
え
て
い
ま
し
た11

。」

白
旗
問
題
を
扱
う
多
く
の
論
者
は
、
こ
の
一
節
を
引
用
し
て
、
日
米
対
話
が
主
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
語
を
媒
介

し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
語
通
訳
の
日
本
語
の
レ
ベ
ル
は
、
実
用
の
訳
に
立
た
な
い
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な

か
っ
た
と
す
る
誤
解
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
実
際
の
対
話
が
オ
ラ
ン
ダ
語
を
主
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
確
認

で
き
る
が
、
朝
河
貫
一
が
「
モ
デ
レ
ー
タ
ー
」
の
役
割
と
高
く
評
価
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の
手
腕
に
よ
り
、
交
渉
が
大
き
く
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
第
２
章
で
も
見
て
き
た
。

   98-99 15/11/06   15:01



100101

第３章　ウィリアムズの役割を評価する

は
、
い
わ
ゆ
る
「
候
文
」
で
は
な
く
、「
漢
文
訓
読
」
ほ
ど
漢
字
が
多
く
は
な
く
、「
カ
タ
カ
ナ
を
中
心
と
し
て

部
分
的
に
漢
字
が
混
じ
る
文
語
調
の
文
体
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
辛
う
じ
て
意
味
の
通
ず
る
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
通
訳
メ
モ
」
が
、「
白
旗
文
書
（
撫
恤
本
）」

と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

聞
き
取
り
・
読
み
取
り
能
力

と
こ
ろ
で
、
以
上
は
日
本
語
の
「
表
現
能
力
」
の
側
面
で
あ
る
。
日
本
語
を
「
聞
く
能
力
」
あ
る
い
は
、

「
読
ん
で
理
解
す
る
能
力
」
は
、
表
現
能
力
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
そ
れ
を
示
す
も
の
は
、

翌
一
八
五
四
年
四
月
、
す
な
わ
ち
白
旗
文
書
か
ら
九
カ
月
後
に
再
度
浦
賀
を
訪
れ
た
際
の
、「
吉
田
松
陰
と
の

対
話
」
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
投
夷
書21

の
英
訳
で
あ
る
（
第
２
章
補
論
参
照
）。
こ
の
来
航
に
お
い
て
は
、
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
は
中
国
人
通
訳
羅
森21

を
助
手
と
し
て
、
そ
の
漢
文
力
を
借
り
て
い
る
。

松
陰
が
偽
名
「
瓜
中
萬
二
」
で
書
い
た
漢
文
調
の
乗
船
依
頼
文
「
投
夷
書
」
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
手
に

よ
っ
て
、
完
璧
に
訳
さ
れ
て
い
る
。「
投
夷
書
」
の
解
読
に
あ
た
っ
て
中
国
人
の
通
訳
羅
森
の
協
力
が
大
き
い

こ
と
は
、
当
然
予
想
さ
れ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
個
人
の
力
だ
け
で
訳
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
首

席
通
訳
以
下
の
「
ペ
リ
ー
艦
隊
通
訳
陣
」
は
、
こ
れ
だ
け
の
能
力
を
備
え
て
い
た
の
だ
。

そ
の
前
年
の
際
は
、
ア
ヘ
ン
中
毒
の
中
国
人
通
訳
・
薛
老
人
が
沖
縄
沖
合
で
病
死
し
て
い
た
。
当
時
の
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
通
訳
陣
は
、
翌
五
四
年
四
月
時
点
（
こ
の
時
は
羅
森
が
い
た
）
よ
り
は
弱
体
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
幕

1. ヒンナ［貧な］　ココロノ［心の］ヒトべ［ヒトビト繰り返し記号］ワ［人々

は］、メデタクアリ［めでたくあり］。コレ　ソノヒトワ）テンノクニヲ［天

の国を］、モトメラルナリ［求めらるなり］。
2. ナゲキカナシム ヒトビトワ［嘆き悲しむ人々は］、メデタクアリ［めで

たくあり］。コレソノヒトワ アンダクヲ［その人は安楽を］モトメラル［求

めらる］。
3. ヤソラカナ　ヒトワ［安らかな人は］、メデタクアリ［めでたくあり］。コ

レ　コノヒトワ地ノ楽ヲ［地の楽しみを］、ユヅラル［譲られる］。
4. ヒモジイカゾキ［ひもじい家族］アル　ヒトワ［ある人は］、メデタクアリ
［めでたくあり］。コレ　ソノヒトワ　萬腹アリ。

5. アワレミヲ カケル　ココロノ　ヒトワ［憐れみをかける心の人は］、メデ
タクアリ［めでたくあり］。コレ　ソノヒトワ、アワレミヲ　タシカニ　
モトメル［憐れみを確かに求める］。

6. ココロ キレイナ ヒトワ［心きれいな人は］、メデタクアリ［めでたくあり］。
コレ　ソノ　ヒトワ、テンノツカサヲ［天の司を］、ノチニミレル［のち

に見れる］。
7. ワボクヲサセルヒトワ［和睦をさせる人は］、メデタクアリ［めでたくあり］。

コレソノヒトワ、テンノゴシソクト［天のご子息と］、ナヲツケラレル［名

をつけられる］

8. ギニシタガツテ［義に従って］ナンヲウケルヒトワ［難を受ける人は］、メ
レタクアリ　［めでたくあり］。コレソノヒトワ、テンノクニヲ［天の国を］、
モトメラル［求めらる］。

9. ヒトビトナンヂラヲ［汝らを］アクコウゾウゴンスル［悪口雑言する］、
マタワレガコトニツイテ［我がことについて］、ナニニヨラズ［何によらず］、
ソムキコト［背きこと］ウソデ［嘘で］ソシラレテモ［謗られても］、メデ
タクアリ［めでたくあり］。

10. ヨツテオドツテヨロコバレヨ、ソウイタサンナラバ［そう致さんならば］、
テンノクニニ［天の国に］、ナンジラノ［汝らの］ハウビ［褒美］、ハナハ
ダタントアリ［甚だ多い］。

11. ナンジラヨリムカシ聖神サノトヲリニ［上の通りに］、ナンヲウケナサ
レケル［難を受けなされる］。

ウィリアムズ訳『マタイ伝』第五章の一節。
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藤
訳
、
中
国
語
訳
、
漢
文
和わ

げ解
、
蘭
文
和わ

げ解
に
つ
い
て
は
、
第
２
章
（
４
）
ペ
リ
ー
第
一
書
簡
の
建
前
と
本
音

（
五
六
頁
）
で
引
用
・
解
説
し
た
の
で
、
参
照
し
て
ほ
し
い
。

白
旗
撫
恤
本
、
ペ
リ
ー
の
ホ
ン
ネ
部
分
の
漢
字
ま
じ
り
カ
タ
カ
ナ
文
語
調
に
は
、「
ア
メ
リ
カ
国
よ
り
贈
り

来
る
箱
の
中
に
、
書
簡
一
通
、
白し

ろ
は
た
ふ
た
な
が
れ

旗
二
流
、
ほ
か
に
左
の
通
り
短
文
一
通
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
書
簡
一
通
は

い
う
ま
で
も
な
く
、
ペ
リ
ー
の
七
月
七
日
付
書
簡
（
い
わ
ゆ
る
第
一
書
簡
）
で
あ
ろ
う
。
白
旗
二
流
と
は
、
む
ろ

ん
白
旗
二
枚
で
あ
る
。「
ほ
か
に
左
の
通
り
短
文
一
通
」
と
あ
り
、
そ
の
説
明
と
し
て
「
皇
朝
古
体
文
辞
一
通
、

漢
文
一
通
、
イ
ギ
リ
ス
文
字
一
通
（
不
分
明
）」
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
ど
う
読
む
か
。「
短
文
一
通
」
の
な
か
に
、「
皇
朝
古
体
文
辞
一
通
、
漢
文
一
通
、
イ
ギ
リ
ス
文
字
一

通
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
短
文
一
通
」
は
、
三
つ
の
言
語
で
書
か
れ
て
い
た

わ
け
だ
。

「
短
文
一
通
」
の
内
容
は
、
ペ
リ
ー
書
簡
の
結
び
の
部
分
の
英
文
要
約
を
本
文
と
し
て
、
そ
れ
を
ま
ず
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
が
得
意
な
中
国
語
（
漢
文
）
に
訳
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ほ
ど
得
意
で
は
な
い
日
本
語
（
漢
字
ま
じ
り
カ
タ
カ
ナ

文
語
調
）
に
訳
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
通
訳
メ
モ
で
あ
り
、
ペ
リ
ー
書

簡
の
真
意
（
ホ
ン
ネ
）
を
幕
府
側
に
伝
え
る
た
め
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
手
元
に
用
意
し
た
も
の
と
解
し
て
よ
い
。

内
容
は
次
の
七
カ
条
で
あ
る
。

①
「
先
年
以
来
、
彼
国
［
米
国
］
よ
り
通
商
の
願
い
こ
れ
あ
り
候
と
こ
ろ
、
国
法
の
趣
き
に
て
違
背
に
及
ぶ
」

府
側
が
「
皇
朝
古
体
文
辞
」
と
称
し
た
白
旗
文
書
を
書
く
能
力
は
、
備
え
て
い
た
と
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

白
旗
問
題
の
核
心
を
握
る
人
物
が
ペ
リ
ー
の
首
席
通
訳
を
務
め
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
白
旗
書
簡
と
は
、
ペ
リ
ー
第
一
書
簡
（
西
暦
一
八
五
三
年
七
月
七

日
付
・
和
暦
六
月
二
日
）
の
末
尾
部
分
の
翻
訳
で
あ
り
、
か
つ
「
ペ
リ
ー
の
ホ
ン
ネ
」
部
分
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
。

一
九
一
〇
年
に
英
文
で
発
表
さ
れ
て
い
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
の
『
随
行
日
誌21

』
を
洞
富
雄
が
『
ペ
リ
ー
日
本
遠

征
随
行
記
』（
雄
松
堂22

）
と
し
て
、
翻
訳
出
版
し
た
の
は
一
九
七
〇
年
で
あ
り
、
宮
澤
眞
一
が
『
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
─
─
生
涯
と
書
簡
』22

を
翻
訳
し
た
の
は
、
二
〇
〇
八
年
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
冊
に
よ
っ
て
サ
ミ
ュ
エ
ル
の
人
物
と
活
動
は
、
細
部
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
白

旗
論
争
は
、
二
つ
の
翻
訳
の
中
間
に
行
わ
れ
、
基
本
文
献
は
十
分
に
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
が

致
命
的
な
ミ
ス
に
つ
な
が
っ
た
。
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
ペ
リ
ー
の
背
後
に
隠
れ
る
亡
霊
の
ご
と

く
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
旗
の
真
実
が
見
え
な
く
な
っ
た
わ
け
だ
。

（
５
）
白
旗
文
書
の
成
立
過
程

白
旗
撫
恤
本

こ
こ
で
「
白
旗
撫ぶ

じ
ゅ
つ恤

本
」（
四
四
頁
）
の
成
立
過
程
を
改
め
て
見
て
み
よ
う
。
ペ
リ
ー
第
一
書
簡
の
原
文
、
加
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即
時
に
砲
を
止
め
艦
を
退
く
」
─
─
降
伏
す
る
場
合
の
合
図
用
と
し
て
白
旗
を
贈
る
。

⑦
「
当
方
［
ペ
リ
ー
］
の
趣
意
は
、
か
く
の
ご
と
し
」
─
─
ペ
リ
ー
艦
隊
の
日
本
訪
問
の
狙
い
、
そ
の
意
図
を

説
明
し
た
ペ
リ
ー
書
簡
の
核
心
は
、
つ
づ
め
て
い
え
ば
、
こ
れ
に
尽
き
る
。

撫
恤
本
の
内
容
は
、
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。
フ
ィ
ル
モ
ア
親
書
で
は
な
く
、
ペ
リ
ー
の
ホ
ン
ネ
が
実
に
的

確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ペ
リ
ー
の
ホ
ン
ネ
を
こ
の
よ
う
に
要
約
し
、
そ
れ
を
中
国
語
と
日
本

語
で
説
明
で
き
る
人
物
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
は
語
学
力
と
、
幕
府

役
人
と
の
交
渉
失
敗
体
験
（
モ
リ
ソ
ン
号
事
件
）
の
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
。

蘭
船
本
の
一
句
、「
蘭
船
よ
り
申
し
達
し
候
の
通
り
」
を
含
む
通
商
に
関
わ
る
部
分
は
、
撫
恤
本
を
も
と
に
、

説
明
の
た
め
に
加
え
ら
れ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
よ
い
。

補
論
１
：
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
随
行
日
誌
』
の
洞
富
雄
訳
に
つ
い
て

「
黒
ん
坊
」

私
は
改
め
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
随
行
日
誌
リ
プ
リ
ン
ト
版A

 Journal of the Perry E
xpedition to Japan 

( 1853-1854) , N
abu Public D

om
ain R

rprint.

と
22

そ
の
訳
本
洞
富
雄
訳
『
ペ
リ
ー
日
本
遠
征
随
行
記
』21

を
読

ん
で
、
訳
本
に
違
和
感
を
感
じ
た
の
で
、
そ
れ
を
記
し
て
お
く
。

─
─
か
ね
て
米
国
か
ら
通
商
の
要
求
が
あ
る
が
、
幕
府
の
国
法
と
矛
盾
す
る
の
で
、
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
。

こ
れ
は
一
般
的
な
状
況
解
説
で
あ
り
、
必
ず
し
も
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
独
自
の
言
葉
で
は
な
い
。

②
「
漂
流
等
の
族
を
自
国
［
日
本
］
の
民
と
い
え
ど
も
、
撫ぶ

じ
ゅ
つ恤

せ
ざ
る
こ
と
、
天
理
に
背
き
、
至
罪
莫
大
に

候
」
─
─
こ
れ
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
最
も
強
調
し
た
論
点
で
あ
る
。
通
商
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え

方
が
あ
ろ
う
が
、
自
国
の
漂
流
民
を
引
き
取
ら
な
い
非
人
道
的
行
為
は
、
絶
対
に
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
著
者
の
コ
メ
ン
ト
。
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
に
よ
る
奴
隷
解
放
宣
言
は
、
ペ
リ
ー
来
航
約
一
〇
年
後
で
あ
り
、
当
時
の
艦
隊
に

は
、
黒
人
奴
隷
も
乗
り
組
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
捨
象
し
て
、「
漂
流
民
の
人
権
」
を
取
り
上
げ
た
わ
け
で
、
人
道
主
義
に
も
幅

は
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。）

③
「
通
商
を
是
非
々
々
に
願
う
に
非
ず
」
─
─
米
国
が
い
ま
求
め
て
い
る
の
は
、「
通
商
で
は
な
く
、
漂
流
民

の
引
き
取
り
」
で
あ
る
。
誰
に
も
反
対
は
で
き
な
い
は
ず
の
「
人
道
問
題
」
を
接
触
の
糸
口
と
し
て
、
そ
こ

か
ら
日
米
対
話
の
突
破
口
を
開
き
、
通
商
へ
の
道
を
開
く
こ
と
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
作
戦
で
あ
り
、
こ
れ
は

モ
リ
ソ
ン
号
の
失
敗
か
ら
得
た
教
訓
で
あ
っ
た
。

④
「
干
戈
を
も
っ
て
天
理
に
背
き
し
罪
を
糺
す
。
其
時
は
ま
た
国
法
を
も
っ
て
防
戦
致
さ
れ
よ
」
─
─
人
道
問

題
で
は
妥
協
の
余
地
が
な
い
の
で
、
幕
府
が
拒
否
す
る
な
ら
ば
戦
争
は
必
至
だ
（
著
者
の
コ
メ
ン
ト
。
米
国
が
戦

争
に
訴
え
る
の
は
、
米
国
の
国
法
を
守
る
た
め
で
あ
り
、
幕
府
は
幕
府
の
国
法
を
守
る
た
め
に
戦
う
）。

⑤
「
必
勝
は
我
［
米
国
］
に
あ
り
。
敵
対
兼
ね
申
す
べ
き
か
」
─
─
艦
隊
の
砲
撃
力
か
ら
し
て
米
国
は
必
ず
勝
つ
。

⑥
「
其
節
に
至
り
て
和
降
願
い
た
く
候
わ
ば
、
予
［
ペ
リ
ー
］
の
贈
る
と
こ
ろ
の
白
旗
を
押
し
立
て
示
す
べ
し
。
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が
白
い
か
ど
う
か
」
と
い
う
訳
語
は
、「
色
白
」
よ
り
は
よ
い
が
、
依
然
誤
解
を
招
き
易
い
。
こ
れ
も
「
白
人

か
黒
人
か
」
を
尋
ね
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
分
か
る
訳
語
が
ふ
さ
わ
し
い
。

（
３
）
正
解
へ
の
ヒ
ン
ト
は
、『
洞
訳
』
三
一
九
頁
（
一
八
五
四
年
五
月
二
二
日
）
に
あ
る
。「
と
あ
る
店
の
近
く

に
、
ニ
グ
ロ
が
数
人
立
ち
止
ま
っ
て
い
た
。
驚
き
の
あ
ま
り
ギ
ク
リ
と
し
た
遠
藤
［
又
左
衛
門
、
松
前
藩
用
人
］
は
、

顔
に
何
か
塗
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
幾
度
と
な
く
尋
ね
た
。
彼
は
、
黒
ん
坊
が
こ
う
い
う
も
の
と
は
ま
っ

た
く
想
像
も
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」。
原
文
は
、“T

w
o or three negroes  w

ere standing near 
a shop and struck Yendo w

ith surprise, asking several tim
es if their faces w

ere not painted, for 
he had no idea the korum

bo w
ere anything like them

.”

で
あ
る
。

訳
本
か
ら
引
用
し
た
（
１
）
と
（
２
）
の
記
述
は
、
一
八
五
三
年
夏
の
久
里
浜
で
の
出
来
事
で
あ
り
、（
３
）

は
お
よ
そ
一
〇
カ
月
後
、
函
館
で
の
出
来
事
で
あ
る
。

両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
当
時
の
日
本
人
が
初
め
て
生
身
の
黒
人
と
接
し
て
、
そ
の
皮
膚
に
は
何
か
が

塗
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
驚
き
な
の
だ
。
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
に
は
、
白
人
男
性
と
黒
人
男
性

が
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
た
。
で
は
、
女
性
は
総
じ
て
白
人
か
、
黒
人
か
。
そ
れ
を
知
り
た
い
。
江
戸
や
長
崎

の
洋
学
者
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
質
問
を
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
直
接
接
触
し
た

幕
末
の
日
本
下
級
役
人
は
、
久
里
浜
で
も
函
館
で
も
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
い
た
こ
と
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が

証
言
し
た
形
だ
。

『
随
行
日
誌
』
に
お
い
て
白
旗
（w

hite flag

）
に
触
れ
た
の
は
、
一
八
五
三
年
七
月
九
日
の
項
に
一
箇
所
あ
る

の
み
だ
が
、w

hite

と
い
う
単
語
は
二
六
回
登
場
す
る
。
そ
の
う
ち
『
洞
訳
』
一
〇
五
頁
（
七
月
一
三
日
）、
一

一
二
頁
（
七
月
一
四
日
）
のw

hite

は
、
誤
訳
と
思
わ
れ
る
。

（
１
）
一
〇
五
頁
の
訳
。

「
そ
の
最
年
長
者
に
、『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
婦
人
は
色
白
で
す
か
。
日
本
語
は
ど
こ
で
習
わ
れ
た
の
で
す

か
』
と
尋
ね
ら
れ
た
」
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
記
し
て
い
る
。
原
文
は
、“the oldest of them

 w
ished to 

know if the w
om

en in the U
nited States w

ere w
hite,”

で
あ
る
。
訳
者
は
こ
のw

hite

を
形
容
詞
と
理

解
し
て
「
色
白
」
の
訳
語
を
当
て
た
が
、
こ
れ
は
名
詞
「
白
人
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の

応
接
に
当
た
っ
た
数
人
の
う
ち
、
最
年
長
者
が
ぜ
ひ
と
も
知
り
た
い
こ
と
と
し
て
二
つ
尋
ね
た
う
ち
の
一
つ
が

こ
の
質
問
な
の
だ
。
ペ
リ
ー
艦
隊
の
総
勢
一
六
〇
〇
人
の
な
か
に
は
、
白
人
、
黒
人
、
中
国
人
（
日
本
人
）
が

乗
り
組
ん
で
い
た
が
、
全
員
男
性
で
あ
り
、
女
性
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
脈
で
、
こ
の
質
問
が
飛
び
出
し

た
の
で
は
な
い
か
。

（
２
）
一
一
二
頁
の
訳
。

「
一
人
は
、
ア
メ
リ
カ
の
婦
人
は
色
が
白
い
か
ど
う
か
を
知
り
た
が
り
、
も
う
一
つ
は
、
ど
う
す
れ
ば
兵
法

が
学
べ
る
で
あ
ろ
う
か
と
尋
ね
た
」
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
記
し
て
い
る
。
原
文
は
、“O

ne m
an w

ished to 
know if the w

om
en in A

m
erica w

ere w
hite; another, how he could learn strategy,”

で
あ
る
。「
色
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る
。
こ
の
よ
う
な
扱
い
を
行
っ
た
理
由
を
洞
富
雄
教
授
は
、
こ
う
説
明
し
た
。

「
公
式
記
録
の
遠
征
記
は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
を
載
せ
な
が
ら
、
そ
れ
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
逐
語
的
に
翻

訳
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
原
文
に
照
合
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
ま
ご
う
か
た
な
く
逐

語
訳
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
訳
が
抄
訳
で
は
な
く
全
訳
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
必
ず
し
も

適
訳
と
も
い
え
な
い
こ
の
英
訳
の
そ
の
ま
た
重
訳
を
掲
げ
る
よ
り
は
、
松
陰
の
書
い
た
原
文
を
そ
の
ま
ま

載
せ
た
方
が
よ
か
ろ
う
と
思
う
。」（『
洞
訳
』
二
八
六
頁
注
１
）

「
重
訳
」
よ
り
は
「
原
文
」
を
選
ぶ
ほ
う
が
よ
い
場
合
は
、
一
般
論
と
し
て
は
確
か
に
あ
り
う
る
。
だ
が
、
松

陰
書
翰
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
妥
当
な
判
断
と
は
み
な
し
が
た
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
松
陰
書
簡
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
版
本
を
通
し
て
、
原
文
（
あ
る
い
は
原
文
に

近
い
テ
キ
ス
ト
）
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
あ
る
こ
と
だ
。
も
う
一
つ
、
よ
り
重
要
な
理
由
は
、
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
日
本
学
研
究
史
に
お
い
て
、
こ
れ
は
原
点
と
な
る
歴
史
的
文
献
で
あ
る
か
ら
だ
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ

人
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
国
で
の
文
献
と
体
験
を
経
由
し
て
、
日
本
学
を
学
び
始
め
て
い
た
と
は
い
え
、
ア
メ

リ
カ
人
が
直
接
日
本
人
と
接
触
で
き
た
原
点
に
位
置
す
る
文
献
の
一
つ
が
『
随
行
日
誌
』
で
あ
り
、
そ
こ
に
収

め
ら
れ
た
吉
田
松
陰
書
翰
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
文
章
と
思
想
と
を
ど
の
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
正
確
に
理
解

で
き
た
か
、
誤
解
し
た
か
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
米
関
係
史
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
そ
れ

そ
の
意
味
が
日
本
の
読
者
に
正
確
に
伝
わ
る
訳
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
はkorum

bo

と
人
々
が
語
る
音
声
が
黒
人
を
指
す
こ
と
を
直
ち
に
理
解
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
に
書

き
留
め
た
。
人
々
が
黒
人
船
員
た
ち
を
指
し
て
そ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
か
ら
だ
。「
黒
ん
坊
」
と
は
、
元
来

日
焼
け
し
て
真
っ
黒
な
漁
船
員
た
ち
を
指
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
こ
の
接
触
以
来
、「
黒
ん
坊
」
と
い
う
日
本

語
は
黒
人
を
も
指
す
こ
と
に
な
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
日
誌
は
、
そ
の
現
場
を
切
り
取
っ
た
証
拠
写
真
に
似
て

い
る
。

原
文
置
き
換
え
の
盲
点

『
洞
訳
』
に
接
し
て
感
じ
た
違
和
感
を
も
う
一
つ
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
吉
田
松
陰
と
の
応
接
を
め

ぐ
る
一
件
で
あ
る
。

一
八
五
四
年
四
月
二
五
日
の
項
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
こ
う
書
い
て
い
る
。『
洞
訳
』
二
八
四
頁
に
よ
る
と

「
昨
夜
、
二
人
の
日
本
人
が
わ
が
艦
船
で
合
衆
国
に
渡
ろ
う
と
し
て
艦
上
に
や
っ
て
来
た
が
、
提
督
は
幕
府
か

ら
許
可
を
得
た
も
の
で
な
け
れ
ば
応
じ
ら
れ
ぬ
と
し
て
、
彼
ら
の
乗
艦
を
断
っ
た
。
彼
ら
か
ら
は
、
前
も
っ
て

渡
航
し
た
い
と
希
望
し
、
ま
た
艦
内
で
は
ど
ん
な
仕
事
に
も
喜
ん
で
従
事
す
る
、
と
し
た
た
め
た
達
筆
の
手
紙

を
受
け
取
っ
て
い
た
。
こ
の
手
紙
の
趣
旨
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
っ
た
」。

こ
こ
で
洞
訳
は
、「
松
陰
の
書
い
た
原
文
を
そ
の
ま
ま
載
せ
た
方
が
よ
か
ろ
う
と
思
う
」
と
判
断
し
て
、
小

型
本
『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
一
〇
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
一
四
年
か
ら
、
松
陰
書
翰
を
そ
の
ま
ま
転
載
し
て
い
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（
５
）
一
〇
三
頁
の
訳
。

「
栄
左
衛
門
は
石
炭
を
見
て
、
日
本
で
も
平
戸
島Firado Island

や
四
国Sikokf

の
阿
波A

w
a

や
大
和

Yam
atto

そ
の
他
の
地
方
で
産
出
す
る
と
い
っ
た
」。
原
文
（
一
二
二
頁
）
は
、“Yezaim

on, on seeing coal, 
said that Japan produced it in m

any places, as F
irado Island, A

w
a in Sikokf, and Yam

atto, 
besides others;”

で
あ
る
。

こ
れ
は
「
平
戸
、
四
国
阿
波
、
大
和
、
そ
の
他
」
を
並
列
し
て
い
る
の
で
、
訳
文
自
体
に
問
題
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
八
カ
月
前
に
は
、「
四
国
に
は
石
炭
な
し
」
と
栄
左
衛
門
が
述
べ
た
の
で
あ
る
か
ら
、（
４
）
と

（
５
）
の
い
ず
れ
か
に
注
釈
が
望
ま
し
い
。
そ
の
親
切
心
は
な
く
と
も
許
さ
れ
る
が
、
も
し
（
４
）
と
（
５
）

の
対
比
を
行
っ
た
な
ら
ば
、
訳
者
た
ち
も
、「
本
州
＝N

ippon

」
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
理
解
（
誤
解
）
し
て
い

る
こ
と
に
気
づ
い
た
は
ず
で
あ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
初
め
て
耳
に
す
る
日
本
の
地
名
や
人
名
を
耳
で
聞
こ
え
た
通
り
に
記
述
す
る
姿
は
感
動
的

で
す
ら
あ
る
（Firado, Sikokf, Yam

atto

）。
い
ず
れ
も
話
し
手
の
発
音
を
注
意
深
く
記
録
し
た
こ
と
が
分
か

る
。
ア
メ
リ
カ
日
本
学
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
歩
一
歩
成
果
を
積
み
上
げ
た
こ
と
に
な
る
。

w
hite

に
始
ま
る
こ
の
小
文
は
、black

で
終
わ
る
。

（
６
）
二
六
〇
～
二
六
一
頁
の
訳
（
四
月
一
日
）。

「
歯
を
黒
く
染
め
た
婦
人
が
い
た
が
、
彼
女
た
ち
は
、
笑
え
ば
笑
う
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
に
嫌
悪
の
情
を
催
さ
せ

た
」。
原
文
（
一
五
四
頁
）
は
、“am

ong them
 the w

om
en. w

ith their black teeth, looked the m
ore 

だ
け
で
は
な
く
、
相
手
国
の
理
解
に
基
づ
く
日
米
関
係
の
展
開
を
考
察
す
る
う
え
で
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
課

題
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
は
誤
訳
か
不
適
訳
か
、
あ
る
い
は
注
釈
不
足
の
例
で
あ
る
。

（
４
）
一
九
六
頁
の
訳
。

「
彼
［
栄
左
衛
門
］
は
、
大
部
分
の
し
か
も
良
質
の
石
炭
は
九
州
で
採
れ
る
が
、
日
本
の
産
出
量
は
少
な

く
、
四
国
か
ら
は
採
れ
な
い
と
語
っ
て
い
た
」。
原
文
（
五
六
頁
）
は
、“H

e said the m
ost and best coal 

cam
e from

 K
iushiu, little from

 N
ippon, and none from

 Sikokf.”

で
あ
る
。
こ 

の
一
文
で
は
、「from

 
K

iushiu, little from
 N

ippon, and none from
 Sikokf

」
と
、
三
句
が
並
列
、
対
照
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「（
主
と
し
て
）
九
州
か
ら
来
る
、
ニ
ッ
ポ
ン
か
ら
は
少
し
、
四
国
か
ら
は
ゼ
ロ
」
の
意
味
だ
。
こ

こ
で
ニ
ッ
ポ
ンN

ippon

と
は
、
ど
こ
を
指
す
か
。
訳
語
は
「
日
本
全
体
を
指
す
」
と
理
解
し
て
翻
訳
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
誤
訳
で
あ
ろ
う
。
九
州
と
四
国
と
対
比
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
本
州
＝

N
ippon

」
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

N
ippon

を
単
に
日
本
と
置
き
替
え
る
の
は
翻
訳
で
は
な
い
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
日
誌
と
は
、
日
本
学
事
始
め

で
あ
り
、
当
時
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
本
州
を
知
ら
ず
に
、
ニ
ッ
ポ
ン
＝
本
州
と
理
解
（
誤
解
）
し
て
い
た
こ
と

を
読
み
取
る
べ
き
な
の
だ
。
こ
れ
は
一
八
五
四
年
三
月
五
日
の
記
述
だ
が
、
そ
の
八
カ
月
前
、
す
な
わ
ち
一
八

五
三
年
七
月
一
二
日
に
は
、
同
じ
幕
府
役
人
栄
左
衛
門
か
ら
、
次
の
よ
う
に
聞
い
て
い
た
。
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neatly w
ith a bow

 knot flat on the top of the head, w
ere brought into the room

, and they 
poured out a cup of saki for each. T

he discolored teeth of the oldest becam
e m

ore repulsive 
the nearer one could see them

.”

で
あ
る
。
こ
れ
は
了
仙
寺
で
ペ
リ
ー
以
下
少
人
数
が
幕
府
側
の
接
待
を

受
け
た
状
況
の
記
述
で
あ
る
。
着
飾
っ
た
芸
者
た
ち
の
年
齢
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、「
老
婆
」
が
い
た
と
は

思
え
な
い
。

the oldest

と
は
、
芸
者
た
ち
の
な
か
で
最
も
年
か
さ
の
年
増
芸
者
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。

discolored teeth

と
は
「
お
歯
黒
の
は
げ
た
歯
」
で
は
な
く
、
天
然
の
白
い
歯
を
「
変
色
さ
せ
た
歯
」
で
は

な
い
の
か
。
着
飾
っ
て
宴
席
に
侍
る
芸
者
が
お
歯
黒
を
整
え
ず
に
い
た
と
は
思
え
な
い
の
だ
。

補
論
２
：
田
保
橋
潔
著
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
に
描
か
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
像
に
つ
い
て

戦
前
日
本
に
お
け
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
評
価

本
章
の
脱
稿
後
に
、
戦
前
の
外
交
研
究
専
門
家
・
田
保
橋
潔
著
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
を
読
み
、
戦
前

の
研
究
者
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
役
割
に
つ
い
て
、
調
べ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
、
以
下
に
重
要
な
記
述

を
抜
き
書
き
し
て
お
く
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
や
白
旗
を
忘
れ
た
の
は
、
戦
後
の
研
究
者
た
ち
が
戦
前
の
遺
産
を
継

承
し
な
か
っ
た
の
だ
。
一
九
三
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
田
保
橋
潔
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史21

』
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

repulsive the m
ore they laughed,”

で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
た
ち
は
、
こ
の
日
保
土
ヶ
谷
を
散
歩
し
て

お
歯
黒
の
女
性
を
み
か
け
、
見
慣
れ
な
い
黒
い
歯
に
嫌
悪
の
情
を
感
じ
た
。
日
本
人
は
黒
い
肌
に
驚
き
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
た
ち
は
、
黒
い
歯
に
驚
い
た
。

（
７
）
二
七
七
頁
の
訳
（
四
月
二
〇
日
）。

酌
婦H

ouri or H
ebe 

は
歯
を
黒
く
染
め
、
眉
を
剃
り
落
と
す
と
、
点
呼
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
よ

う
だ
。
女
た
ち
は
必
要
に
迫
ら
れ
て
か
、
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
選
ん
で
の
こ
と
か
、
ど
ち
ら
か
ら
と
も
思
う

の
だ
が
、
い
つ
も
群
衆
の
後
に
つ
い
て
い
た
。
原
文
（
一
六
七
頁
）
は
、“but a H

ouri or H
ebe w

ould never 
be able to stand roll-call after blacking her teeth and shaving her eyebrow

s. T
he w

om
en kept 

in the back of the crow
d, as m

uch from
 necessity as choice, I thought.”

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
芸
者

た
ち
は
、
市
中
で
の
客
引
き
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
異
人
見
物
行
列
の
最
後
に
つ
い
て
歩
き
、
客
引
き

の
機
会
を
う
か
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
８
）
二
七
九
頁
の
訳
（
四
月
二
一
日
）。

き
れ
い
に
着
飾
り
、
幅
一
フ
ィ
ー
ト
も
あ
る
、
釣
り
合
い
の
取
れ
た
帯
を
締
め
て
、
背
に
背
嚢
を
背
負
っ
た

よ
う
に
結
び
、
髪
を
頭
の
頂
で
平
た
く
弓
な
り
に
美
し
く
結
い
上
げ
た
三
、
四
人
の
女
性
が
入
っ
て
き
て
、
一

人
一
人
に
酒
を
注
い
で
回
っ
た
。
老
婆
の
お
歯
黒
の
は
げ
た
歯
は
、
近
く
で
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
ぞ
っ
と
す
る
。

原
文
（
一
六
八
頁
）
は
、“T

hree or four of the better dressed, w
ith their full proportion of girdle, 

m
ore than a foot w

ide, and a knot behind that looked like a knapsack, and the hair done up 
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（
５
）
ペ
リ
ー
の
船
上
会
見
に
つ
い
て
。

「
当
番
与
力
中
島
三
郎
助
は
早
速
の
機
転
を
以
て
、
自
ら
浦
賀
副
知
事
と
称
し
、
其
官
職
に
相
当
す
る
乗
組
将

校
と
の
会
見
を
請
求
す
る
に
及
び
、
ペ
リ
イ
長
官
も
之
に
応
じ
、
中
島
及
び
和
蘭
小
通
詞
堀
達
之
助
の
乗
艦
を

許
し
、
艦
長
室
に
於
て
、
参
謀
コ
ン
テ
ィ
海
軍
大
尉
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
首
席
通
訳
官
、
書
記
（
蘭
語
通
訳
）
ポ
ー

ト
マ
ン
と
会
見
せ
し
め
た21

。」

（
６
）
ペ
リ
ー
の
一
八
五
四
年
来
航
に
つ
い
て
。

「
艦
隊
が
投
錨
す
る
や
…
…
同
艦
に
赴
き
、
将
官
公
室
に
於
て
、
参
謀
長
ア
ダ
ム
ズ
海
軍
中
佐
、
通
訳
官
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
博
士
、
秘
書
ペ
リ
イ
、
書
記
ポ
ー
ト
マ
ン
と
会
見
す
る
を
得
た22

。」

（
７
）
ペ
リ
ー
の
恫
喝
外
交
に
つ
い
て
。

「
此
種
の
条
件
は
、
一
八
五
二
年
一
一
月
い
つ
か
臨
時
国
務
長
官
代
理
訓
示
に
も
記
載
せ
ら
れ
て
居
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
通
訳
官
は
、
ペ
リ
イ
の
恫
喝
外
交
を
以
て
、
只ひ

た
す
ら管

自
己
の
名
声
を
昂
め
ん
と
す
る

人
気
取
の
手
段
で
あ
っ
て
、
正
義
及
び
祖
国
の
名
誉
を
顧
み
ざ
る
も
の
と
し
、
い
た
く
非
難
し
て
居
る22

。」

（
８
）
日
米
修
好
条
約
第
九
条
最
恵
国
待
遇
に
つ
い
て
。

「
第
九
条
、
日
本
政
府
は
、
当
節
ア
メ
リ
カ
人
へ
差
し
免
じ
候
わ
ず
、
外
国
人
へ
（
そ
の
後
）
相
免
じ
候
節
は
、

ア
メ
リ
カ
人
へ
も
同
様
差
し
免
じ
申
す
べ
し
。
右
に
つ
き
、
談
判
な
お
致
さ
ず
候
事
。
本
条
は
最
恵
国
待
遇
に

関
す
る
規
定
で
、
も
と
通
訳
官
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
博
士
の
注
意
に
よ
り
、
ペ
リ
イ
の
最
も
重
要
視
し
た
も
の
で
あ

る
。
け
だ
し
合
衆
国
政
府
が
日
本
国
開
港
に
成
功
し
た
と
の
報
が
一
度
伝
播
し
た
な
ら
ば
、
ロ
シ
ア
、
フ
ラ
ン

（
１
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
支
那
学
の
鼻
祖
。

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
支
那
学
の
鼻
祖
と
し
て
聞
こ
ゆ
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
遭
難
日

本
人
と
相
識
っ
た
の
は
正
に
此
頃
で
、
彼
ら
は
破
格
な
が
ら
一
通
り
英
語
を
解
し
て
居
た
と
云
う21

。」

（
２
）
モ
リ
ソ
ン
号
の
武
装
解
除
に
つ
い
て
。

「
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
『
仮
に
砲
を
搭
載
し
た
り
と
て
、
如
何
な
る
場
合
に
も
、
防
御
用
武
器
と
し
て
使
用
せ
ざ

る
事
に
固
く
決
定
し
居
た
り
』
と
注
意
し
て
居
る
の
は
寧
ろ
賢
明
な
る
策
で
あ
る
事
を
思
は
し
め
る21

。」

（
３
）
ビ
ッ
ド
ル
海
軍
代
将
の
直
率
す
る
東
印
度
艦
隊
コ
ロ
ン
バ
ス
、
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ズ
の
両
艦
が
、
一
八
四
六

年
七
月
二
〇
日
江
戸
湾
口
に
出
現
し
た
こ
と
に
つ
い
て
。

「
其
『
日
本
語
に
翻
訳
仕
候
上
書
』
と
は
、
合
衆
国
大
統
領
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ノ
ッ
ク
ス
・
ポ
ー
ク
よ
り
将
軍
宛

の
親
翰
訳
文
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
此
訳
文
は
か
の
ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
漂
民
庄
蔵
、
寿
三
郎

の
徒
と
会
し
て
作
成
し
た
も
の
の
如
く
、
半
漢
文
・
半
日
本
文
に
し
て
文
義
を
な
さ
な
い
事
、
か
の
文
化
元
年

ロ
シ
ア
国
特
使
ニ
コ
ラ
イ
・
レ
ザ
ノ
フ
の
齎も

た
ら
し
た
国
書
日
本
語
訳
文
と
同
一
で
あ
る21

。」

（
４
）
ペ
リ
ー
の
浦
賀
来
航
に
つ
い
て
。

「
ペ
リ
イ
長
官
は
…
…
又
在
広
東
米
国
海
外
宣
教
団
所
属
宣
教
師
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

を
新
た
に
日
本
語
通
訳
官
と
し
て
任
用
し
、
之
を
迎
へ
ん
が
た
め
、
サ
ラ
ト
ガ
を
澳
門
に
留
め
、
自
ら
ミ
シ

シ
ッ
ピ
に
搭
乗
し
、
澳
門
、
広
東
を
歴
訪
し
て
五
月
四
日
上
海
に
着
し21

」
た
。
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疎
通
十
分
な
ら
ざ
る
に
苦
ん
だ
と
云
ふ21

。」

（
11
）
下
田
追
加
条
約
に
つ
い
て
。

「
神
奈
川
条
約
に
於
て
は
、
和
・
漢
・
蘭
・
英
四
カ
国
語
文
を
作
成
し
た
が
、
漢
文
は
誤
訳
を
起
こ
し
易
い
事
、

前
回
の
経
験
に
よ
っ
て
証
明
せ
ら
れ
、
幕
閣
よ
り
も
漢
文
使
用
停
止
を
達
せ
ら
れ
て
居
た
の
で
、
追
加
条
約
案

は
蘭
文
を
基
と
し
英
文
を
作
成
し
た
。」「
当
日
ペ
リ
イ
は
所
労
を
以
て
上
陸
を
中
止
し
、
条
約
英
文
に
自
署
し
、

ベ
ン
ト
参
謀
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
通
訳
官
に
命
じ
て
、
之
を
携
帯
上
陸
し
、
了
仙
寺
に
日
本
国
全
権
を
訪
う
て
、

条
約
日
本
文
と
交
換
せ
し
め
た21

。」

（
12
）
日
露
修
好
条
約
の
交
渉
言
語
に
つ
い
て
。

「
条
約
文
の
起
案
に
着
手
し
た
が
、
日
本
人
、
ロ
シ
ア
人
共
に
対
手
国
の
国
語
を
解
せ
ず
、
漢
訳
文
・
蘭
訳
文

を
添
付
す
る
必
要
が
あ
る
。
漢
文
は
儒
者
古
賀
謹
一
郎
並
び
に
通
訳
官
ゴ
シ
ケ
ウ
ィ
チ
、
蘭
訳
文
は
森
山
栄
之

助
並
び
に
ポ
シ
ェ
ー
ト
が
担
任
し
た
が
、
以
上
四
カ
国
語
を
完
全
に
対
訳
す
る
に
は
多
大
の
困
難
を
感
じ
た
。

古
賀
茶
渓
も
吏
文
［
公
文
書
用
の
文
体
］
を
草
す
る
は
長
所
に
あ
ら
ず
、
又
屑
し
と
せ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
加

之
俗
吏
の
漢
文
を
解
す
る
も
の
少
な
く
、
往
々
支
障
を
生
ず
る
た
め
、
幕
閣
は
漢
文
を
廃
し
て
和
文
を
正
文
と

し
、
聖
堂
儒
官
が
命
を
奉
じ
て
和
文
を
起
案
す
る
奇
観
を
呈
し
た
。
更
に
漢
文
翻
訳
官
ヨ
シ
フ
・
ゴ
シ
ケ
ウ
ィ

チ
は
、
そ
の
学
力
ア
メ
リ
カ
国
通
訳
官
ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
越
え
た
と
思
は
れ
る
が
、
な
ほ
『
め
く

ら
漢
文
』
の
評
が
あ
り
、
漢
文
起
案
の
み
な
ら
ず
、
毛
筆
を
以
て
漢
字
を
書
す
る
に
困
難
を
感
じ
た
。
し
か
も

プ
ウ
チ
ャ
チ
ン
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
例
に
倣
ひ
、
漢
訳
文
を
要
求
す
る
た
め
不
要
の
労
を
費
や
し
た
。
ゴ
シ

ス
、
英
国
政
府
は
相
次
い
で
日
本
国
と
の
条
約
の
交
渉
を
開
始
す
べ
く
、
日
本
国
政
府
は
歩
一
歩
譲
歩
を
免
る

る
事
を
得
な
い
の
は
自
明
の
理
で
あ
り
、
此
際
各
国
の
獲
得
し
た
特
権
に
均
霑
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
国
全
権
は
本
条
の
意
義
を
解
す
る
事
な
く
、
此
貴
重
な
る
条
約
上
の
権
利
を
無
条
件
に
て
承
諾
し
、
永
く

自
ら
苦
し
む
事
と
な
っ
た
。」

（
９
）
吉
田
松
陰
と
金
子
重
助
の
乗
艦
拒
否
事
件
に
つ
い
て
。

吉
田
と
金
子
が
「（
ポ
ウ
ハ
タ
ン
に
赴
き
乗
艦
を
求
め
た
際
に
）
通
訳
官
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
博
士22

は
長
官
の
命
に
よ
り

両
士
を
取
調
べ
、
彼
ら
が
本
国
の
法
規
に
反
す
る
を
顧
み
ず
、
海
外
に
渡
航
し
て
見
聞
を
広
め
、
以
て
祖
国
の

民
心
啓
発
の
任
に
当
ら
ん
と
す
る
決
心
を
有
す
る
こ
と
を
知
り
、
其
旨
報
告
し
た
。
長
官
は
吉
田
、
金
子
両
士

の
志
を
壮
と
し
頗
る
同
情
し
た
が
、
日
本
国
法
規
を
犯
し
て
彼
ら
を
伴
ふ
事
は
、
神
奈
川
条
約
の
精
神
に
反
す

る
も
の
と
な
し
て
之
を
許
さ
ず
、
在
勤
幕
吏
黒
川
嘉
兵
衛
の
認
可
を
得
て
再
来
す
べ
き
を
諭
し
、
軍
艦
付
属
端

艇
を
以
て
陸
上
に
送
還
せ
し
め
た
。
後
両
士
が
自
首
投
獄
せ
ら
れ
た
事
を
聞
知
し
て
、
厳
刑
に
処
せ
ら
る
る
事

な
き
よ
う
、
ベ
ン
ト
参
謀
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
通
訳
官
等
を
し
て
非
公
式
に
日
本
国
官
憲
に
勧
告
せ
し
め
た
と
云

ふ
。
此
事
件
は
ペ
リ
イ
長
官
の
厳
正
な
る
証
と
し
て
、
頗
る
日
本
国
官
憲
の
感
謝
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た21

。」

（
10
）
函
館
開
港
細
則
の
協
議
に
つ
い
て
。

「
松
前
藩
に
は
、
英
語
、
蘭
語
に
通
ず
る
も
の
な
く
、
主
と
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
通
訳
官
の
漢
文
筆
談
に
よ
る

外
な
か
っ
た
。
然
る
に
同
通
訳
官
の
漢
学
の
素
養
十
分
な
ら
ず
、
雇
支
那
人
通
訳
羅
森
の
力
を
須
つ
事
甚
だ
多

く
、
加
之
羅
森
が
無
責
任
な
る
舞
文
曲
筆
を
意
に
介
し
な
い
た
め
、
意
外
の
誤
解
を
惹
起
し
、
彼
我
共
意
志
の
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わ
ち
、
Ｓ
・
Ｗ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
一
八
一
二
～
八
四
）
は
ア
メ
リ
カ
の
神
学
者
、
東
洋
学
者
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
生
ま
れ
、
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
を
卒
業
し
て
、
工
芸
講
習
所
で
印
刷
技
術
を
習
得
、
ア
メ
リ
カ
外
国
伝
道
会
社
出
版
主

任
と
な
っ
た
。
一
八
三
三
年
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
の
宣
教
師
と
し
て
、
中
国
に
趣
き
布
教
、
広
東
で
ミ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
レ
ス
の
責
任
者
と
な
り
、
通
訳
と
し
て
も
活
躍
し
た
。
一
八
三
六
年
、
マ
カ
オ
で
日
本
人
漂
流
民
に
あ
い
、

彼
ら
か
ら
日
本
語
を
学
ん
だ
。
そ
し
て
一
八
三
七
年
に
モ
リ
ソ
ン
号
で
日
本
人
漂
流
民
を
送
る
と
き
、
日
本
語
が
で

き
る
と
い
う
の
で
、
通
訳
と
し
て
同
船
に
便
乗
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
八
五
三
年
の
ペ
リ
ー
の
浦
賀
来
航
の
際
も
も

と
め
に
応
じ
て
主
任
通
訳
と
し
て
随
行
し
、
久
里
浜
や
神
奈
川
で
日
本
側
と
の
応
接
に
活
躍
。
ま
たT

he C
hinese 

R
epository

を
一
八
五
一
年
の
終
刊
号
ま
で
編
集
し
て
い
る
な
ど
有
力
な
シ
ナ
通
で
あ
っ
た
。
一
八
五
八
年
九
月
、

一
時
避
暑
の
た
め
長
崎
に
来
日
し
て
い
る
が
、
特
記
す
る
こ
と
は
な
い
。
晩
年
の
約
一
〇
年
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
シ

ナ
語
を
講
義
し
、
同
大
学
の
教
授
と
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
の
シ
ナ
学
の
重
鎮
で
あ
る
。
日
本
語
に
つ
い
て
は
、
ア

メ
リ
カ
の
『
東
洋
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』（Journal of the A

m
erican O

riental Society

）
に
「
日
本
の
音
節
表
（
五
十
音
図
）

に
つ
い
て
の
覚
書
」（
一
八
五
一
年
）
な
ど
を
発
表
し
て
い
る
。
シ
ナ
語
・
日
本
語
・
琉
球
語
な
ど
に
関
す
る
論
文
も

あ
る
」。「
ち
な
み
に
息
子
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
東
洋
史
の
准
教
授
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
直
接
的
な
交

渉
は
な
い
ま
で
も
、
シ
ナ
や
日
本
で
活
躍
し
た
新
興
の
国
、
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
た
ち
の
協
力
体
制
も
ま
た
見
事
で

あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
」（
学
術
文
庫
、
三
二
五
～
三
二
六
頁
）。
杉
本
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
子
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
ま

で
は
、
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
教
え
子
で
講
座
を
引
き
継
い
だ
朝
河
貫
一
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
杉
本
は
ま
た
ブ
ラ

ウ
ン
を
紹
介
す
る
形
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
触
れ
て
い
る
。「［
ブ
ラ
ウ
ン
は
］
マ
カ
オ
で
は
、
聖
書
の
翻
訳
を
試
み
て

い
た
Ｓ
・
Ｗ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
あ
い
、
彼
を
自
分
の
家
で
七
カ
月
同
居
さ
せ
て
親
交
を
も
っ
た
。
そ
の
後
、
一
八

五
九
年
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
日
本
伝
道
の
た
め
来
日
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
ホ
ン
コ
ン
で
再
び
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に

あ
っ
た
折
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
自
分
の
訳
し
た
『
馬マ
タ
イ太

福
音
伝
』
の
訳
稿
を
ブ
ラ
ウ
ン
に
委
託
し
た
。
こ
れ
は
漂
流

民
原
田
庄
蔵
の
協
力
に
よ
り
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」。「
し
か
し
一
八
六
七
年
、
横
浜
の
住
宅
が
焼
失
、
ウ
ィ
リ

ケ
ウ
ィ
チ
が
漢
訳
文
対
校
の
た
め
古
賀
茶
渓
を
訪
問
す
る
や
、
漢
英
辞
書
二
種
を
携
帯
し
、
一
字
毎
に
字
義
を

検
し
て
紛
々
論
議
し
、
聖
堂
儒
官
を
悩
殺
す
る
に
近
き
も
の
が
あ
っ
た
と
云
ふ21

。」

注
１　

原
著
はT

he Life and Letters of Sam
uel W

ells W
illiam

s: M
issionary, D

iplom
atist, Sinologue,

（
伝
道
師
、
外

交
官
、
中
国
専
門
家
） 1889.

宮
澤
眞
一
訳
は
『
Ｓ
・
ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
─
─
生
涯
と
書
簡
』
高
城
書
房
、
二

〇
〇
八
年
。

２　

以
下
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
父
子
が
出
て
く
る
が
、
長
い
名
な
の
で
、
単
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
は
、
父
サ
ミ
ュ
エ
ル
を
指

し
、
父
子
を
区
別
す
る
時
は
、
父
を
サ
ミ
ュ
エ
ル
、
息
子
を
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
と
略
称
す
る
。

３　

モ
リ
ソ
ン
号
に
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
ほ
か
に
、
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ー
カ
ー
（
一
八
〇
四
～
一
八
八
八
）
も
乗
船
し

て
お
り
、
ヘ
ラ
ル
ド
紙
に
は
パ
ー
カ
ー
に
よ
る
報
告
が
あ
り
、
そ
の
日
本
語
訳
も
あ
る
。“C

hina, Journal of M
r. 

Parker on a Voyage to Japan,” T
he M

issionary H
erald, June 1838, pp.203-208.

塩
野
和
夫
「
ミ
ッ
シ
ョ
ナ

リ
ー
・
ヘ
ラ
ル
ド
の
日
本
関
連
記
事
（
１
）」
西
南
学
院
大
学
『
国
際
文
化
論
集
』
一
〇
巻
一
号
、
一
八
九
～
二
一

六
頁
。
塩
野
和
夫
著
『
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
ン
ボ
ー
ド
の
宣
教
思
想
Ⅰ
（
一
八
一
〇
～
一
八
五
〇
）』
新
教
出
版
社
、

二
〇
〇
五
年
三
月
。

４　

宮
澤
訳
、
前
書
き
二
頁
。

５　

い
わ
ゆ
る
白
旗
論
争
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
つ
い
て
記
し
た
文
献
は
い
く
つ
も
あ
る
。

た
と
え
ば
杉
本
つ
と
む
は
『
西
洋
人
の
日
本
語
発
見
』（
初
版
は
創
拓
社
、
一
九
八
九
年
、
の
ち
講
談
社
学
術
文
庫
、
二

〇
〇
八
年
）
は
こ
う
記
し
て
い
る
。「
右
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
衛
三
畏
の
シ
ナ
名
を
も
つ
シ
ナ
語
学
者
で
あ
る
。
す
な
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ら
く
泊
ま
っ
た
と
い
う
ヘ
ボ
ン
が
『
中
国
叢
報
』
の
記
事
を
読
ん
だ
の
は
、
ほ
ぼ
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ヘ

ボ
ン
が
廈
門
で
中
国
語
（
福
建
地
方
語
）
を
集
め
て
い
た
一
八
四
三
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

も
中
国
語
（
広
東
地
方
語
）
を
集
め
て
辞
典
編
纂
を
計
画
し
、
同
じ
く
四
五
年
に
一
旦
帰
米
し
て
い
る
」（
新
潮
新
書
、

三
三
～
三
四
頁
）。

13　

高
谷
道
男
著
『
ヘ
ボ
ン
』
は
こ
う
記
し
て
い
る
。
ヘ
ボ
ン
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
よ
り
も
三
歳
若
い
。「
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
は
モ
リ
ソ
ン
号
帰
航
後
、
マ
カ
オ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
印
刷
所
で
漂
流
日
本
人
を
世
話
し
て
い
た
。
そ
し
て
馬
太
伝
と

創
世
記
と
を
和
訳
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
従
来
そ
の
原
稿
が
横
浜
の
Ｓ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
に
届
け
ら
れ
た
の
が
、

ブ
ラ
ウ
ン
の
家
の
火
災
で
焼
失
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
二
～
一
三
年
前
、
九
州
で
こ
の
『
馬
太
福
音

伝
』
の
原
稿
が
発
見
せ
ら
れ
た
」。「
七
人
の
日
本
人
中
四
人
は
天
草
の
船
員
で
、
ル
ソ
ン
に
流
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
マ

カ
オ
の
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
の
も
と
へ
贈
ら
れ
た
も
の
、
庄
蔵
・
寿
三
郎
・
熊
太
郎
・
力
松
で
、
こ
の
う
ち
庄
蔵
は
た
し
か

に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
下
で
働
い
て
い
た
ら
し
く
、
発
見
せ
ら
れ
た
原
稿
の
『
馬
太
福
音
伝
』
の
最
後
の
頁
に
左
の
如

き
手
記
が
あ
る
。
馬
太
福
音
伝
於
、
道
光
三
拾
年
正
月
吉
日
、
是
訳
於
ジ
イ
サ
ア
ス
一
千
八
百
五
拾
年
─
─
原
田
庄

蔵
、
日
本
肥
後
国
河
尻
正
中
島
町
茶
屋
。
こ
の
馬
太
伝
の
原
稿
は
横
浜
方
面
か
ら
出
た
も
の
か
、
直
接
庄
蔵
の
手
か

ら
長
崎
方
面
に
伝
わ
っ
た
も
の
か
、
明
白
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
角
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
日
本
訳
聖
書
の
原
稿
で

あ
る
こ
と
に
は
ま
ち
が
い
な
い
」（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年
三
月
、
一
三
六
～
一
三
七
頁
）。

14　

ギ
ュ
ツ
ラ
フ
訳
の
冒
頭
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。「
ハ
ジ
マ
リ
ニ
カ
シ
コ
イ
モ
ノ
ゴ
ザ
ル
、
コ
ノ
カ
シ
コ
イ
モ

ノ
ゴ
ク
ラ
ク
ト
モ
ニ
ゴ
ザ
ル
」。
カ
シ
コ
イ
モ
ノ
は
神
の
訳
語
、
ゴ
ク
ラ
ク
は
仏
教
用
語
だ
が
、
こ
れ
で
キ
リ
ス
ト

教
の
神
の
国
を
説
明
し
た
。

15　

春
日
政
治
『
一
八
五
〇
年
和
訳
の
馬
太
伝
』
一
九
四
八
年
。

16　

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
中
国
語
研
究
に
つ
い
て
は
、
孔
陳
焱
の
『
衛
三
畏
与
美
国
漢
学
研
究
』（
上
海
辞
書
出
版
社
、
二

〇
一
〇
年
九
月
）、
第
四
章
「
衛
三
畏
的
漢
語
研
究
」
が
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
集
約
が
一
一
年
に
渡

ア
ム
ズ
か
ら
委
託
さ
れ
て
い
た
『
馬
太
福
音
伝
』
も
焼
失
し
た
（
の
ち
長
崎
の
古
書
店
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
。
別
の
転

写
本
か
、
真
偽
未
詳
）」（
学
術
文
庫
、
三
四
七
頁
）。

６　

the com
plex and still very obscure historical process

７　

朝
河
貫
一
に
よ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズA

 Journal of the Perry E
xpedition to Japan

（1853-1854

）
へ
の
書
評
。
こ

れ
はT

he A
m

erican H
istorical R

eview
, Vol.16, N

o.1

（O
ct.1910

）, pp.136-137

に
掲
載
さ
れ
た
。
末
尾
の
史
料

を
参
照
。

８　

both Perry and W
illiam

s w
ere to a large extent blind actors

９　

本
書
の
末
尾
に
付
し
た
朝
河
貫
一
に
よ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
随
行
日
誌
』
へ
の
書
評
を
参
照
。

10　

A
 Journal of the Perry E

xpedition to Japan (1853-1854) . B
y S. W

ells W
illiam

s, E
dited by F. W

. W
illiam

s. 
T

ransactions of the A
siatic Society of Japan, vol. XXXV

II. part 2. （Y
okoham

a: K
elly and W

alsh. 1910. pp. ix, 
259

）

11　
『
中
国
叢
報
』
一
八
三
七
年
九
～
一
二
月
号
。

12　

望
月
洋
子
著
『
ヘ
ボ
ン
の
生
涯
と
日
本
語
』
は
こ
う
記
し
て
い
る
。「
合
衆
国
政
府
が
、
主
と
し
て
経
済
上
の
見

地
か
ら
、
鎖
国
日
本
の
門
戸
を
開
く
べ
く
駒
を
進
め
て
い
る
時
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
日
本
の
開
港

を
望
ん
で
冷
静
に
行
動
を
開
始
し
た
人
物
が
い
る
。
モ
リ
ソ
ン
号
に
同
乗
し
た
若
い
宣
教
師
Ｓ
・
Ｗ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
で
あ
っ
た
。
一
八
三
三
年
か
ら
中
国
に
あ
っ
て
月
刊
『
中
国
叢
報
』
や
『
中
国
総
論
』
の
編
集
刊
行
に
当
た
っ
て

い
た
彼
は
、
砲
撃
を
受
け
た
一
部
始
終
を
『
中
国
叢
報
』
に
連
載
（
一
八
三
七
年
九
～
一
二
月
号
）
し
た
。
当
時
二
五

歳
の
柔
軟
で
聡
明
な
見
解
は
ペ
リ
ー
の
目
に
と
ま
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
日
本
遠
征
の
通
訳
官
に
任
命
さ
れ
、
日
本

の
土
を
踏
む
初
め
て
の
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
と
な
る
」。「
四
〇
歳
を
す
ぎ
て
、
ペ
リ
ー
と
共
に
日
本
に
上
陸
し
、
神

奈
川
条
約
の
通
訳
を
無
事
に
務
め
た
彼
は
、
そ
の
後
も
日
本
へ
の
関
心
と
理
解
を
抱
き
続
け
、
一
八
五
八
年
、
軍
艦

ミ
ネ
ソ
タ
に
便
乗
し
て
長
崎
を
訪
れ
る
」。「
中
国
へ
の
施
療
伝
導
を
志
し
、
マ
カ
オ
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
家
に
し
ば
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八
五
六
年
］
を
完
成
し
た
段
階
で
、
す
ぐ
に
取
り
か
か
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
国
商
館
街
の
大

火
に
よ
っ
て
、『
日
本
語
語
彙
集
』
の
原
稿
は
、
他
の
多
く
の
可
能
性
と
と
も
に
、
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
…
…
あ

る
一
つ
の
出
来
事
［
大
火
］
さ
え
な
け
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
、
開
国
し
た
ば
か
り
の
日
本
に
、
彼
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、

方
向
転
換
し
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
…
…
日
本
遠
征
隊
の
通
訳
と
し
て
の
給
金
二
一
〇
〇
ド
ル
に
し
て
も
、
さ
っ

そ
く
協
会
本
部
の
金
庫
に
手
渡
し
て
い
る
。
宮
澤
訳
、
二
六
七
頁
。

21　

宮
澤
眞
一
訳
、
四
五
五
～
四
五
六
頁
。

22　

岸
俊
光
『
ペ
リ
ー
の
白
旗
』
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
一
頁
。

23　

岸
俊
光
、
一
一
頁
。

24　

加
藤
祐
三
著
『
黒
船
前
後
の
世
界
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
一
三
三
～
一
三
五
頁
。
な
お
、
加
藤

『
黒
船
異
変
─
─
ペ
リ
ー
の
挑
戦
』
岩
波
新
書
、
一
九
八
八
年
。

25　

宮
澤
眞
一
訳
、
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
。

26　

宮
澤
眞
一
訳
、
一
一
三
頁
。

27　

宮
澤
眞
一
訳
、
一
一
四
頁
。

28　

宮
澤
眞
一
訳
、
二
二
六
～
二
二
七
頁
。

29　

畏
友
故
川
西
勝
と
の
討
論
に
よ
っ
て
こ
こ
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
。

30　

吉
田
松
陰
の
い
わ
ゆ
る
投
夷
書
は
、『
全
集
』
第
一
〇
巻
に
収
め
ら
れ
た
草
稿
に
よ
っ
て
か
ね
て
そ
の
内
容
は
知

ら
れ
て
い
た
が
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
ス
タ
ー
リ
ン
グ
図
書
館
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
父
子
ペ
ー
パ
ー
ズ
に
現
物
が
保
存
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
、
陶
徳
民
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
同
図
書
館
は
い
ま
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
写
真
版
を
掲
げ
て
い
る
。
な

お
、
陶
徳
民
は
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
図
書
館
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
文
書
に
「
投
夷
書
」
の
原

文
お
よ
び
「
添
書
」
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
初
め
て
紹
介
し
た
の
は
、
夜
久
正
雄
の
「
研
究
ノ
ー
ト
、
エ
ー
ル
大

学
図
書
館
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
家
文
書
の
吉
田
松
陰
渡
海
密
書
二
通
に
つ
い
て
」（『
亜
細
亜
大
学
教
養
部
紀
要
』
一
五
号
、

る
努
力
で
完
成
し
た
『
漢
英
韻
符
』
で
あ
っ
た
。A

 Syllabic D
ictionary of the C

hinese Language, A
rranged 

A
ccording to the W

u-Fang Yuen Yon, w
ith the Pronunciation of the C

haracters as H
eardin Peking,C

anton, 
A

m
oy, and Shanghai, Shanghai: A

m
erican Presbyterian M

ission Press, 1874.

（
漢
字
表
記
は
『
漢
英
韻
符
』）。

こ
れ
は
ク
ォ
ー
ト
判
、
三
段
組
一
三
三
八
ペ
ー
ジ
の
大
冊
で
、
一
万
二
五
二
七
の
漢
字
を
、
北
京
、
広
東
、
廈
門
、

上
海
の
四
種
の
方
言
で
発
音
表
記
し
た
百
科
全
書
で
あ
っ
た
。「
鱒
」
は
、「
日
本
で
は
鮭
魚
と
い
う
」。「
倭
国
」
は

「
日
本
人
の
自
称
で
あ
り
、Yam

ato

に
相
当
す
る
」
と
い
っ
た
間
違
っ
た
解
説
も
付
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
過

ち
を
孔
陳
焱
は
「
倭
国
と
は
日
本
人
の
自
称
で
は
な
く
、
中
国
人
の
日
本
に
対
す
る
呼
称
」
と
訂
正
し
て
い
る
（『
衛

三
畏
与
美
国
漢
学
研
究
』、
二
一
八
頁
）。

17　

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
『
生
涯
と
書
簡
』
を
素
材
と
し
て
、
孔
陳
焱
が
ま
と
め
た
「
衛
三
畏
生
平
年
表
」（『
衛
三
畏
与

美
国
漢
学
研
究
』
二
四
〇
～
二
四
九
頁
）
か
ら
日
本
関
係
の
記
述
を
抜
き
書
き
し
、
再
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

18　

宮
澤
眞
一
訳
、
四
五
五
～
四
五
六
頁
。

19　

提
督
は
彼
ら
の
目
の
前
で
米
国
側
の
条
文
に
署
名
し
た
。
次
に
双
方
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
文
を
較
べ
て
、
同
一
で
あ

る
と
確
認
し
た
後
、
交
換
さ
れ
た
一
通
に
は
ポ
ー
ト
マ
ン
、
別
の
一
通
に
森
山
栄
之
助
［
和
蘭
大
通
詞
］
が
署
名
し

た
。
…
…
彼
ら
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
文
に
は
、
嘉
永
と
と
も
に
西
暦
の
年
号
を
記
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
中
国
語
の
訳

文
で
も
同
じ
よ
う
に
し
て
欲
し
い
、
と
僕
は
再
度
お
願
い
し
て
み
た
。『
我
ら
が
主
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
』
の
誕

生
後
な
ん
年
、
と
い
う
西
暦
表
現
を
使
う
の
は
、
お
断
り
し
た
い
、
と
彼
ら
は
言
い
張
る
の
だ
。
嫌
な
ら
使
わ
な
く

て
も
よ
い
、
と
提
督
が
言
っ
て
く
れ
た
の
で
、
よ
う
や
く
日
本
側
は
、
彼
ら
の
日
付
だ
け
を
書
き
加
え
、
松
崎
満
太

郎
［
幕
府
儒
者
］
が
署
名
し
た
後
、
花
押
を
入
れ
た
。
米
国
側
の
中
国
語
訳
文
に
は
、
僕
が
署
名
を
し
て
か
ら
、
相

互
の
訳
文
を
交
換
し
た
。
宮
澤
訳
、
二
四
八
頁
。

20　

マ
カ
オ
在
住
の
日
本
人
船
乗
り
を
相
手
に
勉
強
し
た
時
期
に
、
日
本
語
語
彙
の
短
い
原
稿
は
、
す
で
に
書
き
上

げ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
に
加
筆
し
て
出
版
準
備
を
す
る
作
業
は
、
こ
の
広
東
語
の
発
音
辞
典
［『
英
華
分
韻
撮
要
』
一
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37　
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
初
版
、
刀
江
書
院
、
一
九
三
〇
年
、
の
ち
一
九
七
六
年
に
原
書
房
か
ら
増
訂
版
刊
行
。

38　
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
三
一
五
頁
。
典
拠
はLife and Letter. pp.83-84. C

hinese R
epository, vol.V,N

o.1, 
pp44, 228.

で
あ
る
。

39　
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
三
二
〇
頁
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
引
用
はC

hinese R
epository, vol.V

I, N
o.5, p211.

で

あ
る
。

40　
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
四
一
一
頁
。

41　
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
四
四
六
頁
。

42　
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
四
七
五
頁
。

43　
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
五
八
一
頁
。
典
拠
は
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
』
第
四
、
二
二
七
～
二
二
八
頁
で
あ
る
。

44　
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
六
一
〇
頁
。
典
拠
は
、S. W

. W
illiam

s, Journal of Perry E
xpedition to Japan, 

pp.121-123.

『
幕
末
外
国
関
係
文
書
』
第
五
、
一
九
六
～
二
〇
二
頁
で
あ
る
。

45　

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
博
士
号
を
得
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
松
陰
「
投
夷
書
」
を
的
確
に
英
訳
し
た
日
本
語
・
中
国
語

の
実
力
に
敬
意
を
表
し
て
、
田
保
橋
は
こ
こ
で
「
博
士
」
と
呼
称
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
洞
富
雄
訳
は
、
こ
の

「
投
夷
書
」
部
分
を
読
み
飛
ば
し
た
こ
と
に
な
る
。

46　
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
六
三
九
頁
。
典
拠
は
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
』
第
五
、
六
四
二
～
六
五
四
頁
。『
墨ぼ
く
い夷

応
接
録
二
篇
』、W

illiam
s, Journal, pp.172- 175.

で
あ
る
。

47　
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
六
四
〇
～
六
四
一
頁
。
典
拠
は
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
』
第
五
、
四
九
二
頁
、
ほ
か
。

W
illiam

s, Journal, pp.188- 190.

48　
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
六
四
四
頁
。
典
拠
は
『
墨
夷
応
接
録
二
篇
』
で
あ
る
。

49　
『
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
八
〇
九
頁
。
典
拠
は
『
西
使
続
記
』
安
政
元
年
一
二
月
一
七
～
二
〇
日
。

五
三
～
七
三
頁
、
一
九
七
七
年
）
で
あ
っ
た
。
夜
久
は
こ
の
文
献
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
金
子
重
輔
の
仮
名
市
木
公
太
（
イ
チ
ギ
・
コ
ウ
タ
）
がIsagi K

ooda

と
ロ
ー
マ
字
表
記
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

「
誤
植
で
あ
ろ
う
」
と
し
つ
つ
、「
し
か
し
、
英
語
の
書
物
と
い
ふ
も
の
は
、
誤
植
が
少
な
い
も
の
な
の
に
、
偽
名
と

は
言
へ
重
要
な
人
名
で
二
つ
の
誤
植
が
あ
る
の
も
、
理
解
に
苦
し
む
」
と
評
し
て
い
る
。
市
木
の
仮
名
の
場
合
、
差

し
出
さ
れ
た
文
書
に
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
フ
リ
ガ
ナ
が
付
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
「
イ
チ
ギ
」
が
「
イ
サ
ギ
」
に
見
え
る

た
め
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
こ
の
よ
う
に
表
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
誤
植
と
い
う
よ
り
は
、
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
が
こ
の
添
書
を
そ
の
よ
う
に
「
解
読
し
た
」
結
果
で
あ
ろ
う
。『
日
本
遠
征
記
』
に
み
ら
れ
るK

w
ansuchi 

M
anji

は
、
夜
久
の
指
摘
の
通
り
誤
植
で
あ
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
随
行
日
誌
』
は
、K

w
anouchi M

anji

と
表
記

し
て
い
る
。
夜
久
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、『
随
行
日
誌
』
はK

uri-ham
a

をG
ori-ham

a

と
表
記
す
る
な
ど
、

誤
解
・
誤
記
・
誤
植
は
少
な
く
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
手
さ
ぐ
り
に
よ
る
日
本
学
事
始
め
を
示
す
貴
重
な

試
行
錯
誤
の
痕
跡
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
一
つ
一
つ
丁
寧
に
読
み
解
く
作
業
は
、
き
わ
め
て
不
十
分
と

思
わ
れ
る
。

31　

陶
徳
民
の
英
文
論
文N

egotiating Language in the O
pening of Japan: Luo Sen’s Journal of Perry’s 1854 

E
xpedition, Japan R

eview
, 2005

に
よ
っ
て
、
ペ
リ
ー
第
二
回
来
航
の
際
に
、
羅
森
の
果
た
し
た
重
要
な
役
割
が

解
明
さ
れ
た
。

32　

A
 Journal of the Perry E

xpedition to Japan; 1853-54, 1910.

33　

こ
の
洞
富
雄
訳
は
、
一
九
七
〇
年
初
版
、
私
が
利
用
し
た
の
は
一
九
八
六
年
五
刷
で
あ
る
。
か
な
り
多
く
の
人
々

に
よ
っ
て
読
ま
れ
た
よ
う
だ
が
、
誤
訳
、
不
適
訳
が
少
な
く
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
。
本
章
の
補
論
１
を
参
照
。

34　

T
he Life and Letters of Sam

uel W
ells W

illiam
s: M

issionary, D
iplom

atist, Sinologue, 1889.

35　

以
下
『
随
行
日
誌
』
と
略
す
。

36　

雄
松
堂
新
異
国
叢
書
、
一
九
七
〇
年
初
版
、
一
九
八
六
年
五
刷
、
以
下
『
洞
訳
』
と
略
。
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第
４
章　

朝
河
に
よ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
評
価

は
じ
め
に
─
─
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
役
割
は
通
訳
を
超
え
て
モ
デ
レ
ー
タ
ー

歴
史
学
者
、
朝
河
貫
一

朝
河
貫
一
（
一
八
七
三
～
一
九
四
八
）
は
旧
二
本
松
藩
の
砲
術
指
南
・
朝
河
正
澄
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
福

島
県
尋
常
中
学
（
現
、
安
積
高
校
）
を
出
て
、
東
京
専
門
学
校
（
現
、
早
稲
田
大
学
）
文
学
科
を
出
た
。
ダ
ー
ト
マ

ス
大
学
タ
ッ
カ
ー
学
長
の
招
き
で
ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
に
学
び
、
つ
い
で
イ
ェ
ー
ル
大
学
大
学
院
歴
史
学
科
を
卒

業
、『
大
化
改
新
』
で
博
士
号
を
得
た
。
一
九
二
九
年
に
編
集
し
た
『
入
来
文
書
』
に
よ
っ
て
歴
史
学
者
と
し

て
不
動
の
地
位
を
築
い
た
。

一
九
四
一
年
一
二
月
、
日
米
開
戦
の
前
夜
に
ラ
ン
グ
ド
ン
・
ウ
ォ
ー
ナ
ー
教
授
の
示
唆
で
「
米
大
統
領
国

書
」
の
草
案
を
起
草
し
た
。
書
簡
運
動
は
成
功
せ
ず
、
日
米
戦
争
の
勃
発
を
く
い
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
が
、
朝
河
の
い
わ
ゆ
る
市
民
外
交
は
多
く
の
有
識
者
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
一
九
〇
七
年
か
ら
四
二
年
ま

で
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
日
本
人
と
し
て
初
め
て
教
鞭
を
執
り
、
引
退
後
同
大

名
誉
教
授
と
な
る
。
一
九
四
八
年
の
死
か
ら
約
六
〇
年
後
、
二
〇
〇
七
年
に

イ
ェ
ー
ル
大
学
セ
イ
ブ
ル
ッ
ク
・
カ
レ
ッ
ジ
の
一
角
に
「
朝
河
貫
一
ガ
ー
デ

ン
」
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
に
「H

istorian, C
urator, Peace A

dvocate
（
歴

史
学
者
、
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
、
平
和
の
提
唱
者
）」
の
三
語
が
刻
ま
れ
た
。
主
著
は

T
he D

ocum
ents of Iriki

（『
入
来
文
書
』）
で
あ
る
。

「
モ
デ
レ
ー
タ
ー
」
と
し
て
の
役
割

朝
河
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
随
行
日
誌
』
へ
の
書
評
で
、
彼
の
役
割
を
「
モ
デ
レ
ー
タ
ー
（m

oderator

、
調
停

者
の
意
）」
と
評
し
て
い
る
。
ペ
リ
ー
を
含
め
日
米
当
局
者
は
、
初
め
て
の
出
会
い
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ど
の
よ

う
な
言
語
を
用
い
て
、
何
か
ら
話
を
ど
の
よ
う
に
進
め
る
べ
き
か
、
皆
目
見
当
が
つ
か
な
い
手
さ
ぐ
り
の
状
態

で
対
話
を
始
め
た
。
こ
の
対
話
に
お
い
て
要
所
々
々
で
的
確
な
判
断
を
示
し
つ
つ
成
功
に
導
い
た
の
は
、
実
は

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
智
恵

0

0

と
洞
察
力

0

0

0

な
の
で
あ
っ
た
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
役
割
を
的
確
に
評
価
で
き
る
人
物
は
、
日
本
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
で
も
ほ
と
ん

ど
い
な
い
。
こ
の
状
況
で
例
外
的
な
見
識
を
も
つ
歴
史
家
が
朝
河
貫
一
で
あ
る
。
朝
河
貫
一
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
が
切
り
開
い
た
イ
ェ
ー
ル
大
学
東
洋
（
中
国
）
学
講
座
の
二
代
目
に
し
て
サ
ミ
ュ
エ
ル
の
子
で
も
あ
っ
た
フ

レ
デ
リ
ッ
ク
を
師
匠
に
も
つ
幸
運
に
恵
ま
れ
た
か
ら
だ
。

朝河貫一
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（
１
）
師
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
の
交
友

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
親
子
と
の
交
友

実
は
、
朝
河
歴
史
学
を
少
し
で
も
か
じ
っ
た
者
に
と
っ
て
は
常
識
な
の
に
、
遺
憾
な
が
ら
日
本
で
は
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
て
い
な
い
史
実
、
そ
れ
ゆ
え
研
究
上
の
欠
落
部
分
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
父
サ
ミ
ュ
エ
ル･

ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
の
日
誌
を
整
理
し
て
公
表
し
た
子
フ
レ
デ
リ
ッ
ク･

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
、
父
の
ポ
ス
ト
を
継
い
だ

イ
ェ
ー
ル
大
学
の
研
究
者
（
準
教
授
）
で
あ
り
、
朝
河
の
指
導
教
授
で
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
。

朝
河
の
博
士
論
文T

he E
arly Institutional Life of Japan 

を
1

指
導
し
た
の
も
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
ま

た
無
名
の
朝
河
がT

he R
usso-Japanese C

onflict 

を
２

書
い
た
と
き
に
「
序
文
」
を
書
い
て
ア
メ
リ
カ
社
会
に

紹
介
し
た
の
も
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
な
の
だ
。
こ
の
師
弟
関
係
も
あ
っ
て
、
朝
河
は
特
に
「
ペ
リ
ー
遠
征
隊
の

真
実
」
に
関
わ
る
米
国
史
料
に
通
じ
て
い
た
。
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
中
国
学
の
講
座
を
創
設
し
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
生
涯
、
そ
し
て
ペ
リ
ー
遠
征
記
の
さ
ま
ざ
ま
な
欠
陥
や
、
史
実
の
歪
曲
に
与
し
な
か
っ
た

『
随
行
日
誌
』
な
ど
ア
メ
リ
カ
側
の
「
第
一
級
史
料
」
を
朝
河
は
熟
知
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
朝

河
は
一
九
〇
六
～
〇
七
年
の
第
一
回
目
の
帰
国
に
際
し
て
東
大
史
料
編
纂
所
で
幕
府
側
史
料
を
調
べ
て
お
り
、

そ
の
と
き
に
、
後
日
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
日
本
側
の
基
本
史
料
さ
え
調
べ

て
い
た
。

朝
河
は
一
九
四
五
年
五
月
一
三
日
付
け
書
簡
の
な
か
で
、「［
嘉
永
六
年
六
月
］
四
日
の
会
談３

に
同
席
し
た
二
人

の
役
人４

が
書
い
た
二
つ
の
日
誌５

と
、
英
語
を
除
く
書
簡
と
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
ペ
リ
ー
極
秘
書
簡

は
、
当
時
、
幕
府
の
老
中
た
ち
以
外
に
は
見
せ
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
米
国
の
親
友
ク
ラ
ー
ク
に
書
い
て
い
る
。

こ
の
具
体
的
な
記
述
は
、
朝
河
が
遊
学
中
の
東
大
史
料
編
纂
所
で
原
史
料
を
見
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

米
国
側
原
史
料
と
日
本
側
原
史
料
と
を
対
比
し
つ
つ
、
交
渉
経
過
を
精
査
し
て
い
た
朝
河
は
、
こ
の
よ
う
な

綿
密
な
史
料
調
査
を
踏
ま
え
て
、
恩
師
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
の
編
集
し
た
父
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
ペ
リ
ー
遠
征
『
随
行

日
誌
』
へ
の
書
評
を
書
い
た
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
随
行
日
誌
』

朝
河
は
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
編
に
よ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
随
行
日
誌
』
が
出
版
さ
れ
る
や
直
ち
に
、
恩
師
父
子

の
本
に
対
し
て
書
評
を
書
い
て
い
る
の
は
、
か
ね
て
出
版
計
画
を
知
り
、
出
版
後
直
ち
に
読
ん
だ
か
ら
だ
。

掲
載
誌
と
し
て
、
当
時
横
浜
で
発
行
さ
れ
て
い
た
日
本
ア
ジ
ア
協
会
機
関
誌
を
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
に
紹
介
し

た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
朝
河
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
朝
河
は
博
士
論
文
『
大
化

改
新
』
の
執
筆
に
際
し
て
、
こ
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
Ｗ
・
Ｇ
・
ア
ス
ト
ン
訳
の
『
日
本
紀
』
英
訳
版
、
Ｂ
・

Ｈ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
訳
の
『
古
事
記
』
英
訳
版
を
頻
繁
に
引
用
し
て
お
り
、
こ
の
協
会
の
活
動
を
熟
知
し
て
お

り
、
朝
河
自
身
が
一
九
一
八
年
に
は
、
こ
の
協
会
に
招
か
れ
て
封
建
制
に
つ
い
て
講
演
し
て
い
る６

。

い
ず
れ
に
し
て
も
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
が
こ
の
掲
載
誌
を
選
ん
だ
こ
と
に
、
日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
青
年
研
究
者
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朝
河
の
存
在
が
無
縁
だ
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

朝
河
は
い
つ
、
ど
こ
で
「
ペ
リ
ー
の
白
旗
」
を
知
っ
た
か

『
隠
さ
れ
た
ペ
リ
ー
の
「
白
旗
」』
の
中
で
、
三
輪
公
忠
教
授
は
「
朝
河
が
、
ペ
リ
ー
の
白
旗
の
こ
と
を
歴
史

上
の
出
来
事
と
し
て
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
前
後
二
回
に
わ
た
っ
て
東
大
史
料
編
纂
所
で
研
究
を

し
て
い
た
と
き７

と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
推
測
し
て
い
る８

。
こ
の
推
測
は
妥
当
で

あ
ろ
う
か
。

三
輪
は
、
ペ
リ
ー
提
督
の
通
訳
官
サ
ミ
ュ
エ
ル･

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
そ
の
子
フ
レ
デ
リ
ッ
ク･

ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
が
い
ず
れ
も
イ
ェ
ー
ル
大
学
中
国
学
の
教
員･

研
究
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
朝
河
がT

he E
arly Institutional 

Life of Japan

（
邦
訳
『
大
化
改
新
』）
を
書
い
て
歴
史
学
の
博
士
号
を
得
た
と
き
、
そ
の
指
導
教
授
は
フ
レ
デ

リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
こ
と
を
失
念
し
て
い
る
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、
朝
河
が
一
九
〇
五
年
にT

he R
usso-Japanese 

C
onflict

を
書
い
た
と
き
に
、
序
文
を
書
い
て
無
名
の
朝
河
を
紹
介
し
た
の
も
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
い
て
お
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
え
る９

。

初
期
朝
河
の
二
冊
の
本
は
、
い
ず
れ
も
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
の
指
導
の
も
と
に
書
か
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

両
者
の
師
弟
関
係
が
分
か
る
。
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
は
朝
河
よ
り
も
一
六
歳
年
長
で
あ
っ
た
。
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
で

博
士
号
を
得
た
三
輪
が
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
師
と
学
生
朝
河
の
関
係
に
目
が
届
か
な
い
の
は
不
可
解
で
あ
る
。

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
が
父
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
日
誌
を
『
随
行
日
誌
』
と
し
て
整
理
し
て
公
刊
し
た
の
は
、
一
九
一

〇
年
の
こ
と
、
掲
載
誌
はthe A

siatic Society of Japan

の
三
七
巻
二
号
で
あ
っ
た
。
発
表
以
降
、
英
語
世
界

の
読
者
に
と
っ
て
、
ペ
リ
ー
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
記
録
の
違
い
、
対
日
交
渉
の
真
相
は
明
ら
か
と
な
っ
た
。

雑
誌
掲
載
ま
で
に
は
、
父
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
死
去
し
た
一
八
八
四
年
二
月
一
六
日
か
ら
二
六
年
も
の
年
月
が

経
っ
て
い
る
。
父
の
資
料
類
の
整
理
を
終
生
の
課
題
と
し
た
子
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
い
さ
さ
か
「
仕
事

が
遅
す
ぎ
る
印
象
」
を
否
め
な
い
。
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
は
ア
メ
リ
カ
草
創
期
の
東
ア
ジ
ア
研
究
者
と
し
て
は
恵
ま

れ
た
生
い
立
ち
に
あ
り
な
が
ら
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
は
准
教
授
に
と
ど
ま
り
、
弟
子
の
朝
河
と
違
っ
て
正
教
授

に
な
ら
な
か
っ
た
経
過
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
父
の
遺
産
が
大
き
す
ぎ
て
、
そ
の
学
問
的
な
整
理
の
課
題
が
重
す

ぎ
た
こ
と
に
よ
る
か
も
し
れ
な
い
。

発
表
が
遅
れ
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
推
測
だ
が
、
事
実
関
係
の
確
認
の
た
め
に
朝
河
に
よ
る
幕
府
側
史
料

の
点
検
を
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
は
待
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
日
米
関
係
へ
の
深
い
洞
察
を
含
む
記
録
の
編
集
に

際
し
て
、
父
の
よ
う
な
直
接
体
験
を
も
た
な
い
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
が
朝
河
の
さ
ま
ざ
ま
な
協
力
を
仰
い
だ
の
で
は

な
い
か
と
い
う
推
測
を
著
者
は
押
さ
え
き
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
朝
河
は
、『
随
行
日
誌
』
の
公
表
に
先
立
っ

て
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
か
ら
史
料
整
理
に
つ
い
て
、
特
に
交
渉
の
相
手･

日
本
側
の
事
情
に
つ
い
て
相
談
を
受
け

て
い
た
可
能
性
が
強
い
。
前
出
の
と
お
り
、
朝
河
は
一
九
〇
六
～
〇
七
年
の
帰
国
時
に
、
日
本
側
の
対
応
す
る

文
献
を
調
べ
て
い
た
。
こ
の
朝
河
の
史
料
調
査
を
踏
ま
え
て
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
の
編
集
作
業
が
完
成
し
た
と
私
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は
読
む
。

（
２
）
朝
河
に
よ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
評
価

朝
河
の
「
白
旗
」
理
解

時
代
が
飛
ぶ
が
、
一
九
四
五
年
五
月
一
三
日
付
け
Ｇ･

Ｇ･

ク
ラ
ー
ク
宛
て
の
朝
河
書
簡
に
は
、
は
っ
き
り

と
朝
河
の
「
白
旗
」
理
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
一
八
五
三
年
に
ペ
リ
ー
提
督
は
将
軍
の
幕
府
に
宛
て
て
、
通
商
を
禁
じ
た
幕
府
の
伝
統
的
な
政
策
は
、

「
天
理
」
を
犯
す
「
極
悪
犯
罪
」
で
あ
る
故
、
ア
メ
リ
カ
の
大
艦
隊
が
通
商
を
求
め
に
来
航
す
る
で
あ
ろ

う
。
ア
メ
リ
カ
艦
隊
が
大
挙
し
て
押
し
寄
せ
た
ら
、
日
本
は
ど
う
し
て
交
易
禁
止
な
ど
で
き
よ
う
。
ア
メ

リ
カ
側
は
納
得
で
き
る
説
明
を
断
固
求
め
る
は
ず
だ
。
そ
の
勝
利
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
に
、
も

し
貴
国
が
降
伏
を
望
む11

の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
一
緒
に
送
る
二
枚
の
白
旗11

を
掲
げ
よ
、
そ
う
す
れ
ば
砲
撃

は
た
だ
ち
に
止
む
で
あ
ろ
う
、
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
六
月
四
日
に
幕
府
の
役
人
に
対
し
て
口
上

で11

伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
趣
旨
を
正
確
に
記
し
た
英
語･

中
国
語･

日
本
語
の
三
通
の
書
簡
の
形
で
お

よ
そ
五
日
後
に12

、
そ
れ
ら
は
箱
に
収
め
ら
れ
た
白
旗
と
と
も
に
届
け
ら
れ
ま
し
た12

。

四
日
の
会
談
に
同
席
し
た
二
人
の
役
人
が
書
い
た
二
つ
の
日
誌12

と
、
英
語
を
除
く
書
簡11

と
が
現
存
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
書
簡
は
当
時
、
幕
府
の
老
中
た
ち
以
外11

に
は
見
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。」（
強
調
引
用
者
）

朝
河
が
こ
の
よ
う
に
「
白
旗
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
書
い
た
根
拠
は
な
に
か
。
朝
河
は
『
開
国
起
源11

』 
お
よ

び
『
幕
末
外
国
関
係
文
書11

』 

と
い
う
二
つ
の
史
料
を
挙
げ
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
ま
も
な
く
公
刊
さ
れ
よ

う
」
と
付
記
し
て
い
る
。
朝
河
が
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
は
、
東
大
史
料
編
纂
所
で
編
集
作
業
が
進
行
中

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
の
こ
と
だ
。

こ
こ
で
問
題
は
、
朝
河
が
「
四
日
の
会
談
に
同
席
し
た
二
人
の
役
人
が
書
い
た
二
つ
の
日
誌
と
、
英
語
を
除

く
書
簡
と
が
現
存
」
と
、
な
ぜ
こ
こ
ま
で
的
確
に
読
め
た
の
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
論
拠
と
な
っ
た
の
が
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
の
『
随
行
日
誌
』
お
よ
び
『
生
涯
と
書
簡11

』
で
あ
る
。
朝
河
は
前
者
が
公
表
さ
れ
る
や
た
だ
ち
に

「
書
評
」11

を
書
い
て
い
る
。
こ
の
書
評
を
読
む
と
、
白
旗
問
題
の
顛
末
は
一
目
瞭
然
だ
。

『
随
行
日
誌
』
書
評

朝
河
が
こ
の
書
評
で
言
及
し
た
の
は
、
以
下
の
要
点
で
あ
る
。

・
通
訳
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
自
身
は
謙
遜
し
て
い
る
が
、
そ
の
役
割
は
非
常
に
役
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
（great 

usefulness

）
と
評
価
で
き
る
。
貢
献
の
内
容
が
こ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
随
行
日
誌
』
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
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・
通
訳
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
日
本
語
能
力
が
論
点
の
一
つ
と
な
っ
た
が
、
彼
は
二
〇
年
近
く
極
東
に
住
み
、「
中

国
語
に
精
通
す
る
」
と
と
も
に
、「
日
本
語
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
知
識
（som

e know
ledge

）
を
習
得
し
て

い
た
」。

・
通
訳
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、「
内
に
籠
も
り
が
ち
な
日
本
」
と
「
強
引
な
軍
人
外
交
家
ぺ
リ
ー
」
の
間
で
「
極

東
事
情
に
通
じ
た
唯
一
の
ア
メ
リ
カ
人
」
と
し
て
「
調
停
者
の
役
割
」
を
果
た
し
た
。

・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
日
誌
の
「
見
ど
こ
ろ
」
が
、「
ペ
リ
ー
の
横
柄
な
作
風
」
を
活
写
し
つ
つ
、
ペ
リ
ー
の
軍
人

作
風
に
対
し
て
「
自
由
か
つ
率
直
に
」
に
コ
メ
ン
ト
を
付
し
た
点
に
あ
る
こ
と
を
朝
河
は
読
み
取
っ
て
い
る
。

こ
の
最
後
の
コ
メ
ン
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
ペ
リ
ー
の
公
式
遠
征
報
告
書
や
そ
の
日
誌
を
読
む
う
え
で

恰
好
の
指
針
と
な
る
は
ず
の
も
の
だ
が
、
そ
う
し
た
努
力
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
白
旗
書
簡
を
め
ぐ

る
誤
解
の
連
鎖
反
応
は
、
ま
さ
に
朝
河
の
こ
の
示
唆
を
無
視
し
た
結
果
で
あ
る
、
と
著
者
は
確
信
し
て
い
る
。

・
ペ
リ
ー
の
遠
征
は
、
日
米
双
方
に
と
っ
て
異
国
と
の
初
め
て
の
交
渉
で
あ
る
か
ら
、
意
図
的
な
省
略
か
、
あ

る
い
は
無
意
識
の
も
の
か
は
別
と
し
て
、
ペ
リ
ー
も
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
も
か
な
り
の
程
度
ま
で
、「
手
さ
ぐ
り

の
交
渉
を
続
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
状
況
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
朝
河
は
特
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

・
ペ
リ
ー
の
獲
得
し
た
「
予
期
し
た
以
上
の
成
果
」
は
、
ど
こ
か
ら
得
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
、
朝
河
は
「
ア
ダ

ム
ス
船
長
と
浦
賀
奉
行
と
の
交
渉
」
を
挙
げ
て
い
る
。
船
長
と
奉
行
と
の
交
渉
を
仲
介
し
、
通
訳
し
た
の
は
、

む
ろ
ん
首
席
通
訳
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
で
あ
っ
た
。

・
ペ
リ
ー
側
が
「
期
待
し
つ
つ
も
実
現
で
き
な
か
っ
た
」
も
の
と
し
て
、
①
将
軍
と
の
会
見
や
、
②
フ
ィ
ル
モ

ア
大
統
領
宛
て
の
天
皇
親
書
（
国
書
）
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

・
ペ
リ
ー
遠
征
の
功
罪
を
論
じ
る
う
え
で
、『
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
日
誌
』
が
い
か
に
役
立
つ
史
料
で
あ
る
か
、
そ

の
か
け
が
え
の
な
い
価
値
を
指
摘
し
て
朝
河
は
書
評
を
結
ぶ
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
朝
河
の
研
究
に
導
か
れ
て
問
題
の
所
在
を
考
え
る
と
、
論
議
が
錯
綜
し
た
白
旗
問
題
の

真
実
は
容
易
に
解
け
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
ペ
リ
ー
遠
征
記
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
描
写
の
欠
陥
や
史
実
の
歪
曲
が

含
ま
れ
て
お
り
、
モ
デ
レ
ー
タ
ー
た
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
役
割
を
媒
介
項
と
し
て
挿
入
す
る
こ
と
な
し
に
は
、

「
白
旗
書
簡
」
交
渉
劇
の
真
実
は
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
朝
河
が
一
九
一
〇
年
の
時
点
で
基
本
的
に
解
決
し
て
い
た
課
題
な
の
だ
。
後
学
た
ち
が
百
年
後
に

「
白
旗
」
を
め
ぐ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
論
争
を
行
っ
た
の
は
、
彼
ら
の
「
知
的
怠
慢
」
と
い
う
よ
り
は
、

先
達
の
到
達
地
点
を
無
視
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
知
的
復
讐
を
受
け
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
こ
と
に
真
の
学
問
ほ

ど
恐
ろ
し
い
も
の
は
な
い
。
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注
１　

朝
河
貫
一
の
学
位
請
求
論
文
の
コ
ピ
ー
は
、
日
本
で
は
大
阪
外
国
語
大
学
附
属
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
整

理
番
号
〇
〇
〇
四
九
四
二
三
〇
六
）。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ･

ミ
シ
ガ
ン
州
ア
ナ
ー
バ
ー
に
あ
るA B

ell &
 H

ow
ell 

C
om

pany, U
M

I D
issertation Services

が
作
成
し
た
コ
ピ
ー
で
あ
る
（U

M
I N

um
ber 9921314

）。
原
タ
イ
ト

ル
はT

he R
eform

 of 645: A
n Introduction to the Study of the O

rigin of Feudalism
 in Japan

で
あ
り
、
扉
の
下
部

に
は
、T

hese is subm
itted for the D

egree of D
octor of Philosophy. K

. A
sakaw

a

と
タ
イ
プ
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
資
料
か
ら
朝
河
貫
一
の
学
位
請
求
論
文
の
原
題
が
「
西
暦
六
四
五
年
の
改
革
、
日
本
に
お
け
る
封
建
制

の
起
源
の
研
究
へ
の
序
論
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
論
文
に
よ
り
朝
河
貫
一
がPh.D

.

を
授
与
さ
れ

た
の
は
、
一
九
〇
二
年
六
月
一
六
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
位
論
文
が
出
版
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
書
名
はT

he E
arly 

Institutional Life of Japan

と
改
め
ら
れ
、
こ
れ
に｢

大
化
改
新｣

の
漢
字
四
文
字
が
付
さ
れ
た
。
中
扉
の
書
名
に

は
、A

 Study in the R
eform

 of 645 A
.D

.

と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
、
著
者K

. A
SA

K
AW

A
, Ph.D

. T
he 

H
adley Scholar of Yale U

niversity

（1902

～1903

）,  and Lecturer on the Far E
ast at D

artm
outh C

ollege, 
U

.S.A
.

の
肩
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
出
版
時
期
に
つ
い
て
扉
に
はW

aseda U
niversity 1903

と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
本
に
は
日
本
語
の
奥
付
も
あ
り
、｢
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
年
）
四
月
一
日
印
刷
、
四
月
四
日
発
行｣

の
奥

付
で
あ
る
。
著
者
兼
発
行
者
は
朝
河
貫
一
自
身
で
あ
り
、
そ
の
住
所
は
東
京
府
下
豊
多
摩
郡
戸
塚
村
六
四
七
番
地

で
あ
る
。
印
刷
者
は
森
潤
二
で
、
住
所
は
東
京
市
牛
込
区
市
ヶ
谷
加
賀
一
丁
目
一
二
番
地
で
あ
る
。
印
刷
所
は
印
刷

者
と
同
じ
住
所
の
株
式
会
社
秀
英
社
第
一
工
場
で
、
発
行
所
は
早
稲
田
大
学
出
版
部
で
あ
る
。
邦
訳
は
、
矢
吹
晋
訳

『
大
化
改
新
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
七
月
。

２　
『
日
露
衝
突
』
の
英
原
文
は
、T

he R
usso-Japanese C

onflict, its causes and issues, w
ith an introduction by 

Frederick W
ells W

illiam
s, xiv, 383p. B

oston and N
ew

 York, H
oughton M

ifflin; London, A
. C

onstable &
 

C
o., 1904. 

矢
吹
『
ポ
ー
ツ
マ
ス
か
ら
消
さ
れ
た
男
─
─
朝
河
貫
一
の
日
露
戦
争
論
』
東
信
堂
、
二
〇
〇
二
年
に
一

部
を
紹
介
し
た
。

３　

旗
艦
サ
ス
ケ
ハ
ナ
号
で
の
船
上
会
談
。

４　

浦
賀
奉
行
支
配
組
与
力
香
川
栄
左
衛
門
と
通
詞
堀
達
之
助
、
同
立
石
得
十
郎
を
指
す
。
矢
吹
注
。

５　

香
山
栄
左
衛
門
の
「
上
申
書
」
と
立
石
得
十
郎
の
「
覚
書
」
を
指
す
。

６　

講
演
「
日
本
の
封
建
制
に
つ
い
て
」、
原
載Som

e A
spects of Japanese Feudal Institutions, the 

T
ransactions of the A

siatic Society of Japan, 1918.

邦
訳
『
朝
河
貫
一
比
較
封
建
制
論
集
』
八
～
二
七
頁
所
収
。

７　

一
九
〇
六
～
〇
七
年
と
一
九
一
七
～
一
九
年
。

８　

三
輪
、
一
四
九
頁
。

９　

た
と
え
ば
『
書
簡
集
』
八
〇
七
頁
下
段
の
注
（
書
簡
四
三
号
の
注
七
二
）
に
は
「
ウ
ィ
ル
リ
ャ
ム
ス
氏
。Frederic 

W
ells W

illiam
s

（
一
八
五
七
～
一
九
二
八
）
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
東
洋
史
講
師
（
一
八
九
三
～
一
九
〇
〇
）、
東
洋
史
助

教
授
（
一
九
〇
〇
～
一
九
二
五
）。
そ
れ
以
後
は
昇
進
な
く
退
職
。
朝
河
の
イ
ェ
ー
ル
大
学
大
学
院
入
学
当
時
は
助
教

授
で
朝
河
の
著R

usso-Japanese C
onflict

に
序
文
を
書
い
た
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

10　

w
ish to capitulate

11　

the tw
o w

hite flags he w
as sending there w

ith

12　

said to officials

13　

w
as sent about five days later in three letters of this exact im

port, E
nglish, C

hinese, and Japanese

14　

arrived together w
ith the flags in a box

15　

tw
o diaries by tw

o officials w
ho took part in the interview

 of the 4th

16　

the letters except the E
nglish

17　

no one at the tim
e but to the inner councilors
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18　
『
朝
河
貫
一
書
簡
集
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
〇
年
、
六
七
五
頁
。p.154, Letters W

ritten by D
r. K

. 
A

sakaw
a, W

aseda U
niversity Press,1990.

19　

the K
ai-koku K

igen, I.

『
開
国
起
源
』
勝
安
芳
（
海
舟
）
著
、
吉
川
半
七
、
明
治
二
六
年

20　
the B

aku-m
atsu G

w
ai-koku K

w
an-kei M

on-zho, I.

『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
大
日
本
古
文
書
シ
リ
ー
ズ
、

帝
国
大
学
史
料
編
纂
掛
編
、
明
治
四
三
年
三
月
刊
。

21　

Sam
uel W

. W
illiam

s, First Interpreter of the E
xpedition, ed. B

y his son Frederic W
. W

illiam
s, A

 
Journal of the Perry E

xpedition to Japan, T
ransactions of the A

siatic Society of Japan, X
X

X
V

II, part2, 
Tokyo, 1910.

（
洞
富
雄
訳
、
東
京
雄
松
堂
書
店
、
一
九
七
〇
年
七
月
、
新
異
国
叢
書
、
五
五
三
頁
）、T

he life and letters 
of Sam

uel W
ells W

illiam
s N

ew
 York and London, G

. P. Putnam
’s sons,1889

（
宮
澤
真
一
訳
『
Ｓ･

ウ
ェ
ル
ズ

･

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
生
涯
と
書
簡
』
高
城
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
五
四
一
頁
）。

22　

K
. A

sakaw
a, A

 Journal of the Perry E
xpedition to Japan 

（1853-1854

） by S. W
ells W

illiam
s; F. W

. 
W

illiam
s, T

he A
m

erican H
istorical R

eview
, Vol.16, N

o.1 （O
ct.,1910

）, pp.136-137 （review
 consists of  2 

pages

）
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第５章　「白旗」論争

第
５
章　
「
白
旗
」
論
争

は
じ
め
に
─
─
無
言
劇
に
始
ま
り
、
悲
喜
劇
が
続
く

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
感
情
を
揺
さ
ぶ
る
論
争

一
六
〇
余
年
前
の
日
本
開
国
史
を
め
ぐ
っ
て
、
二
一
世
紀
初
頭
の
日
本
で
く
り
返
さ
れ
て
い
る
田
舎
芝
居
は
、

何
を
意
味
す
る
の
か
。
ペ
リ
ー
艦
隊
の
旗
艦
を
飾
っ
た
星
条
旗
を
ミ
ズ
ー
リ
艦
上
に
掲
げ
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が

日
本
の
降
伏
調
印
式
に
望
ん
で
か
ら
、
す
で
に
七
〇
年
。
白
旗
と
白
旗
文
書
は
、
ほ
と
ん
ど
亡
霊
の
ご
と
く
に
、

左
右
、
中
道
の
歴
史
家
た
ち
を
翻
弄
し
続
け
て
い
る
。
右
も
左
も
真
ん
中
も
含
め
て
、
歴
史
家
・
評
論
家
た
ち

が
こ
の
よ
う
に
揺
れ
る
に
つ
れ
て
、
国
民
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
感
情
も
揺
れ
る
。

い
ま
こ
そ
、
日
米
開
国
に
お
け
る
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
役
割
」
に
光
を
当
て
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
応
対
に

当
た
っ
た
幕
府
役
人
の
知
恵
を
再
考
す
べ
き
秋
で
あ
る
。「
白
旗
授
受
」
の
経
緯
を
最
も
的
確
に
論
評
し
た
朝

河
貫
一
の
歴
史
学
を
繙
く
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
学
の
光
こ
そ
が
日
本
の
行
方
を
照
ら
す
。
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第５章　「白旗」論争

若
井
は
「
幕
末
史
を
専
攻
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ペ
リ
ー
の
白
旗
問
題
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て

き
た
」
と
謙
遜
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
優
れ
た
結
論
を
導
い
た
。

曰
く
、「
い
わ
ゆ
る
白
旗
問
題
な
る
も
の
は
、
六
月
四
日
の
日
米
交
渉
の
過
程
で
生
ま
れ
た
覚
書
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
」、「
そ
こ
で
示
さ
れ
た
ペ
リ
ー
側
の
態
度
に
は
武
力
行
使
を
正
当
化
す
る
脅
迫
的
姿
勢
が
み
え
る

の
は
否
め
な
い
」２

。
こ
の
二
カ
条
に
即
し
て
、
朝
河
貫
一
の
指
摘
を
組
み
合
わ
せ
て
考
察
す
れ
ば
、
白
旗
問
題

は
全
面
的
に
解
決
で
き
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

若
井
論
文
が
優
れ
て
い
る
理
由
は
二
つ
上
げ
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
戦
前
期
の
関
連
文
献
を
検
討
し
て
い
る
こ

と
だ
。
す
な
わ
ち
、
私
の
い
う
撫
恤
本
の
要
点
が
、
以
下
の
書
籍
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
①
大
森

金
五
郎
著
『
大
日
本
全
史
』
下
巻
、
一
九
二
二
年
、
②
大
隈
重
信
（
名
義
）
著
『
開
国
大
勢
史
』
一
九
一
三
年
、

③
栗
田
元
次
著
『
新
修
綜
合
日
本
史
概
説
』
下
一
九
四
三
年
、
④
『
概
説
維
新
史
』
一
九
四
〇
年
、
等
の
四
点

で
あ
る
（
拾
お
う
と
す
れ
ば
、
ほ
か
に
も
発
見
で
き
よ
う
）。

こ
れ
ら
の
著
作
が
描
く
白
旗
問
題
の
記
述
を
導
き
と
し
て
、
若
井
論
文
は
、
優
れ
た
結
論
に
到
達
し
た
。
戦

前
期
に
は
白
旗
差
出
を
史
実
と
し
て
肯
定
す
る
認
識
は
、
い
わ
ば
常
識
に
近
い
認
識
な
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え

ば
第
１
章
で
紹
介
し
た
島
崎
藤
村
の
『
夜
明
け
前
』
の
一
節
は
、
そ
の
代
表
と
見
て
よ
い
。

若
井
論
文
の
も
う
一
つ
の
長
所
は
、
白
旗
書
簡
の
史
料
系
統
を
整
理
し
て
、
そ
の
原
型
に
迫
る
方
法
論
が
明

確
な
こ
と
だ
。
書
簡
文
そ
の
も
の
と
書
簡
文
に
関
す
る
風
説
と
に
分
け
て
、
後
者
に
は
書
簡
の
由
来
や
翻
訳
者

を
列
記
し
た
「
名
前
書
」
を
持
つ
も
の
と
持
た
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
腑
分
け
し
た
。
そ
の
方
法

私
自
身
は
た
ま
た
ま
朝
河
史
学
を
か
じ
る
過
程
で
、
白
旗
問
題
の
真
相
に
気
づ
い
た
。
そ
こ
か
ら
、
朝
河
の

師
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
お
よ
び
そ
の
父
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
興
味
を
抱
い
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
モ
デ
レ
ー
タ
ー
・
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
の
貢
献
を
未
だ
に
正
当
に
再
評
価
で
き
な
い
の
は
、
二
一
世
紀
の
日
米
関
係
の
行
き
詰
ま
り
と
無
縁

で
は
あ
る
ま
い
。
あ
え
て
日
米
関
係
の
原
点
に
一
石
を
投
ず
る
所
以
で
あ
る
。

（
１
）
白
旗
書
簡
は
偽
文
書
か
、
覚
書
か

若
井
敏
明
「
ペ
リ
ー
の
白
旗
書
簡
に
つ
い
て
」

著
者
は
白
旗
撫
恤
本
を
「
偽
文
書
」
と
批
判
す
る
論
者
た
ち
に
対
し
て
、
こ
れ
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
「
通
訳

メ
モ
あ
る
い
は
覚
書
、
添
書
」
と
名
付
け
る
べ
き
文
書
と
み
て
よ
い
こ
と
を
、
以
下
の
分
析
で
論
証
す
る
こ
と

に
す
る
。
不
覚
だ
が
、
そ
の
作
業
の
最
終
段
階
に
到
達
し
て
よ
う
や
く
著
者
の
考
え
に
最
も
近
い
論
文
に
接
し

た
。
そ
れ
は
若
井
敏
明
教
授
の
「
ペ
リ
ー
の
白
旗
書
簡
に
つ
い
て
」
で
あ
る１

。

こ
の
若
井
論
文
は
、
投
稿
の
日
時
（
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
二
九
日
）
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
松
本
健
一
『
白

旗
伝
説
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
八
年
）、
大
江
志
乃
夫
『
ペ
リ
ー
艦
隊
大
航
海
記
』（
朝
日
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
）、

宮
地
正
人
『
歴
史
評
論
』（
論
文
、
二
〇
〇
一
年
）、
三
輪
公
忠
『
Ｕ
Ｐ
』（
論
文
、
二
〇
〇
一
年
）、
秦
郁
彦
『
諸
君
』

（
二
〇
〇
二
年
二
月
号
）
論
文
ま
で
を
レ
ビ
ュ
ー
し
た
も
の
で
あ
り
、
投
稿
後
に
出
た
岸
俊
光
・
毎
日
新
聞
記
者

の
『
ペ
リ
ー
の
白
旗
』（
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
）
は
参
照
し
て
い
な
い
。
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一
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
成
果
を
日
本
史
家
た
ち
（
日
米
関
係
論
専
攻
者
を
含
む
）

が
無
視
し
て
き
た
た
め
に
、
百
年
後
の
今
日
、
悲
喜
劇
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
私
は
批
判
す
る
。
ペ
リ
ー
艦
隊

来
航
は
、
明
治
維
新
の
直
接
的
契
機
の
一
つ
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
以
後
の
日
米
関
係
の
原
型
で
も

あ
る6

。
ま
さ
に
こ
の
原
型
・
原
点
の
認
識
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
未
だ
に
真
相
に
到
達
し
て
い
る
と
は
言
え

な
い
の
だ
。
歴
史
家
た
ち
の
「
頭
脳
の
開
国
」
こ
そ
が
、
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
対
す
る
評
価
の
欠
如
─
─
松
本
健
一
『
白
旗
伝
説
』

ま
こ
と
に
宮
澤
眞
一
『
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
─
─
生
涯
と
書
簡
』
の
指
摘
す
る
よ
う

に７

、「
ペ
リ
ー
の
白
旗
」
論
争
に
お
い
て
は
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
言
及
し
た
も
の
は

き
わ
め
て
少
な
い
。

た
と
え
ば
松
本
健
一
『
白
旗
伝
説
』８

に
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
姿
は
影
も
形
も
な
い
。
こ
れ
は
松
本
が
徹
頭

徹
尾
日
本
語
文
献
だ
け
で
「
日
米
問
題
を
扱
っ
た
」
こ
と
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
松
本
に
は
、「
通
商
開
国

か
、
戦
争
か
」、「
降
伏
か
、
否
か
」
の
二
者
択
一
し
か
な
い
。
こ
れ
が
松
本
の
白
旗
ト
ラ
ウ
マ
だ
。「
ペ
リ
ー

に
よ
る
隠
蔽
」
に
よ
っ
て
「
見
失
わ
れ
た
白
旗
」
問
題
を
「
発
見
し
た
」
と
得
意
満
面
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
無

視
し
て
き
た
「
白
旗
問
題
を
発
見
し
た
」
と
繰
り
返
し
自
慢
す
る
ば
か
り
だ
。
自
慢
の
挙
げ
句
に
松
本
が
陥
る

の
は
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
こ
こ
に
松
本
の
貧
し
い
考
察
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
。

意
識
は
評
価
す
る
が
、
結
局
『
町
奉
行
書
類
』
所
収
「
亜
美
利
加
極
内
密
書
写
」
が
「
最
も
原
型
に
近
い
」３

と

結
論
し
、「
蘭
船
本
」
を
肯
定
し
た
の
は
、
九
仭
の
功
を
一
簣
に
欠
く
誤
り
だ
。

若
井
論
文
は
、「
史
料
系
統
」
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
次
に
白
旗
書
簡
の
「
内
容
」
を
次
の
よ
う
に
検
討
し

た
。「
ペ
リ
ー
が
オ
ラ
ン
ダ
と
の
関
係
を
強
調
す
る
こ
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
」、「
オ
ラ
ン
ダ
船
が
も
た
ら

し
た
情
報
は
何
だ
っ
た
か
」
を
追
求
し
て
、「
オ
ラ
ン
ダ
船
の
情
報
と
は
、
諸
方
の
通
商
是
非
に
希
う
に
非

ず
」
の
部
分
と
読
む
。
そ
し
て
天
理
に
背
く
罪
と
は
、「
漂
流
民
の
取
扱
い
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
た
可
能

性
も
た
か
い
」
と
括
弧
書
き
し
て
い
る4

。

こ
う
し
て
書
簡
内
容
の
分
析
と
そ
の
漏
洩
過
程
（
西
丸
の
徳
川
家
定
御
小
姓
久
留
金
之
助
周
辺
か
ら
漏
洩
し
て
記
録

に
留
め
ら
れ
た
）
の
検
討
か
ら
、
若
井
が
偽
文
書
説
を
否
定
し
た
判
断
を
私
は
高
く
買
う５

。
若
井
に
よ
る
以
上
の

行
論
は
、
き
わ
め
て
妥
当
な
も
の
で
、
強
い
説
得
力
を
も
つ
。
幕
府
側
の
史
料
の
検
討
と
し
て
は
こ
れ
で
十
分

で
あ
ろ
う
。

た
だ
一
つ
欠
け
る
の
は
、
私
の
い
う
蘭
船
本
を
最
も
原
型
に
近
い
も
の
と
誤
認
し
た
こ
と
だ
。
や
は
り
キ
ー

ワ
ー
ド
が
肝
心
だ
。「
撫
恤
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
含
み
」、「
蘭
船
よ
り
申
し
達
し
の
候
な
る
一
句
を
含
ま
な

い
」
テ
キ
ス
ト
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

も
う
一
つ
欠
け
る
の
は
、
朝
河
貫
一
が
「
通
訳
を
超
え
て
モ
デ
レ
ー
タ
ー
の
役
割
」
と
ま
で
高
く
評
価
し
た

通
訳
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
役
割
に
つ
い
て
の
記
述
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
だ
。

日
米
双
方
の
記
録
を
対
照
し
て
、
日
本
側
認
識
の
欠
落
部
分
を
埋
め
る
作
業
は
、
お
よ
そ
百
年
前
に
朝
河
貫
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け
で
は
絶
対
に
解
け
な
い
。
米
国
側
史
料
と
の
照
合
が
不
可
欠
で
あ
る
。
論
者
が
す
べ
て
米
国
側
史
料
を
無
視

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
ら
な
り
に
、
い
ち
お
う
参
照
は
し
た
形
な
の
だ
が
、
眼
光
紙
背
に
徹
す
る
読
み
方

を
し
な
い
の
で
、
文
字
面
の
み
を
追
う
。
そ
の
結
果
、
史
料
を
読
み
き
れ
て
い
な
い
の
だ
。

高
名
な
入
江
昭
教
授
の
よ
う
な
日
米
関
係
論
の
専
門
家
中
の
専
門
家
で
さ
え
も
日
米
関
係
の
原
点
に
関
わ
る

史
実
に
つ
い
て
、
不
正
確
な
認
識
し
か
も
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
戦
後
の
日
米
関
係
が
歪
ん
だ
構
造
に
陥
る

の
も
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
ス
タ
ー
ト
地
点
が
「
つ
ま
ず
き
の
一
歩
」
と
化
し
た
よ
う
に
見
え
る
。

朝
河
貫
一
は
、
原
史
料
を
読
み
抜
く
作
業
を
「
百
年
前
に
す
で
に
や
り
遂
げ
て
い
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
朝

河
史
学
に
学
ぶ
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。
朝
河
史
学
か
ら
何
も
学
ば
ず
、
限
ら
れ
た
史
料
と
勝
手
な
思
い
込
み
か

ら
、
米
国
側
の
思
想
と
行
動
と
を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
、
身
勝
手
な
結
論
を
導
く
歴
史
家
た
ち
に
猛
省
を
促

す
次
第
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
日
本
の
歴
史
家
た
ち
だ
け
の
責
任
と
い
う
よ
り
は
、
日
米
双
方
の
研
究
者

た
ち
に
正
確
な
認
識
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
ワ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
流
に
い
え
ば
、「
過
去
に
盲
目
な
人
々
は
、

現
在
も
未
来
も
正
し
く
認
識
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
今
東
西
の
真
理
だ
。

（
２
）
白
旗
書
翰
偽
造
説

宮
地
正
人
主
張
の
誤
り

白
旗
書
簡
「
撫
恤
本
」
の
成
立
を
、
第
２
章
で
見
た
よ
う
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
メ
モ
で
あ
り
、
六
月
四
日
に

「
あ
え
て
い
え
ば
、
そ
れ
ら
の
『
白
旗
』
は
、
会
津
と
い
い
、
沖
縄
の
少
女
と
い
い
、
そ
の
と
き
ど
き
の

日
本
の
歴
史
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
過
酷
な
運
命
を
背
負
わ
さ
れ
た
も
の
た
ち
が
か
か
げ
さ
せ
ら
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
白
旗
は
『
文
明
』
が
『
野
蛮
』
な
る
敗
者
に
対
し
て
か
か

げ
さ
せ
る
旗
で
は
な
く
て
、
歴
史
に
お
い
て
も
っ
と
も
過
酷
な
運
命
を
背
負
う
も
の
た
ち
が
、
そ
の
運
命

の
あ
ま
り
の
重
さ
に
負
け
て
か
か
げ
る
旗
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
想
い
が
わ
た
し
に
沸
い
て

く
る
の
で
あ
る
。
ペ
リ
ー
が
幕
末
の
日
本
を
文
明
化
す
べ
く
も
た
ら
し
た
『
白
旗
』
を
、
明
治
元
年
の
会

津
藩
と
昭
和
二
〇
年
の
沖
縄
の
少
女
が
日
本
そ
れ
じ
た
い
の
代
わ
り
に
か
か
げ
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
、
と
」９

。

私
自
身
は
、
一
時
は
旧
会
津
藩
、
二
本
松
藩
に
預
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
奥
州
旧
守
山
藩
の
出
身
だ
か
ら
、

旧
会
津
藩
や
二
本
松
藩
の
悲
劇
を
熟
知
し
て
い
る
し
、
復
帰
前
の
沖
縄
も
旅
し
て
お
り
、
沖
縄
の
苦
難
も
承
知

し
て
い
る
。
二
つ
の
悲
劇
は
私
な
り
に
理
解
し
て
い
る
つ
も
り
だ
が
、「
ペ
リ
ー
の
白
旗
」
に
つ
い
て
の
、
松

本
の
考
察
の
最
後
の
感
想
が
こ
の
よ
う
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
は
、
黒
船
に
よ
る
開
港
の
意
味
、
そ
こ
に

始
ま
る
世
界
と
日
本
と
の
新
し
い
関
係
の
意
味
を
考
察
す
る
上
で
、
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
煽
る
以
外
に
は
、

何
の
役
に
も
た
た
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
問
を
感
ず
る
。

不
十
分
な
史
料
分
析

ペ
リ
ー
来
航
を
契
機
と
す
る
日
本
の
開
国
と
は
、
そ
も
そ
も
日
米
関
係
な
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
側
史
料
だ
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こ
こ
か
ら
本
書
の
著
者
は
、
初
め
に
「
撫
恤
本
」
が
あ
り
、
そ
の
趣
旨
説
明
の
た
め
に
、「
蘭
船
本
で
書
き
加

え
た
も
の
」
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
。

書
簡
に
前
田
肥
前
守
の
名
が
見
え
る
の
は
不
自
然
と
い
う
指
摘
も
、
専
門
家
の
高
見
と
し
て
認
め
よ
う
。
し

か
し
別
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
筒
井
肥
前
守11

、
で
あ
り
、
矛
盾
は
な
い
。
文
書
の
流
通
に
つ
い
て
、「
八
月
以
降

に
現
れ
、
九
月
に
各
地
方
に
伝
播
さ
れ
た
」
と
い
う
知
見
も
専
門
家
な
ら
で
は
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
宮
地
は

こ
れ
ら
の
特
徴
を
も
と
に
「
偽
文
書
」
と
断
定
し
て
し
ま
う
。

だ
が
、
宮
地
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
、「
偽
文
書
論
が
往
々
に
し
て
面
白
く
な
い
の
は
、
白
か
黒
の
決
着
に

だ
け
固
執
し
て
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
を
問
題
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
で
は
「
偽
文
書
の
方
が
本
物
よ
り
信
じ

ら
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
」12

。
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
ま
さ
に
宮
地
論
文
へ
の
批
評
と
し
て
最
適
で
は
な
い
の
か
。

宮
地
は
白
旗
書
簡
の
瑕
疵
を
指
摘
し
て
「
偽
文
書
」
と
断
定
し
て
し
ま
い
、「
面
白
く
な
い
」
論
文
に
熱
中
し

た
。「
偽
文
書
の
方
が
本
物
よ
り
信
じ
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
」
─
─
宮
地
は
ま
さ
に
そ
れ
を
問
う
べ
き
な

の
だ
。

フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
と
ペ
リ
ー
恫
喝
の
違
い

こ
こ
で
基
に
な
っ
た
「
撫
恤
本
」
と
は
、
ペ
リ
ー
「
第
一
書
簡
」
の
精
神
を
踏
ま
え
て
通
訳
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の
書
い
た
メ
モ
、
す
な
わ
ち
、
ペ
リ
ー
第
一
書
簡
の
「
趣
旨
説
明
（
要
旨
）」
だ
か
ら
こ
そ
信
じ
ら
れ
た
の
で
あ

り
、
こ
れ
以
外
に
理
由
は
見
出
せ
ま
い
。

口
答
で
、
そ
の
後
九
日
に
現
物
と
、「
二
段
階
に
分
け
て
渡
さ
れ
た
」
も
の
と
解
す
る
と
、
こ
れ
を
「
明
白
な

偽
文
書
」
と
断
定
す
る
だ
け
に
終
始
す
る
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
長
・
宮
地
正
人
教
授11
（
当
時
）
の
主
張11

の

誤
り
が
明
ら
か
に
な
る
。

第
一
に
宮
地
は
書
簡
の
文
面
だ
け
を
扱
い
、「
白
旗
と
い
う
実
物
」
を
一
切
無
視
し
て
い
る
。
ペ
リ
ー
が

「
白
旗
二
枚
を
差
出
し
た
」
と
い
う
「
恫
喝
行
為
」
が
重
要
で
あ
り
、
書
簡
あ
る
い
は
添
書
・
覚
書
は
、
そ
の

「
説
明
書
き
」
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。「
説
明
書
き
」
の
欠
陥
だ
け
を
あ
げ
つ
ら
う
の
は
、
本
末
転
倒
で
は
な
い
か
。

真
に
問
う
べ
き
は
、
白
旗
差
出
の
有
無
で
あ
り
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
な
の
だ
。
宮
地
の
議
論
に
は
「
木

を
見
て
森
を
見
な
い
」
欠
点
が
随
所
に
露
呈
し
て
い
る
。
慎
重
な
歴
史
家
が
右
派
教
科
書
と
の
対
決
を
急
ぐ
余

り
、
勇
み
足
を
演
じ
た
も
の
か
。

宮
地
は
白
旗
差
出
の
事
実
を
否
定
す
る
が
、
で
は
六
月
九
日
に
久
里
浜
で
捧
呈
さ
れ
た
「
箱
が
二
つ
存
在
し

た
」
と
い
う
記
録
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
。
そ
も
そ
も
松
本
も
宮
地
も
「
二
つ
の
箱
」
と
い
う
重
要
な
事
実
に

着
目
し
な
い
の
は
、「
最
も
根
本
的
な
状
況
証
拠
」
を
見
落
と
し
た
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
白
旗

差
出
と
は
ノ
ン
バ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
こ
の
「
差
出
行
為
」
が
最
も
重
要
な
の
だ
。

第
二
に
宮
地
は
白
旗
書
簡
文
面
に
お
け
る
不
自
然
な
箇
所
と
し
て
、「
蘭
船
よ
り
申
し
達
し
候
の
通
り
」
の

記
述
を
あ
げ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
ペ
リ
ー
艦
隊
到
着
の
報
が
事
前
に
蘭
船
か
ら
予
告
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま

え
た
挿
入
句
で
あ
り
、「
流
布
の
過
程
で
挿
入
さ
れ
た
も
の
」
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
。
ペ
リ
ー
書
簡
に
書
き

込
ま
れ
る
の
は
明
ら
か
に
不
自
然
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
「
蘭
船
本
」
に
だ
け
あ
り
、「
撫
恤
本
」
に
は
な
い
。
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よ
う
に
錯
覚
し
て
い
る
か
ら
だ
。

「
フ
ィ
ル
モ
ア
親
書
に
書
か
れ
た
思
想
」
と
「
ペ
リ
ー
が
実
際
に
行
っ
た
恫
喝
」
と
は
似
て
非
な
る
も
の
だ
。

そ
の
緊
張
関
係
は
、
朝
鮮
戦
争
期
に
原
爆
投
下
を
主
張
し
て
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
か
ら
解
任
さ
れ
た
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
の
ケ
ー
ス
と
酷
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
フ
ィ
ル
モ
ア
大
統
領
か
ら
ピ
ア
ー
ス
大
統
領
へ
の
政
権
交
代
、

数
年
後
に
勃
発
し
た
南
北
戦
争
を
視
野
に
入
れ
て
こ
そ
、
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
政
策
の
変
化
を
的
確
に
理
解

で
き
よ
う
。

宮
地
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
視
点
で
あ
る
。

宮
地
・
三
谷
・
山
本
が
見
逃
し
た
点

宮
地
正
人
教
授
は
、
前
述
の
よ
う
に
白
旗
書
翰
偽
造
説
の
大
御
所
で
あ
る
。
歴
史
研
究
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
、「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
を
批
判
し
、「
白
旗
書
簡
は
偽
文
書
だ
」
と
断
言
し
、
大
き
な
影
響

を
与
え
た
。
そ
の
権
威
に
ひ
れ
伏
し
て
、『
新
教
科
書
』
は
白
旗
コ
ラ
ム
を
撤
回
し
た
。

宮
地
は
こ
う
論
じ
た
。

「
こ
の
書
簡
（
注
・
白
旗
書
簡
）
を
正
し
い
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
ペ
リ
ー
が
日
本
側
に
『
日
本
語
古
文

の
書
簡
を
送
っ
た
こ
と
』
を
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
、
ペ
リ
ー
は
江
戸
湾
停
泊
中
に
英
文
書

翰
を
書
く
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
点
で
、
ペ
リ
ー
の
側
近
に
、『
日
本
語
古
文
へ
の
翻
訳
を
流
暢
に
で

な
る
ほ
ど
宮
地
は
「
六
月
四
日
対
話
書
」12

と
「
白
旗
書
簡
」
に
つ
い
て
「
両
者
の
文
章
を
比
較
す
れ
ば
、
そ

の
相
似
性
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
重
要
な
指
摘
を
行
い
な
が
ら
、「［
徳
川
］
斉
昭
に
近
い
前
田
夏
蔭
の
名
が
出

て
い
る
が
、
偽
文
書
と
い
う
も
の
は
な
ん
ら
か
の
痕
跡
を
残
す
」
と
偽
文
書
性
の
論
証
に
関
心
が
向
い
て
し
ま

う
。
宮
地
に
は
初
め
に
間
違
っ
た
断
定
が
あ
る
。
ペ
リ
ー
の
通
訳
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
「
皇
朝
古
体
文
辞
が
書
け

る
は
ず
は
な
い
」
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る
の
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
日
本
語
能
力
を
具
体
的
に
検
討
す
る

こ
と
を
し
な
い
。
彼
が
後
日
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
迎
え
ら
れ
、
中
国
学
の
初
代
教
授
に
就
任
す
る
ほ
ど
の
研
究
者

で
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
視
線
が
届
か
な
い
。
国
史
家
の
視
野
狭
窄
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
宮
地
は
こ
う
結
ぶ
。「
こ
の
文
書
を
偽
文
書
と
し
て
確
認
し
た
上
で
、
し
か
も
そ
の
上
で
日
本
の
開

国
と
い
う
未
曾
有
の
事
態
に
直
面
し
た
武
士
階
級
を
含
む
三
千
万
の
日
本
国
民
の
恐
怖
と
不
安
、
そ
し
て
見
通

し
の
た
た
な
い
も
の
へ
の
激
し
い
苛
立
ち
を
理
解
さ
せ
る
た
め
の
恰
好
の
材
料
と
し
て
、
我
々
は
こ
の
史
料
を

活
用
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」12

。

話
は
あ
べ
こ
べ
で
は
な
い
の
か
。「
国
民
の
恐
怖
と
不
安
」「
激
し
い
苛
立
ち
」
が
こ
の
文
書
に
滲
む
こ
と
は

確
か
だ
が
、「
書
簡
の
核
心
」
は
、
む
ろ
ん
「
ペ
リ
ー
の
恫
喝
」
で
は
な
い
の
か
。
現
実
の
白
旗
差
出
こ
そ
が

恫
喝
の
シ
ン
ボ
ル
な
の
だ
。

宮
地
は
せ
っ
か
く
白
旗
書
簡
の
原
型
が
「
六
月
四
日
対
話
書
」
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
そ
の

ペ
リ
ー
の
恫
喝
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
、「
恫
喝
に
お
の
の
く
側
の
不
安
と
苛
立
ち
」
し
か
読
み
取
れ
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
。
白
旗
を
「
降
伏
勧
告
」
で
は
な
く
、
ま
る
で
「
友
好
の
象
徴
」
で
あ
る
か
の
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三
谷
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
モ
リ
ソ
ン
号
体
験
、
日
本
語
の
学
習
歴
に
は
注
目
し
た
も
の
の
、「
高
級
な
日
本

語
を
綴
れ
る
人
物
」
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
。
実
は
こ
こ
に
落
と
し
穴
が
あ
る
。

内
容
を
問
わ
ぬ
ま
ま
に
、
一
方
で
「
皇
朝
古
体
文
辞
」
と
評
し
つ
つ
、
流
布
さ
れ
た
白
旗
文
書
を
並
べ
る
か

ら
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
手
に
余
る
は
ず
と
即
断
し
て
し
ま
う
の
だ
。

山
本
博
文
東
大
史
料
編
纂
所
教
授
の
『
ペ
リ
ー
来
航
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
三
年
）
も
同
じ
偽
文
書
説
の
立
場
を

と
っ
て
い
る
。「
白
旗
を
交
渉
の
し
る
し
と
説
明
し
、
江
戸
湾
を
測
量
す
る
船
に
も
白
旗
を
掲
げ
さ
せ
た
こ
と

は
事
実
」、「
し
か
し
、
こ
れ
と
ペ
リ
ー
が
実
際
に
そ
の
よ
う
な
文
書
を
渡
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
別
問

題
で
あ
る
」
と
両
者
を
峻
別
し
て
し
ま
う
。

こ
う
し
て
宮
地
・
三
谷
・
山
本
ら
東
大
系
歴
史
家
は
、
偽
文
書
説
に
凝
り
固
ま
っ
て
い
て
、
日
米
交
渉
の
恫

喝
現
場
か
ら
目
を
背
け
、
そ
の
論
理
は
随
所
で
破
綻
し
て
い
る
。

白
旗
文
書
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
る
添
書
き

「
皇
朝
古
体
文
辞
」
は
幕
府
側
が
「
解
読
し
た
結
果
を
ま
と
め
た
文
書
」
で
あ
り
、
元
の
白
旗
文
書
は
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
「
通
訳
メ
モ
」
あ
る
い
は
、「
添
書
き
」
で
あ
り
、
そ
の
原
文
は
、
辛
う
じ
て
文
意
が
読
み

取
れ
る
程
度
の
文
章
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
の
だ
。

「
皇
朝
古
体
文
辞
」
の
呼
称
を
絶
対
化
し
て
、
直
ち
に
「
高
級
な
日
本
語
文
体
」
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
、

き
る
者
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
』
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」11

宮
地
は
「
ペ
リ
ー
の
側
近
に
、
日
本
語
古
文
へ
の
翻
訳
を
流
暢
に
で
き
る
者
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
」
を
立

証
せ
よ
と
書
い
た
が
、「
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
存
在
」
は
ま
る
で
眼
中
に
な
い
。

同
じ
く
偽
造
説
に
立
つ
三
谷
博
東
大
教
授11

は
、『
ペ
リ
ー
来
航
』11

の
中
で
こ
う
評
し
た
。

「（
ペ
リ
ー
は
）
日
本
語
と
中
国
語
の
通
訳
と
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
中
国
で
雇
い
入
れ
て
い
た
」、「
彼
は

在
清
宣
教
団
の
一
員
で
、
か
つ
て
モ
リ
ソ
ン
号
で
浦
賀
に
来
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
送
還
に
失
敗

し
た
日
本
人
漂
流
民
か
ら
日
本
語
を
習
っ
て
い
た
が
、
再
来
ま
で
に
は
か
な
り
忘
れ
て
い
た
。」11

三
谷
は
こ
う
続
け
た
。

「
日
米
の
間
に
直
接
言
語
が
通
じ
な
か
っ
た
こ
と
は
（
…
）
日
米
交
渉
に
際
し
て
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
側

に
降
伏
の
印
と
し
て
白
旗
を
交
付
し
た
と
い
う
説
に
根
拠
が
な
き
こ
と
も
示
し
て
い
る
。」

「
こ
の
説
の
依
拠
す
る
史
料
は
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
側
に
皇
朝
古
体
文
辞
の
文
書
を
渡
し
た
と
述
べ
て
い

る
が
、
当
時
、
ペ
リ
ー
艦
隊
に
は
、
日
本
人
漂
流
民
を
含
め
、
そ
の
よ
う
に
高
級
な
日
本
語
を
綴
れ
る
人

物
は
乗
船
し
て
い
な
か
っ
た
。」11
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『
隨
行
日
誌
』
に
見
ら
れ
る
日
本
語
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
黒
船
に
乗
っ
て
や
っ
て
き
た
段
階
で
、
本
当
に
日
本
語
を
「
か
な
り
忘
れ
て
い
た
」
の

だ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
自
身
の
日
誌
を
調
べ
て
見
よ
う11

。

・
最
初
の
船
上
対
話
全
体
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
日
本
人
の
物
腰
は
威
厳
が
あ
り
、
冷
静
沈
着
で
あ
っ
た
。
栄

左
衛
門
は
は
っ
き
り
し
た
口
調
で
語
り
、
達
之
助
が
そ
れ
を
ポ
ー
ト
マ
ン
氏
の
た
め
に
オ
ラ
ン
ダ
語
に
翻
訳

し
た
。
私
に
は
彼
ら
の
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
分
か
っ
た
。

・
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
武
家
言
葉
で
話
そ
う
と
す
れ
ば
、
か
な
り
の
訓
練
が
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
幕
府
側

に
私
の
日
本
語
よ
り
も
は
る
か
に
う
ま
く
オ
ラ
ン
ダ
語
を
話
す
者
が
い
て
よ
か
っ
た
と
思
う
。
お
か
げ
で
対

話
が
よ
り
満
足
で
き
る
も
の
と
な
っ
た
か
ら
だ
。

上
記
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
随
行
日
誌
』
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
彼
に
は
栄
左
衛
門
の
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
理
解
で
き
て
い
た
の
だ
。
た
だ
し
、
威
厳
に
満
ち
た
武
士
の
言
葉
で
、「
あ
た
か
も
候
文
の
よ
う
に
」

語
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
日
誌
は
こ
う
続
く
。

・
対
話
を
終
え
る
時
に
、
在
席
の
役
人
は
浦
賀
で
最
も
位
の
高
い
栄
左
衛
門
だ
と
通
訳
が
説
明
し
た
。
そ
し
て

艦
長
の
名
前
を
尋
ね
て
き
た
。
名
前
を
教
え
て
や
る
と
、
こ
れ
以
上
は
あ
り
え
な
い
と
い
っ
た
風
に
か
し
こ

現
実
に
行
な
わ
れ
た
「
手
さ
ぐ
り
の
対
話
」
と
い
う
現
実
に
ま
で
想
像
力
が
及
ば
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
書
い
た
「
皇
朝
古
体
文
辞
」
と
は
、
幕
府
の
専
門
家
が
辛
う
じ
て
解
読
で
き
る
程
度
の
レ

ベ
ル
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
今
日
の
白
旗
文
書
の
形
で
、
文
意
を
解
読
で
き
た
の
は
、「
漢

語
訳
」
が
付
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
。

い
わ
ゆ
る
「
皇
朝
古
体
文
辞
」
と
は
、
前
後
の
脈
絡
か
ら
判
断
し
て
「
カ
タ
カ
ナ
書
き
文
語
調
」
の
文

（
一
部
に
漢
字
を
含
む
）
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。「
国
法
、
撫
恤
、
天
理
、
通
商
」
と
い
っ
た
漢
語
の
語
彙

は
、
漢
訳
を
用
い
れ
ば
代
用
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
つ
な
ぐ
部
分
を
カ
タ
カ
ナ
書
き
し
て
、
し
か

も
「
ナ
リ
、
ケ
リ
、
ベ
シ
、
ゴ
ト
シ
」
な
ど
を
文
末
に
補
っ
た
文
語
調
の
文
体
、
こ
れ
こ
そ
が
「
皇
朝
古
体
文

辞
」「
皇
朝
古
文
言
」
と
評
さ
れ
た
覚
書
の
実
体
で
は
な
い
か
。

す
で
に
漢
語
訳
は
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
付
し
た
「
テ
ニ
ヲ
ハ
」
の
助
詞
類
が
間
違
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
基
本
的
な
意
味
は
十
分
に
通
じ
る
。
繰
り
返
す
が
、
カ
タ
カ
ナ
文
語
調
の
文
（
漢
語
が
部
分
的
に

挿
入
さ
れ
た
可
能
性
あ
り
）
が
、「
皇
朝
古
体
文
辞
」
な
の
だ
。

宮
地
は
「
白
旗
書
簡
は
当
時
の
日
本
人
の
妄
想

0

0

が
作
り
出
し
た
も
の
だ
」（
強
調
引
用
者
）
と
す
る
が
、
妄
想

で
さ
え
も
「
虚
空
か
ら
は
生
ま
れ
な
い
」
こ
と
に
留
意
さ
れ
よ
。「
漂
流
民
を
撫
恤
し
な
い
こ
と
」
が
「
天
理

に
背
く
」
と
い
っ
た
人
権
思
想
は
、
幕
末
の
日
本
人
に
は
な
い
発
想
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
を
宮
地
は
再
考
す

べ
き
な
の
だ
。「
妄
想
さ
え
す
れ
ば
何
で
も
書
け
る
」
と
い
う
認
識
は
、
間
違
い
で
は
な
い
か
。
人
々
の
思
想

が
時
代
の
制
約
を
受
け
て
い
る
点
に
着
目
し
な
い
歴
史
家
を
私
は
疑
う
。
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「
ペ
リ
ー
の
部
下
が
浦
賀
奉
行
所
と
や
り
と
り
を
し
た
時
、
白
旗
を
交
渉
の
し
る
し
と
説
明
し
、
江
戸
湾

を
測
量
す
る
船
に
も
白
旗
を
掲
げ
さ
せ
た
と
は
事
実
で
あ
っ
た
。（
…
）
し
か
し
、
こ
れ
と
ペ
リ
ー
が
実

際
に
そ
の
よ
う
な
文
書
を
渡
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
事
実
と
し
て
は
、

宮
地
氏
の
主
張
が
正
し
い
。」

「［
白
旗
の
現
物
で
は
な
く
］
書
簡
を
幕
府
に
渡
し
た
と
い
う
う
わ
さ
が
流
布
し
た
。」

「
興
味
深
い
こ
と
は
、
白
旗
書
簡
の
う
わ
さ
を
書
き
留
め
た
史
料
が
意
外
に
多
い
こ
と
で
あ
る12

。」

「
史
料
が
意
外
に
多
い
」
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
詮
索
す
る
こ
と
も
歴
史
家
の
仕
事
で
は
な
い
の
か
。

大
江
志
乃
夫
『
ペ
リ
ー
艦
隊
大
航
海
記
』

こ
こ
で
長
老
・
大
江
志
乃
夫
教
授
の
『
ペ
リ
ー
艦
隊
大
航
海
記12

』
を
見
て
お
く
。
大
江
は
白
旗
そ
の
も
の
の

差
出
し
に
つ
い
て
は
「
徳
川
斉
昭
の
老
中
阿
部
正
弘
あ
て
建
議
書
に
書
か
れ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、「
こ
の
こ

と
は
事
実
で
あ
ろ
う
」
と
解
す
る11

。
し
か
し
白
旗
書
簡
に
つ
い
て
は
、「
史
料
の
出
所
が
は
な
は
だ
怪
し
」
く
、

「
偽
書
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
大
き
い11

」
と
し
、「
書
簡
の
内
容
に
も
信
を
お
き
が
た
い
点
が
あ
る
」
と
し

て
、
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
の
授
受
を
困
難
に
す
る
よ
う
な
「
最
後
通
告
め
い
た
脅
し
を
し
た
か
ど
う
か
、
お
お
い

に
疑
問
が
あ
る
」
と
指
摘
し
た11

。

当
時
の
状
況
を
考
え
る
な
ら
ば
、
論
理
は
逆
な
の
だ
。
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
の
「
授
受
が
困
難
と
見
ら
れ
た
」

ま
っ
た
。

・
あ
な
た
は
ア
メ
リ
カ
人
か
？
─
─
然
り
、
い
か
に
も
ア
メ
リ
カ
人
で
ご
ざ
る
。
そ
の
問
い
に
い
く
ら
か
驚
い

た
か
の
よ
う
に
答
え
て
や
っ
た
。
そ
こ
で
一
同
大
笑
い
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
、
日
本
語
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
功
さ
せ
た
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。

三
谷
の
『
ペ
リ
ー
来
航
』
で
は
、
私
が
利
用
し
た
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
か
ら
少
な
か
ら
ず
前
後
の
史

料
を
引
用
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
か
「
箱
を
二
つ
受
領
し
た
」
と
記
す
文
書11

ま
で
は
目
が
届
か
な
い
。
素
人
の
私

が
数
時
間
の
調
査
で
発
見
で
き
た
史
料
に
、
こ
の
分
野
の
専
門
家
が
気
づ
か
な
い
理
由
（
あ
る
い
は
あ
え
て
無
視

す
る
理
由
）
は
、
ま
る
で
不
可
解
で
あ
る
。

山
本
博
文
の
疑
文
書
説

山
本
博
文
教
授12

も
疑
文
書
説
だ
。

「
宮
地
正
人
氏
は
、
ペ
リ
ー
が
白
旗
書
簡
を
渡
し
た
と
い
う
証
拠
は
な
く
、
外
交
交
渉
の
場
で
、
ペ
リ
ー

自
身
が
国
家
に
報
告
し
て
い
な
い
私
信
を
渡
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
白
旗
書
簡
は
疑
文
書
で
あ

る
と
主
張
し
た
。」
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「
増
補
」
を
加
え
た
講
談
社
学
術
文
庫
版
は
一
九
九
八
年
五
月
に
出
た
。
つ
ま
り
松
本
と
し
て
は
、
こ
の
学
術

文
庫
版
が
白
旗
伝
説
の
決
定
版
の
つ
も
り
ら
し
い
。

松
本
は
「
学
術
文
庫
版
ま
え
が
き
」
で
、
自
ら
の
旧
説
の
不
備
を
次
の
よ
う
に
修
正
し
た
。
す
な
わ
ち
「
ペ

リ
ー
の
白
旗
が
日
本
側
に
手
渡
さ
れ
た
の
は
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
の
六
月
九
日
で
は
な
く
、
六
月
四
日
の

時
点
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」、
と
い
う
推
定
で
あ
る
。
こ
の
推
定
に
自
信
を
込
め
て
「
こ
の
ま
え
が
き
を
書

い
て
い
る
時
点
で
は
、
ほ
ぼ
確
定
と
断
言
し
て
い
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
」
と
強
調
し
た
。

松
本
の
新
し
い
断
定
の
根
拠
は
な
に
か
。
松
本
旧
説
の
「
白
旗
差
出
六
月
九
日
説
」
で
は
、『
阿
部
正
弘
事

蹟
』
や
浦
賀
奉
行
所
の
他
の
記
録
な
ど
と
矛
盾
す
る
か
ら
だ
。
奉
行
所
の
「
六
月
四
日
付
け
記
録
」
に
は
、
ペ

リ
ー
側
は
、「［
六
月
四
日
か
ら
数
え
て
］
四
日
目
昼
過
ぎ
ま
で
相
待
ち
、
御
返
答
こ
れ
な
く
候
わ
ば
、
今
は
致
し

方
も
こ
れ
な
く
、
江
戸
表
へ
罷
り
越
し
候
と
も
、
又
い
か
よ
う
と
も
存
念
通
り
取
計
う
べ
く
申
し
候
。
も
っ
と

も
、
そ
の
節
に
至
り
事こ

と

平た
い
ら
ぐの

用
向
き
こ
れ
あ
り
候
わ
ば
、
白
旗
を
掲
げ
参
れ
、
申
す
べ
く
候
、
と
発
言
し
て

い
る
」。「
こ
の
と
き
日
本
側
は
、
白
旗
を
掲
げ
る
こ
と
が
降
伏･

和
睦
を
申
し
入
れ
る
さ
い
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で

あ
る
事
実
を
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
ペ
リ
ー
側
が
じ
っ
さ
い
に
そ
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
記
録
を
残
し
よ
う
も
な
い
わ
け
で
あ
る21

」。

松
本
は
『
大
日
本
古
文
書
』
シ
リ
ー
ズ
の
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』21

所
収
史
料
一
一
九
号
「
六
月
九
日

（
？
）
米
国
使
節
ペ
リ
ー
書
翰
、
我
政
府
へ
白
旗
差
出
の
件
」
に
基
づ
い
て
、
差
出
日
を
ひ
と
ま
ず
「
九
日
」

と
措
定
し
た
あ
と
、
奉
行
所
の
他
の
記
録
と
の
矛
盾
を
解
く
た
め
に
九
日
か
ら
、
四
日
に
繰
り
上
げ
た
わ
け
だ
。

か
ら
こ
そ
、「
恫
喝
行
為
が
必
要
」
な
の
だ
。
開
国
以
後
の
事
態
か
ら
、
海
禁
当
時
の
非
正
規
の
交
渉
を
論
ず

る
の
は
、
倒
錯
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
文
庫
版
の
た
め
の
補
注
」
で
は
、
白
旗
書
簡
が
「
真
正
の
書
簡
で
あ
る
可
能
性
も
全
面
的
に
は

否
定
で
き
な
く
な
っ
た
」
と
動
揺
し
、「
白
旗
に
そ
の
用
法
に
関
す
る
書
翰
が
添
え
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
七
月
九
日
に
香
山
栄
左
衛
門
に
手
交
さ
れ
た
と
断
定
し
て
よ
い
」
と
解
釈
を
変
え
て
い
る11

。

朝
河
が
す
で
に
論
証
し
た
よ
う
に
、
和
暦
六
月
九
日
に
香
山
栄
左
衛
門
に
、
書
簡
が
「
手
交
さ
れ
た
」
と
解

す
る
の
は
誤
り
で
あ
り
、
当
日
は
そ
の
「
含
意
を
説
明
し
た
だ
け
」
で
あ
っ
た
。

実
際
に
白
旗
二
枚
と
ペ
リ
ー
書
簡
が
差
し
出
さ
れ
た
の
は
、「
一
四
日
久
里
浜
に
上
陸
し
た
ペ
リ
ー
一
行
に

よ
っ
て
国
書
と
と
も
に
」
で
あ
っ
た
。
大
江
が
ま
ず
白
旗
の
授
受
を
認
め
、
次
い
で
白
旗
書
簡
に
つ
い
て
も
解

釈
を
修
正
し
た
の
は
歓
迎
す
べ
き
だ
が
、
問
題
の
経
緯
を
史
料
に
即
し
て
具
体
的
に
検
討
し
て
い
な
い
の
は
、

遺
憾
で
あ
る
。

（
３
）
無
視
さ
れ
た
朝
河
の
貢
献

松
本
健
一
『
白
旗
伝
説
』

松
本
健
一
氏
が
『
白
旗
伝
説
』
を
書
い
て
一
石
を
投
じ
た
の
は
一
九
九
三
年21

で
あ
り
、「
発
表
し
た
あ
と
の

波
紋
と
、
そ
の
後
の
展
開
」
を
含
め
て
新
潮
社
版
に
ま
と
め
た
の
は
一
九
九
五
年
五
月
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
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た
だ
し
、「
エ
ー
ル
大
学
総
長
ク
ラ
ー
ク
（G

. G
. C

lark

）
宛
の
私
信
」
と
い
う
書
き
方
は
、
明
ら
か
に
誤
解

で
あ
る
。
ク
ラ
ー
ク
は
「
エ
ー
ル
大
学
総
長
」
で
は
な
く
、「
ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
一
八
九
九
年
卒
業
ク
ラ
ス
」

の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
だ
（
書
簡
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
本
書
第
４
章
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

三
輪
が
朝
河
書
簡
に
注
目
し
た
の
は
よ
い
が
、
こ
の
書
簡
以
前
に
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
編
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
航

海
日
誌
』
に
寄
せ
た
朝
河
の
書
評
（
本
書
第
４
章
を
参
照
）
が
最
も
重
要
な
文
献
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
の

は
、
大
き
な
ミ
ス
で
あ
る
。

ア
マ
チ
ュ
ア
研
究
者
・
鈴
木
健
司
の
慧
眼

こ
う
し
て
松
本
健
一
や
加
藤
祐
三
、
そ
し
て
宮
地
正
人
、
三
谷
博
、
山
本
博
文
ら
高
名
な
歴
史
家
た
ち
の
解

釈
と
は
ち
が
っ
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
日
本
語
能
力
を
高
く
評
価
し
て
「
ペ
リ
ー
艦
隊
通
訳
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
こ

そ
が
白
旗
書
簡
の
起
草
者
」
と
推
定
し
た
の
は
「
ア
マ
チ
ュ
ア
研
究
者
・
鈴
木
健
司22

」
で
あ
る
。

「
撫
恤
本
」
か
ら
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
思
想
を
読
み
取
っ
た
論
文
、「
モ
リ
ソ
ン
号
の
亡
霊
た
ち
」
に
触
れ
て
結

び
と
し
た
い
。
鈴
木
は
春
日
政
治
の
マ
タ
イ
伝
紹
介
を
踏
ま
え
て
、
こ
う
指
摘
し
た
。

（
１
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
ペ
リ
ー
艦
隊
に
い
た
こ
と
は
、
こ
の
時
の
外
交
交
渉
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

（
２
）
漂
流
民
を
撫
恤
せ
ざ
る
事
、
と
い
う
幕
政
批
判
を
日
本
人
に
書
け
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る21

。

こ
の
分
析
能
力
は
素
晴
ら
し
い
。

な
る
ほ
ど
、
こ
の
修
正
に
よ
っ
て
奉
行
所
の
記
録
な
ど
と
の
整
合
性
は
保
証
で
き
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
重
要
史

料
の
タ
イ
ト
ル
に
な
ぜ
「
六
月
九
日
（
？
）」
と
疑
問
符
が
付
さ
れ
て
い
た
か
を
松
本
は
、
説
明
で
き
な
か
っ

た
（
著
者
は
本
書
第
２
章
で
説
明
し
た
）。

三
輪
公
忠
『
隠
さ
れ
た
ペ
リ
ー
の
白
旗
』
に
お
け
る
朝
河
理
解

最
後
に
、
他
の
日
本
史
家
た
ち
と
違
っ
て
、
せ
っ
か
く
英
文
史
料
を
手
に
し
な
が
ら
、
読
み
き
れ
て
い
な
い

三
輪
公
忠
上
智
大
学
名
誉
教
授
の
所
説22

に
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
お
き
た
い
。
三
輪
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
朝
河
が
こ
の
史
料
に
言
及
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
不
条
理
な
行
動
へ
の
批
判
と
し
た
の
は
、
太
平
洋
戦
争

終
結
直
後
の
一
九
四
五
年
八
月
一
九
日
の
日
付
の
あ
る
、
エ
ー
ル
大
学
総
長
ク
ラ
ー
ク
（G

. G
. C

lark

） 

宛

の
私
信
に
お
い
て
だ
け
で
あ
っ
た22

。」

敗
戦
前
夜
に
、
日
本
敗
戦
を
日
米
開
戦
以
前
か
ら
予
想
し
て
い
た
朝
河
が
、
最
も
親
し
い
ア
メ
リ
カ
の
友
人

ク
ラ
ー
ク
に
宛
て
て
書
い
た
書
簡
が
、
注
目
す
べ
き
内
容
を
含
む
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
書
簡
は

『
朝
河
貫
一
書
簡
集
』
に
収
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
こ
の
書
簡
に
言
及
し
た
論
文
等
は
現
れ
な
か
っ
た
。
三

輪
の
引
用
は
、
そ
の
空
白
を
埋
め
た
も
の
で
あ
り
、
朝
河
の
役
割
に
対
す
る
高
い
評
価
も
大
い
に
共
鳴
で
き
る

と
こ
ろ
だ
。
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語
に
お
い
て
も
、
書
き
言
葉
と
文
語
体
に
差
異
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。

③
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
一
八
三
七
年
の
モ
リ
ソ
ン
号
事
件
の
教
訓
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
た
。
日
本
人
漂
流
民

を
送
還
し
よ
う
と
浦
賀
沖
ま
で
来
航
し
な
が
ら
、
砲
撃
を
受
け
て
追
い
払
わ
れ
た
モ
リ
ソ
ン
号
に
若
い
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
が
乗
船
し
て
い
た
。
こ
の
モ
リ
ソ
ン
号
の
体
験
を
教
訓
と
し
て
、
ペ
リ
ー
に
示
唆
を
与
え
る
こ
と
も

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
期
待
さ
れ
た
役
割
で
あ
っ
た
。
朝
河
貫
一
は
こ
の
種
の
役
割
を
意
識
し
て
モ
デ
レ
ー
タ
ー
の

一
語
を
用
い
た
が
、
単
に
武
力
に
よ
る
威
嚇
だ
け
で
は
な
く
、
い
か
な
る
手
段
で
対
話
の
チ
ャ
ネ
ル
を
確
保
す

る
か
、
会
談
の
き
っ
か
け
作
り
が
最
も
重
要
で
あ
っ
た
局
面
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
役
割
は
大
き
か
っ
た
。

鈴
木
は
、
こ
こ
か
ら
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
日
本
語
能
力
へ
の
過
小
評
価
を
戒
め
、
特
に
「
自
国
漂
流
民
の
撫

恤
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
着
目
し
た
。
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
白
旗
書
簡
の
う
ち
、
矢
吹
の
い
う
「
撫
恤

本
」
に
の
み
見
え
る
が
、
こ
こ
か
ら
ペ
リ
ー
と
は
区
別
さ
れ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
自
身
の
「
人
権
思
想
」
を
読
み

取
っ
た
の
が
鈴
木
の
慧
眼21

で
あ
っ
た
。

も
し
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
、
引
退
後
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
迎
え
ら
れ
、
中
国
学
の
基
礎
を
構
築
し
た
こ
と
、
そ
の

子
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
が
父
の
記
録
を
整
理
し
た
こ
と
、
そ
し
て
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
を
師
と
し
て
、
わ
が
朝
河
貫
一
が

博
士
論
文
『
大
化
改
新
』
の
指
導
を
受
け
、『
日
露
衝
突
』
に
序
文
を
書
い
て
も
ら
い
、
日
露
講
和
問
題
で
は
、

「
イ
ェ
ー
ル
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
参
加
者
の
一
人
と
し
て
知
見
を
貢
献
し
た
事
実
等
を
知
る
な
ら
ば
、
鈴
木
は

も
っ
と
自
信
を
も
っ
て
、
こ
の
説
を
提
起
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。

（
１
）
の
着
眼
は
、
ペ
リ
ー
自
身
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
貢
献
を
高
く
評
価
し
た
書
簡
を
書
い
て
、「
米
国
公
使

館
書
記
兼
通
訳
」
に
推
薦
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

（
２
）
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
思
想
を
実
に
的
確
に
読
み
取
っ
て
い
る
。
宣
教
師
と
し
て
で
は
な
い
が
、

T
he A

m
erican B

oard of C
om

m
issioners for Foreign M

issions 

（
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｆ
Ｍ
）
の
活
動
に
大
き
な
貢
献

を
し
て
、
中
国
布
教
史
に
名
を
残
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
漢
字
名･

衛
三
畏
）
の
、
堅
い
信
念
に
裏
付
け
ら
れ

た
行
動
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
当
時
の
日
本
に
は
、
こ
の
よ
う
な
偽
文
書
を
執
筆
で
き
る
書
き
手
は
存
在
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

鈴
木
の
論
点
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

①
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
一
八
五
四
年
の
再
来
時
に
、
密
航
を
企
て
た
吉
田
松
陰
に
応
対
し
た
が
、
松
陰
の
印
象

は
次
の
通
り
だ
。「
ウ
リ
ア
ム
ス
日
本
語
を
使
ふ
、
誠
に
早
口
に
て
一
語
も
誤
ら
ず
。
而
し
て
吾
れ
等
の
云
ふ

と
こ
ろ
は
解
せ
ざ
る
如
き
こ
と
多
し
。
蓋
し
渠
れ
が
狡
猾
な
ら
ん
。
是
を
以
て
云
は
ん
と
欲
す
る
こ
と
多
く
云

ひ
得
ず
」（
三
月
二
七
日
夜
の
記
）。
な
る
ほ
ど
彼
ら
の
口
頭
で
の
会
話
は
、
チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
筆
談
な
ら
ば
十
分
に
相
互
理
解
が
可
能
で
あ
っ
た
事
実
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

②
春
日
政
治
『
一
八
五
〇
年
和
訳
の
馬
太
伝
』
に
よ
る
と
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
訳
と
思
わ
れ
る
マ
タ
イ
伝
が
存

在
す
る
。
春
日
に
よ
れ
ば
、
そ
の
日
本
語
は
文
語
体
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
訳
と
は
異
な
る

要
素
が
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
中
国
語
に
お
け
る
「
口
語
と
文
語
」
の
違
い
を
知
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
日
本
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７　

宮
澤
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
一
八
五
八
年
九
月
二
〇
日
～
一
〇
月
七
日
に
長
崎
に
来
た
こ
と
は
記
し
て
い
な
い
。「
一

八
五
八
年
九
月
、
中
国
在
住
の
二
人
の
ア
メ
リ
カ
人
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
Ｓ
ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
エ

ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ル
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
へ
布
教
す
る
可
能
性
を
窺
う
た
め
に
米
国
船
ミ
ネ
ソ
タ
号
で
来
崎
し

た
。
長
崎
到
着
後
、
二
人
は
た
ま
た
ま
来
航
し
て
い
た
米
国
船
ポ
ー
ハ
タ
ン
号
の
従
軍
牧
師
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ッ
ド

と
出
会
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
か
ら
「
阿
片
と
キ
リ
ス
ト
教
を
排
除
で
き
る
な
ら
商
業
上
の
特

権
を
外
国
人
に
与
え
て
も
よ
い
」
と
い
う
日
本
高
官
の
言
明
を
聞
い
た
。
こ
れ
に
応
え
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
サ
イ
ル

と
ウ
ッ
ド
の
三
人
は
、
監
督
教
会
（
聖
公
会
）、
改
革
派
、
長
老
派
の
伝
道
局
に
対
し
て
、
真
の
キ
リ
ス
ト
教
の
何
た

る
か
を
伝
え
得
る
優
秀
な
人
物
を
至
急
日
本
に
派
遣
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
書
い
た
文
書
を
提
出
す
る
こ
と
で
意

見
が
一
致
し
た
」。
レ
イ
ン
・
ア
ー
ン
ズ
著
『
長
崎
居
留
地
の
西
洋
人
』（
長
崎
文
献
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
～
三
頁
）。

８　

松
本
健
一
の
「
白
旗
伝
説
」
初
出
は
『
群
像
』
一
九
九
三
年
四
月
号
。
そ
の
後
「
白
旗
伝
説
余
波
」「
白
旗
伝
説

異
聞
」
等
三
篇
の
エ
ッ
セ
イ
を
加
え
て
単
行
本
『
白
旗
伝
説
』
新
潮
社
版
を
一
九
九
五
年
五
月
に
出
版
し
た
。
さ
ら

に
そ
の
後
執
筆
し
た
エ
ッ
セ
イ
四
篇
を
加
え
て
『
白
旗
伝
説
』
講
談
社
学
術
文
庫
版
を
一
九
九
八
年
五
月
に
出
版
し

た
。
松
本
は
最
初
の
論
考
に
お
い
て
、
問
題
意
識
を
直
截
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
た
と
え
ば
、
ペ
リ
ー
来
航
事
件

を
め
ぐ
っ
て
の
、
い
ち
ば
ん
最
近
の
論
考
で
あ
る
加
藤
祐
三
の
『
黒
船
異
変
─
─
ペ
リ
ー
の
挑
戦
』（
岩
波
新
書
、
一

九
八
八
年
）
に
も
、
白
旗
の
こ
と
は
一
言
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
」
と
（
学
術
文
庫
版
、
三
六
頁
）。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ

い
て
の
加
藤
の
主
著
は
『
黒
船
前
後
の
世
界
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
八
五
年
に
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
、
一
九

九
四
年
に
ち
く
ま
学
芸
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
。
こ
の
主
著
に
お
い
て
も
加
藤
は
白
旗
に
言
及
し
て
い
な
い
。
と
い
う

よ
り
も
加
藤
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
像
は
極
度
に
分
裂
し
て
い
る
。「
ペ
リ
ー
は
日
本
語
通
訳
を
同
行
さ
せ
て
い
な
い
［
傍

線
は
矢
吹
］。
ペ
リ
ー
が
通
訳
と
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
同
行
を
要
請
し
た
と
き
に
は
、
彼
が
か
な
り
の
日
本
語
を
解

す
と
い
う
点
が
考
慮
に
入
っ
て
い
た
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
自
身
は
、
自
分
は
す
で
に
日
本
語
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
お

り
、
日
本
側
の
オ
ラ
ン
ダ
語
通
訳
の
方
が
立
派
だ
と
認
め
て
い
る
」（
ち
く
ま
文
庫
、
四
二
頁
）。
加
藤
は
ウ
ィ
リ
ア
ム

い
ず
れ
に
せ
よ
、
鈴
木
健
司
が
通
説
で
は
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
「
通
商
要
求
」
と
は
異
な
る
「
漂
流

民
の
撫
恤
」
無
視
を
「
天
理
に
悖も

と

る
大
罪
」
と
み
な
す
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
思
想
」
に
着
目
し
た
点
が
凡
俗
の

歴
史
家
・
評
論
家
た
ち
と
の
違
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

注
１　

若
井
敏
明
「
ペ
リ
ー
の
白
旗
書
簡
に
つ
い
て
」『
大
阪
成
蹊
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
〇
号
、
こ
の
紀
要

が
投
稿
を
受
理
し
た
の
は
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
二
九
日
で
あ
る
。

２　

若
井
論
文
「
終
わ
り
に
」、
二
二
頁
。
こ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
は
、「
ペ
リ
ー
側
の
脅
迫
的
姿
勢
」
で
あ
る
。
ペ
リ
ー
書

簡
に
秘
め
ら
れ
た
「
脅
迫
的
姿
勢
」
を
、
洞
富
雄
は
あ
た
か
も
ラ
ブ
レ
タ
ー
も
ど
き
の
文
体
で
誤
訳
し
た
。
そ
の
誤

訳
に
引
き
ず
ら
れ
て
「
脅
迫
的
姿
勢
」
を
否
定
し
た
読
み
方
が
横
行
し
た
の
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
占
領
軍
を
解
放
軍

と
誤
認
し
た
左
翼
的
日
米
関
係
論
が
歴
史
学
界
に
お
い
て
再
生
産
さ
れ
続
け
た
珍
現
象
の
一
部
で
あ
ろ
う
。

３　

若
井
論
文
、
一
八
頁
。

４　

若
井
論
文
、
二
〇
頁
。

５　

若
井
論
文
、
二
二
頁
。

６　

岸
俊
光
著
、
一
九
一
～
一
九
二
頁
で
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
名
誉
教
授
入
江
昭
は
「
ペ
リ
ー
が
白
旗
書
簡
を
差
し
出

し
た
こ
と
な
ど
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、
僕
が
日
米
関
係
を
考
え
る
場
合
も
そ
う
い
う
問
題
は
念
頭
に

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
証
言
で
あ
る
。
日
米
関
係
の
原
点
に
存
在
し
た
白
旗
を

忘
れ
た
日
米
関
係
論
は
、
真
実
を
著
し
く
歪
め
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
白
旗
と
い
う
原
点

を
見
失
う
こ
と
は
、
虚
像
に
合
わ
せ
て
空
中
楼
閣
を
建
て
る
に
等
し
い
。
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第５章　「白旗」論争

14　
「
又
い
か
よ
う
と
も
存
念
通
り
取
計
う
べ
く
申
し
候
。
も
っ
と
も
、
そ
の
節
に
至
り
事こ
と

平た
い
ら
ぐの

用
向
き
こ
れ
あ
り
候

わ
ば
、
白
旗
を
掲
げ
参
れ
、
申
す
べ
く
候
」。

15　
『
歴
史
評
論
』
一
二
一
頁
、
末
尾
。

16　

宮
地
正
人
論
文
、『
歴
史
評
論
』
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
号
。

17　

東
大
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
。

18　
『
ペ
リ
ー
来
航
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
。

19　

三
谷
博
著
『
ペ
リ
ー
来
航
』
吉
川
弘
文
館
、
一
一
〇
頁
。

20　

三
谷
博
著
『
ペ
リ
ー
来
航
』
吉
川
弘
文
館
、
一
一
一
頁
。

21　

D
uring the w

hole of this interview
 the bearing of these Japanese w

as dignified and self-possessed. 
Yezaim

on spoke in a clear voice and, through T
atsnoski, w

ho put it into D
utch for M

r. Portm
an, I 

could m
ake out alm

ost all they said but it w
ould require considerable practice to speak that style 

and I am
 not sorry that one of them

 know
s D

utch so m
uch better than I do Japanese for I think 

intercom
m

unication is likely to be m
ore satisfactory. A

t the close of the interview
 the interpreter said 

the officer present w
as the highest in U

raga, and his nam
e Yezaim

on. “W
hat is the nam

e of the captain 
of this ship?” H

e w
as told, and nothing could be m

ore polite than the w
hole m

anner of this incident. 
“A

re you an A
m

erican?” “Yes, to be sure I am
.” I replied in a tone to intim

ate som
e surprise at the 

question w
here at these w

as a general laugh

．pp.51-52.

22　

一
七
号
と
一
二
一
号
。

23　

東
大
史
料
編
纂
所
。

24　
『
ペ
リ
ー
来
航
─
─
歴
史
を
動
か
し
た
男
た
ち
』
小
学
館
、
二
〇
〇
三
年
、
三
九
～
四
〇
頁
。

25　

立
風
書
房
、
一
九
九
四
年
、
朝
日
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
。

ズ
の
謙
遜
表
現
か
ら
文
字
面
だ
け
を
受
取
り
、
彼
を
「
日
本
語
通
訳
」
と
し
て
認
め
な
い
過
ち
を
犯
し
て
い
る
。
加

藤
の
こ
の
断
定
は
、
同
書
五
六
頁
の
次
の
記
述
と
も
矛
盾
し
て
い
る
。「
実
際
に
は
政
治
・
外
交
顧
問
の
役
割
を
は

た
す
Ｓ
・
Ｗ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
ペ
リ
ー
の
側
か
ら
同
行
を
依
頼
し
、
ペ
リ
ー
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
見
解
を
尊
重

し
つ
つ
、
具
体
的
な
政
策
決
定
を
行
っ
た
こ
と
も
、
確
実
な
成
果
を
生
み
出
す
重
要
な
鍵
に
な
っ
た
」。
こ
こ
で
は

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
「
政
治
・
外
交
顧
問
の
役
割
」
と
高
く
評
価
し
て
、
こ
れ
を
尊
重
し
て
「
具
体
的
な
政
策
決
定
」

が
行
わ
れ
た
こ
と
が
開
国
成
功
の
一
因
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
評
価
自
体
は
妥
当
な
も
の
だ
が
、
加
藤
は
「
政
策

決
定
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
何
一
つ
例
示
し
て
い
な
い
の
で
、
日
本
語
を
忘
れ
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
貢
献
が
で
き
た
の
か
、
ま
る
で
不
可
解
で
あ
る
。
そ
の
後
、
加
藤
は
松
本
に
反
論
し
て
、『
幕

末
外
交
と
開
国
』
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
。「
ペ
リ
ー
が
幕
府
に
白
旗
を
渡
し
、
降
伏
す
る
と
き
に
は
こ
の
白
旗

を
掲
げ
よ
と
恫
喝
し
た
と
強
調
す
る
学
者
が
い
る
。
日
米
双
方
の
史
料
を
見
て
も
、
こ
の
種
の
主
張
に
は
根
拠
が
な

い
。
本
書
で
も
書
い
た
と
お
り
、
測
量
や
伝
令
な
ど
、
軍
事
行
動
と
は
直
接
に
関
係
の
な
い
行
動
に
は
ペ
リ
ー
艦
隊

の
小
舟
が
白
旗
を
掲
げ
て
お
り
、
こ
の
絵
を
描
い
た
の
は
同
行
画
家
ハ
イ
ネ
で
あ
る
。
白
旗
の
使
用
は
操
船
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
沿
う
常
識
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
降
伏
要
求
と
い
う
政
治
レ
ベ
ル
ま
で
拡
張
解
釈
す
る
の
は
、
い
か
が
な
も
の

か
」（
加
藤
『
幕
末
外
交
と
開
国
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
四
年
、
二
四
六
～
二
四
七
頁
）。
小
論
全
体
が
加
藤
の
誤
り
に

対
す
る
批
判
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

９　

松
本
、
講
談
社
学
術
文
庫
版
、
一
六
九
～
一
七
〇
頁
。

10　

前
東
大
史
料
編
纂
所
所
長
。

11
『
歴
史
評
論
』
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
号
。

12　

松
代
藩
重
臣
山
寺
常
山
の
風
説
留
「
如
坐
漏
船
居
紀
聞
」。
松
陰
の
読
ん
だ
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
は
、
前
田
の
代
わ
り

に
筒
井
の
名
が
あ
る
。

13　
『
歴
史
評
論
』
一
二
〇
頁
上
段
。
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26　

朝
日
文
庫
版
、
一
六
七
頁
。

27　

一
七
〇
頁
。

28　

朝
日
文
庫
版
、
一
六
九
～
一
七
〇
頁
。

29　

三
五
三
頁
。

30　
『
群
像
』
一
九
九
三
年
四
月
号
。

31　

文
庫
版
五
頁
。

32　

東
京
帝
国
大
学
編
、
明
治
四
三
年
刊
。

33　

三
輪
公
忠
『
隠
さ
れ
た
ペ
リ
ー
の
白
旗
』
上
智
大
学
刊
、
一
九
九
九
年
五
月
。

34　

同
書
第
五
章
「
ペ
リ
ー
の
白
旗
の
隠
匿
と
使
わ
れ
方
」

35　

岸
俊
光
『
ペ
リ
ー
の
白
旗
』
に
よ
れ
ば
、
和
光
大
学
岸
田
秀
教
授
の
元
ゼ
ミ
生
の
由
。

36　

岸
俊
光
『
ペ
リ
ー
の
白
旗
』
二
一
八
～
二
一
九
頁
。

37　

鈴
木
の
「
モ
リ
ソ
ン
号
の
亡
霊
た
ち
─
─
白
旗
書
簡
偽
書
説
に
対
し
て
の
或
る
一
つ
の
仮
説
」
と
い
う
未
公
表
の

論
文
を
筆
者
は
未
見
だ
が
、
岸
俊
光
『
ペ
リ
ー
の
白
旗
』
の
引
用
の
限
り
で
も
、
十
分
に
そ
の
意
味
は
把
握
で
き
る
。

鈴
木
は
、
上
掲
の
三
点
か
ら
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
日
本
語
能
力
と
そ
の
思
想
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
い

わ
ば
影
の
薄
い
通
訳
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
人
物
像
の
輪
郭
を
、（
英
語
で
書
い
た
朝
河
貫
一
は
例
外
と
し
て
）
日
本
で
初
め

て
描
い
て
見
せ
た
。
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第６章　戦後に残った「白旗」の怨恨

第
６
章　

戦
後
に
残
っ
た
「
白
旗
」
の
怨
恨

は
じ
め
に
─
─
朝
河
貫
一
の
危
惧

ク
ラ
ー
ク
宛
て
書
簡

朝
河
貫
一
は
ア
メ
リ
カ
に
在
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
占
領
期
の
反
米
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
行
方
を
危
惧
し
つ

つ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
占
領
行
政
に
お
い
て
、
こ
の
教
訓
が
活
か
さ
れ
、
恫
喝
政
策
が
繰
り
返
さ
れ
な
い
こ
と

を
期
待
し
て
い
た
。

も
う
一
度
、
ヤ
ル
タ
会
談
か
ら
三
カ
月
後
の
一
九
四
五
年
五
月
一
三
日
付
け
、
Ｇ･

Ｇ･

ク
ラ
ー
ク
宛
て
朝

河
書
簡１

に
お
け
る
、
白
旗
差
出
の
該
当
個
所
を
読
ん
で
み
よ
う
。

「
ア
メ
リ
カ
人
は
下
劣
な
動
機
に
浸
る
と
き
、
馬
鹿
げ
た
行
為
に
至
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
せ
っ
か
い

な
人
の
中
に
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議２

で
、
五
月
三
〇
日
を
国
際
祝
日
に
す
れ
ば
よ
い
、
と
ま
で
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白
旗
で
発
揮
さ
れ
た
「
説
得
の
側
面
」
と
、
外
交
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル

朝
河
が
こ
こ
で
ク
ラ
ー
ク
に
対
し
て
、
短
い
私
信
で
日
米
関
係
へ
の
懸
念
を
示
唆
し
た
と
き
、
彼
の
脳
裏
に

は
、
か
つ
て
の
ペ
リ
ー
／
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
に
よ
る
「
無
言
劇
」
の
情
景
が
鮮
や
か
に
浮
か
ん
で
い
た
は
ず
だ
。

フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
入
り
と
白
旗
入
り
の
「
二
箱
の
授
受
」
を
行
っ
た
の
は
、『
随
行
日
誌
』
の
日
付
で
は
、

一
八
五
三
年
七
月
一
四
日
の
久
里
浜
天
幕
内
セ
レ
モ
ニ
ー
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
浦
賀
沖
に
到
着
し
た
和
暦
六

月
四
日
以
降
、
浦
賀
奉
行
所
与
力
組
頭
香
山
栄
左
衛
門
ら
と
の
一
連
の
折
衝
を
通
じ
て
、
こ
の
形
式
に
よ
る
受

領
方
式
が
成
っ
た
の
は
、「
砲
艦
プ
ラ
ス
白
旗
」
に
よ
る
威
嚇
と
と
も
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
る
考
え
抜
か

れ
た
「
外
交
的
説
得
」
が
存
在
し
た
か
ら
だ
が
、「
砲
艦
に
よ
る
威
嚇
」
と
対
を
な
す
「
説
得
の
側
面
」
に
着

目
し
た
の
は
後
世
の
歴
史
家
で
は
朝
河
貫
一
だ
け
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
し
て
朝
河
貫
一
は
、
こ
こ
か
ら
外
交
の
精
神
を
学
び
、「
外
交
と
は
相
手
の
精
神
の
理
解
を
通
じ
て
自
分

の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
な
り７

」
と８

す
る
至
言
を
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。

力
に
よ
る
強
要
だ
け
で
は
反
発
を
生
む
。
相
手
側
が
納
得
し
て
み
ず
か
ら
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
よ
う
条
理
を

尽
く
し
て
説
得
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
肝
要
だ
、
と
朝
河
貫
一
が
説
い
た
の
は
、
実
は
日
米
開
戦
の
直
前
、「
米

大
統
領
か
ら
天
皇
へ
の
親
書
」
と
い
う
バ
イ
パ
ス
で
日
米
開
戦
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
ラ
ン
グ
ド
ン
・
ウ
ォ
ー

ナ
ー
と
共
同
作
業
を
行
っ
た
際
に
、
彼
に
宛
て
た
一
節
に
見
え
る
言
葉
で
あ
る９

。

そ
れ
か
ら
四
年
が
経
て
、
い
ま
や
日
米
沖
縄
戦
の
帰
趨
も
見
え
、
ミ
ズ
ー
リ
艦
上
で
の
日
本
国
降
伏
の
調
印

式
（
一
九
四
五
年
九
月
二
日
）
に
至
る
コ
ー
ス
を
半
ば
予
期
し
つ
つ
、
朝
河
貫
一
は
開
港
当
時
の
ペ
リ
ー
の
白
旗

い
っ
て
い
る
者
さ
え
あ
る３

。
一
八
五
三
年
に
ペ
リ
ー
提
督
は
将
軍
の
幕
府
に
宛
て
て
、
通
商
を
禁
じ
た
幕

府
の
伝
統
的
な
政
策
は
、『
天
理
』
を
犯
す
『
極
悪
犯
罪
』
で
あ
る
故
、
ア
メ
リ
カ
の
大
艦
隊
が
通
商
を

求
め
て
来
航
す
る
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
艦
隊
が
大
挙
し
て
押
し
寄
せ
た
ら
、
日
本
は
ど
う
し
て
交
易
禁

止
な
ど
で
き
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
側
は
納
得
で
き
る
説
明
を
断
固
求
め
る
は
ず
だ
。
そ
の
勝
利
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
の
さ
い
に
、
も
し
貴
国
が
降
伏
を
望
む４

の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
一
緒
に
届
け
る
二
枚
の
白
旗５

を

掲
げ
よ
、
そ
う
す
れ
ば
砲
撃
は
た
だ
ち
に
止
む
で
あ
ろ
う
、
と
書
い
て
い
ま
す
。」

第
一
海
兵
師
団
第
一
大
隊
長R

ichard P. R
oss

中
佐
が
一
九
四
五
年
五
月
三
〇
日
に
沖
縄
首
里
城
攻
略
の

一
番
乗
り
と
し
て
、
城
の
石
垣
に
星
条
旗
を
掲
げ
た
。「
こ
の
日
を
国
際
祝
日
に
し
よ
う
」
と
い
う
一
部
の
ア

メ
リ
カ
人
の
発
想
を
朝
河
は
厳
し
く
批
判
し
た
。

朝
河
が
こ
の
よ
う
に
私
心
を
吐
露
し
た
相
手
は
、
Ｇ
・
Ｇ
・
ク
ラ
ー
ク
で
あ
る
。
ク
ラ
ー
ク
は
、
一
八
九
五

年
に
渡
米
し
た
朝
河
が
ダ
ー
ト
マ
ス
で
最
初
に
知
り
合
い
、
終
生
の
親

友
と
な
っ
た
人
物
で
、
朝
河
の
没
後
は
二
本
松
市
や
早
大
か
ら
資
料
を

取
り
寄
せ
て
級
友
と
と
も
に
英
文
の
優
れ
た
追
悼
記
（O

bituary

）
を

書
い
た
。
晩
年
に
朝
河
が
自
ら
の
山
荘
を
ワ
ー
ズ
ボ
ロ
に
買
う
ま
で
は
、

夏
休
み
や
冬
休
み
に
し
ば
し
ば
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
プ
リ
マ
ス
の

ク
ラ
ー
ク
農
場
で
休
暇
を
過
ご
す
、
非
常
に
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た６

。

首里城の星条旗
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ペ
リ
ー
艦
隊
に
よ
る
開
港
の
示
唆
以
来
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
に
対
し
て
「
さ
ま
ざ
ま
の
役
割
」
を
果
た
す
こ

と
を
教
え
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
日
本
に
求
め
て
き
た
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う
教
師
か
ら
見
て
、
最
も
よ

く
「
い
い
つ
け
を
守
る
よ
い
子
」
を
演
じ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
ペ
リ
ー
に
よ
る
開
港
以
来
、
日
本
が
「
拳け

ん
け
ん拳

服ふ
く
よ
う膺
」11

し
て
き
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
教
え
で
あ
る
。

拳
拳
服
膺
と
い
う
古
語
は
戦
前
期
に
「
勅
語
」
の
重
々
し
い
文
体
と
セ
ッ
ト
で
用
い
ら
れ
、
人
々
の
自
由
な

思
考
を
さ
ま
た
げ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
強
制
の
一
環
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
国
民
は
「
開
戦
の
勅
語
」
も
「
終
戦

の
勅
語
」
も
、
そ
の
中
身
を
問
わ
ず
、
拳
拳
服
膺
し
た
。
そ
の
結
果
、
無
数
の
悲
喜
劇
が
演
じ
ら
れ
た
が
、
最

大
の
悲
劇
は
、
対
米
敗
戦
に
よ
っ
て
太
平
洋
戦
争
が
終
わ
っ
た
時
に
、「
中
国
と
の
大
東
亜
戦
争
に
お
け
る
敗

北
」
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
こ
と
だ
。
対
中
戦
争
の
「
終
わ
り
方
」
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
、

国
民
は
米
国
流
価
値
観
を
拳
拳
服
膺
し
た
。
拳
拳
服
膺
の
四
文
字
は
死
語
に
な
っ
て
久
し
い
が
、
米
国
流
価
値

観
の
一
辺
倒
は
、
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
も
似
た
構
図
は
か
つ
て
勅
語

が
国
民
の
思
考
を
呪
縛
し
た
姿
に
酷
似
し
て
い
る
。

ミ
ア
ー
ズ
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
関
係
を
「
教
師
と
よ
い
子
」
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
た
。「
よ
い
子
」
を

演
じ
て
き
た
日
本
が
も
し
「
悪
い
子
」
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
過
半
の
責
任
は
教
師
を
演
じ
た
ア
メ
リ
カ
側
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
行
動
を
分
析
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ア
メ
リ
カ
自
身
の
姿
が
投
影
さ

れ
て
い
る
は
ず
だ
。
ア
メ
リ
カ
人
は
そ
こ
か
ら
「
鏡
に
映
る
ア
メ
リ
カ
自
身
の
姿
を
客
観
的
に
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
」
─
─
こ
れ
が
、
ミ
ア
ー
ズ
著
『
ア
メ
リ
カ
の
鏡
・
日
本
』
の
タ
イ
ト
ル
の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
よ

に
言
及
し
た
わ
け
だ
。

す
な
わ
ち
米
占
領
軍
に
よ
る
「
ペ
リ
ー
の
白
旗
ま
が
い
の
恫
喝
」
は
、
戦
後
の
日
米
関
係
に
と
っ
て
有
害
無

益
と
あ
ら
か
じ
め
牽
制
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
１
）
占
領
軍
内
部
か
ら
の
占
領
行
政
批
判
─
─
ヘ
レ
ン
・
ミ
ア
ー
ズ
『
ア
メ
リ
カ
の
鏡
・
日
本
』11

ヘ
レ
ン
・
ミ
ア
ー
ズ
が
指
摘
し
た
ア
メ
リ
カ
の
責
任

敗
戦
直
後
に
繰
り
返
さ
れ
よ
う
と
し
た
「
恫
喝
」
を
批
判
し
た
の
は
、
何
も
朝
河
だ
け
で
は
な
い
。
朝
河
の

Ｇ
Ｈ
Ｑ
批
判
の
論
理
を
見
て
想
起
す
る
の
は
、
占
領
行
政
に
参
加
し
て
、
い
わ
ば
占
領
軍
内
部
か
ら
占
領
行
政

を
批
判
し
た
ヘ
レ
ン
・
ミ
ア
ー
ズ
（
一
九
〇
〇
～
一
九
八
九
）
の
主
張
で
あ
る
。
戦
前
か
ら
日
本
学
者
と
し
て
活

躍
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
女
性
の
ミ
ア
ー
ズ
は
、
一
九
四
六
年
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
「
労
働
政
策
一
一
人
委
員
会
」
の
メ

ン
バ
ー
と
し
て
来
日
し
、
労
働
基
本
法
の
基
礎
を
創
っ
た
人
物
で
あ
る
。

ミ
ア
ー
ズ
の
問
題
意
識
の
根
本
は
、
第
一
次
大
戦
期
に
は
「
同
盟
国
同
士
で
あ
っ
た
日
米
」
が
そ
の
後
、
対

立
を
深
め
て
日
米
開
戦
に
至
っ
た
原
因
の
追
究
で
あ
る
。「
対
米
開
戦
責
任
」
を
含
め
、
近
代
日
本
が
演
じ
て

き
た
「
さ
ま
ざ
ま
の
役
割
」
─
─
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
「
ア
メ
リ
カ
が
日
本
に
教
え
た
も
の
」
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
日
本
軍
や
日
本
政
府
に
よ
る
戦
争
犯
罪
の
根
本
的
原
因
は
、「
ア
メ
リ
カ
側
の
対
日
政
策
に
あ
り
」

と
ミ
ア
ー
ズ
は
反
省
し
た
。
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著
書
で
あ
る
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
る
邦
訳
禁
止
と
そ
の
理
由

ミ
ア
ー
ズ
の
本
に
対
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
総
司
令
官
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
「
占
領
が
終
わ
ら
な
け
れ
ば
、
日
本
人
は
、

こ
の
本
を
日
本
語
で
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
禁
書
に
指
定
す
る
判
断
を
行
い
、
ラ
ベ
ル
・
ト
ン
プ
ソ
ン
宛

て
四
九
年
八
月
六
日
付
書
簡
で
指
示
し
て
、
邦
訳
不
許
可
の
処
分
と
し
た
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
上
の
書
簡
の
中
で
、「
私
は
い
か
な
る
形
の
検
閲
や
表
現
の
自
由
の
制
限
も
憎
ん
で
い
る
」、

そ
れ
ゆ
え
「
自
分
で
こ
の
本
を
精
読
し
た
」
こ
と
、「
本
書
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
り
、
公
共
の
安
全
を
脅
か

す
も
の
で
あ
っ
て
、
占
領
国
日
本
に
お
け
る
同
著
の
出
版
は
、
絶
対
に
正
当
化
し
え
な
い
」
と
書
い
た
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
『
ア
メ
リ
カ
の
鏡
・
日
本
』
を
「
精
読
し
た
」
と
す
る
が
、
お
そ
ら
く
中
身
は
半
分
し
か

頭
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
日
本
軍
や
日
本
政
府
に
よ
る
戦
争
犯
罪
の
根
本
的
原
因
は
、
ア
メ
リ
カ

に
よ
る
対
日
政
策
に
あ
り
と
す
る
本
書
の
基
調
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
と
っ
て
容
易
に
受
入
れ
難
い
も
の
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
日
本
に
戦
争
犯
罪
を
さ
せ
た
も
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
告

発
す
る
ミ
ア
ー
ズ
の
論
法
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
驚
愕
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
「
共
産
主
義
者
の
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
」
と
罵
倒
し
た
の
だ
。

日
米
戦
争
の
悲
劇
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
。
そ
の
原
因
を
根
本
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
深
く
探
求
し
よ
う
と
す
る

ミ
ア
ー
ズ
の
手
法
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
対
日
認
識
に
対
す
る
根
本
的
挑
戦
で
あ
り
、
も
し
そ
の
よ
う
な
認
識

う
な
ア
メ
リ
カ
人
の
自
省
に
よ
っ
て
戦
後
の
日
米
関
係
は
、
う
ま
く
処
理
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
ミ
ア
ー

ズ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
問
題
提
起
で
あ
る
が
、
こ
の
示
唆
に
富
む
提
案
が
活
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
鏡
」
を
通
し
た
自
省

「
他ひ

と人
の
ふ
り
見
て
、
わ
が
ふ
り
を
直
せ
」
と
は
、
古
来
日
本
の
知
恵
で
あ
っ
た
。
日
本
人
は
俗
に
「
隣
百

姓
」
と
揶
揄
さ
れ
る
が
、
お
隣
の
や
り
方
を
模
倣
し
て
、
苗
代
を
作
り
、
田
植
え
を
行
い
、
除
草
・
虫
取
り
に

精
を
出
し
て
、
水
稲
耕
作
を
続
け
て
き
た
。「
他
人
の
ふ
り
」
を
模
倣
す
る
こ
と
に
習
熟
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
自
ら
の
欠
点
等
を
改
め
る
話
に
な
る
と
、
事
情
は
異
な
る
。「
他
人
の
ふ
り
」
を
そ
も
そ
も
冷
静
に
観
察

で
き
な
い
。
自
己
流
に
ゆ
が
め
て
観
察
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
教
訓
と
し
て
「
わ
が
ふ
り
を
直
せ
」
と

い
う
段
階
に
は
行
き
着
か
な
い
の
が
現
実
だ
。

こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
新
興
大
国
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
戦
勝
国
と
し
て
敗
戦

国
日
本
に
君
臨
し
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
日
本
民
族
の
欠
点
を
認
識
す
る
う
え
で
は
長
け
て
い
た
が
、
そ
の
欠
点
こ
そ
、

ア
メ
リ
カ
が
か
つ
て
教
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
る
で
失
念
し
て
い
た
。
深
い
自
制
に
基
づ
い
て
こ
そ
、

「
わ
が
ふ
り
を
直
せ
」
が
可
能
と
な
る
。

ミ
ア
ー
ズ
は
、
そ
の
よ
う
な
良
識
に
基
づ
い
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
横
暴
を
叱
り
、
占
領
軍
は
ど
の
よ
う
な
振
る
舞
い

を
行
な
う
の
が
正
し
い
か
を
一
九
四
八
年
、
す
な
わ
ち
敗
戦
三
年
後
に
書
い
た
。
日
米
戦
争
の
悲
劇
を
直
視
し

つ
つ
、
一
体
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
悲
劇
が
起
こ
っ
た
の
か
、
そ
の
原
因
と
経
過
を
彼
女
な
り
に
熟
考
し
て
描
い
た
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「
ヘ
レ
ン
・
ミ
ア
ー
ズ
が
気
付
か
せ
て
く
れ
た
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
は
『
日
本
の
生
き
ざ
ま
』
で
あ
る
。

一
八
五
三
年
の
開
国
ま
で
、
鎖
国
の
中
で
平
和
を
享
受
し
て
い
た
日
本
が
、
国
際
社
会
の
荒
波
の
中
で
ど

の
よ
う
に
行
動
し
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
何
故
に
日
本
は
墜
落
し
て
い
っ
た
の
か
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は

日
本
の
生
き
ざ
ま
と
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
日
本
中
心
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
を

も
っ
て
、
日
本
は
な
ぜ
そ
う
い
う
行
動
に
出
た
の
か
、
何
が
悪
か
っ
た
の
か
、
何
が
間
違
っ
て
い
た
の
か
、

何
が
正
し
か
っ
た
の
か
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
、
悪
か
っ
た
こ
と
を
心
か
ら
反
省
し
、
同
時
に
間
違
っ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
は
正
々
堂
々
と
主
張
し
、
国
際
社
会
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」（
白
子
、
六
頁
）

ミ
ア
ー
ズ
は
序
に
い
う
。

「
私
た
ち
ア
メ
リ
カ
人
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
地
球
上
で
最
も
強
い
国
民
で
あ
る
。
私
た
ち
の
社
会
、
あ
る

い
は
国
の
安
全
に
つ
い
て
は
、
心
の
奥
で
は
と
も
か
く
、
少
し
の
不
安
も
抱
く
理
由
は
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
、
私
た
ち
は
世
界
が
置
か
れ
て
い
る
深
刻
な
無
秩
序
状
態
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
私
た
ち
が
本
当
に
平
和
を
望
ん
で
い
る
の
な
ら
、
世
界
の
戦
争
原
因
を
糾
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、

も
っ
と
も
現
実
的
に
な
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
日
本
は
絶
好
の
出
発
点
で
あ
る
。
日
本

が
重
要
な
の
は
、
私
達
が
こ
の
島
を
占
領
し
、
そ
の
制
度
を
改
革
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
日
本
が

を
是
認
す
る
な
ら
ば
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
占
領
行
政
は
、
根
本
か
ら
再
検
討
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
占
領
の
意
義
自
体
を
疑
う
よ
う
な
重
厚
な
思
想
を
彼
が
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
容
易

に
察
せ
ら
れ
る
。「
赤
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
と
レ
ッ
テ
ル
貼
り
し
た
の
は
、
占
領
政
策
を
根
本
か
ら
批
判
す
る

輩
は
、「
ソ
連
の
手
先
に
違
い
な
い
」
と
即
断
し
た
も
の
か
。「
公
共
の
安
全
を
脅
か
す
」
と
は
、
お
お
げ
さ
だ

が
、
本
書
の
よ
う
な
本
質
的
な
疑
問
が
呈
示
さ
れ
る
な
ら
ば
、
占
領
行
政
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
。

白
子
英
城
に
よ
る
解
説

こ
う
し
て
原
百
代
氏
に
よ
る
日
本
語
訳
は
『
ア
メ
リ
カ
の
反
省
』
と
し
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約

の
成
立
後
、
占
領
が
終
了
し
た
翌
年
の
一
九
五
三
年
に
よ
う
や
く
出
版
さ
れ
た
。「
し
か
し
、
当
時
は
あ
ま
り

注
目
さ
れ
ず
、
そ
の
後
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
専
門
家
以
外
に
は
、
そ
の
存
在
す
ら
忘
れ
ら
れ
て
い
た
」（
白
子
英

城
「
抄
訳
版
刊
行
に
当
た
っ
て
」
三
～
四
頁
）。

「
ヘ
レ
ン
・
ミ
ア
ー
ズ
は
こ
の
本
の
中
で
、
一
八
五
三
年
ペ
リ
ー
が
四
隻
の
軍
艦
を
率
い
て
日
本
の
門
戸

を
こ
じ
開
け
、
一
九
四
五
年
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
未
曾
有
の
軍
艦
を
率
い
て
日
本
の
門
戸
を
閉
じ
た
、
そ
の

『
九
二
年
間
の
日
本
』
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
で
説
き
明
か
し
、
我
々
が
忘
れ
て
い
た
こ
と
、
或
い
は
忘

れ
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
、
或
い
は
気
付
か
せ
て
く
れ
た
。」
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ア
ー
ズ
は
「
告
発
に
値
す
る
証
拠
は
皆
無
」
と
主
張
す
る
。
満
洲
事
変
ま
で
の
「
日
本
の
暴
力
と
貪
欲
」
と
は
、

欧
米
民
主
主
義
諸
国
が
つ
く
っ
た
「
国
際
法
で
許
さ
れ
て
い
た
」
も
の
で
あ
り
、「
満
洲
国
は
合
法
的
に
つ
く

ら
れ
た
」（
一
六
〇
頁
）
か
ら
だ
。

「
中
国
は
こ
の
行
為
を
侵
略
と
し
て
国
際
連
盟
に
提
訴
し
た
。」「
日
本
は
満
洲
か
ら
撤
退
す
る
ど
こ
ろ
か
、

中
国
内
部
に
向
け
て
南
進
し
た
。」「
一
九
三
七
年
七
月
七
日
、
盧
溝
橋
で
日
中
両
軍
の
兵
士
が
衝
突
し
、

日
華
事
変
が
起
き
た
。
ア
メ
リ
カ
は
こ
れ
を
有
罪
と
す
る
。」（
一
六
一
頁
）

「
欧
米
列
強
は
韓
国
問
題
［
朝
鮮
併
合
］
で
は
日
本
を
無
罪
と
し
、
満
洲
事
変
で
は
有
罪
と
し
た
。
し
か
し
、

侵
略
行
為
で
有
罪
と
し
た
の
で
は
な
い
。
国
際
連
盟
も
ア
メ
リ
カ
も
、
日
本
が
満
洲
を
侵
略
し
た
と
い
う

非
難
は
し
て
い
な
い
。
日
本
は
国
際
条
約
を
破
り
、
条
約
当
事
国
の
満
洲
に
お
け
る
権
利
を
侵
害
し
た
か

ら
有
罪
な
の
で
あ
る
。」「
中
国
に
い
わ
せ
れ
ば
、
日
本
を
非
難
し
て
い
る
欧
米
列
強
も
日
本
と
同
じ
ぐ
ら

い
罪
が
重
い
。」（
強
調
引
用
者
、
一
六
二
頁
）

ミ
ア
ー
ズ
の
核
心
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
日
本
が
中
国
で
や
っ
た
こ
と
は
、
欧
米
列
強
と
同
じ
こ
と
だ
。
そ
れ

ゆ
え
「
欧
米
に
は
、
日
本
を
非
難
す
る
資
格
は
な
い
」
が
、
中
国
に
は
独
自
の
正
当
な
主
張
が
あ
り
う
る
。

「
国
際
関
係
を
正
し
く
議
論
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
道
義
と
国
際
法
は
ま
っ
た
く
関
係
な
い
。」「
ア
メ
リ

ア
ジ
ア
で
初
め
て
の
近
代
国
家
で
あ
り
、
大
国
と
し
て
認
め
ら
れ
た
国
だ
か
ら
、
重
要
な
の
だ
」

「
日
本
が
第
一
次
世
界
大
戦
時
に
は
、
敵
で
は
な
く
、
同
盟
国
だ
っ
た
か
ら
重
要
な
の
で
あ
る
。
一
つ
の

国
が
い
き
な
り
友
人
か
ら
敵
に
変
わ
っ
た
理
由
が
分
か
れ
ば
、
私
た
ち
自
身
の
考
え
と
政
策
が
他
国
の

人
々
に
向
け
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
を
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
強
調
引
用
者
、

一
〇
頁
）

第
一
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
は
、
日
米
は
「
同
盟
国
の
立
場
」
を
共
有
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

同
盟
国
は
い
く
つ
か
の
段
階
を
経
て
、
敵
国
同
士
に
変
化
し
て
第
二
次
大
戦
が
闘
わ
れ
た
。
そ
の
理
由
と
は
、

い
っ
た
い
な
に
か
。
そ
の
理
由
を
分
析
す
れ
ば
、「
米
国
の
思
想
と
政
策
」
が
日
本
か
ら
見
て
「
ど
の
よ
う
に

見
え
る
か
」、
そ
れ
を
知
り
得
る
。

ミ
ア
ー
ズ
は
こ
う
し
て
、
日
本
は
「
米
国
の
思
想
と
政
策
」
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
「
米
国
の
敵
と
な
る

道
」
を
選
ん
だ
の
か
、
そ
の
過
程
を
跡
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
「
一
九
三
一
～
一
九
四
一
年
の
米
国
の
対
日
政

策
」
の
分
析
に
着
手
し
た
。
そ
し
て
「
米
国
の
対
日
政
策
」
こ
そ
が
「
軍
国
主
義
日
本
」
を
育
て
、「
米
国
の

敵
を
作
り
上
げ
た
」
と
彼
女
は
分
析
し
た
わ
け
だ
。
話
は
満
洲
事
変
に
始
ま
る
。

満
洲
事
変
に
お
け
る
日
本
の
戦
争
責
任

対
日
戦
争
責
任
の
告
発
に
は
、
通
常
は
一
九
三
一
年
に
さ
か
の
ぼ
る
日
本
の
軍
事
行
動
が
含
ま
れ
る
が
、
ミ
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立
場
を
表
明
し
て
き
た
」（
二
九
頁
）。

二
一
世
紀
の
今
日
、
尖
閣
問
題
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
日
中
い
ず
れ
の
側
に
も
立
た
な
い
こ
と
を
繰
り
返

し
表
明
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
同
じ
ス
タ
ン
ス
だ
。

米
国
は
①
日
本
を
批
判
す
る
と
き
は
、
あ
た
か
も
中
国
の
味
方
の
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
と
り
援
軍
を
自
任
す
る

が
、
②
日
中
の
争
い
に
お
い
て
は
、
中
国
の
主
張
を
支
持
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
表
向
き
「
中
立
を
装
う
」
の

が
ア
メ
リ
カ
流
だ
。
も
し
真
に
「
中
国
の
立
場
を
支
持
す
る
」
な
ら
ば
、
中
国
へ
の
干
渉
を
や
め
て
、「
撤
退

あ
る
の
み
」
と
な
る
は
ず
だ
。

ア
メ
リ
カ
の
政
策
を
支
え
る
タ
テ
マ
エ
は
「
国
際
平
和
条
約
の
不
可
侵
性
と
門
戸
開
放
政
策
」
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
タ
テ
マ
エ
を
述
べ
た
も
の
こ
そ
が
、
ま
さ
に
「
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
白
旗
恫

喝
」
の
よ
う
な
砲
艦
外
交
は
外
交
辞
令
に
包
ま
れ
て
い
て
、
容
易
に
読
み
落
と
し
が
ち
だ
。

「
平
和
条
約
の
不
可
侵
性
」
も
「
門
戸
開
放
政
策
」
も
、
い
ず
れ
も
抽
象
的
な
概
念
で
あ
り
、「
不
可
侵
性
」

や
「
門
戸
開
放
政
策
」
に
矛
盾
し
な
い
行
動
と
は
何
か
、
と
な
る
と
、
曖
昧
模
糊
と
し
て
く
る
の
を
否
め
な
い
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
発
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
「
日
本
に
伝
わ
る
か
ど
う
か
」「
ど
の
よ
う
に
伝
わ
る
の
か
」、

こ
れ
も
疑
わ
し
い
。
ミ
ア
ー
ズ
は
ま
さ
に
、
こ
こ
か
ら
日
米
関
係
を
解
こ
う
と
し
た
。

カ
世
論
は
満
洲
事
変
を
明
白
な
侵
略
行
為
と
考
え
て
い
る
が
、
ア
ジ
ア
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
は
日
本
と
欧

米
列
強
が
合
法
性
を
競
う
パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
す
ぎ
な
い
。」（
一
六
二
頁
）

「
ア
メ
リ
カ
政
府
と
国
際
連
盟
は
、
九
カ
国
条
約
、
門
戸
開
放
政
策
、
パ
リ
条
約
を
持
ち
出
し
、
日
本
は
合
法

的
自
衛
権
で
対
抗
し
た
」。
と
こ
ろ
で
こ
の
現
実
は
、
中
国
か
ら
見
れ
ば
「
欧
米
列
強
も
日
本
も
、
極
東
に
お

け
る
自
ら
の
権
益
を
守
り
、
拡
大
す
る
本
音
」
を
覆
い
隠
し
て
い
る
、
に
す
ぎ
な
い
（
強
調
引
用
者
、
一
六
二
頁
）。

こ
れ
も
「
欧
米
列
強
に
は
、
日
本
を
非
難
す
る
資
格
は
な
い
」
が
、
中
国
に
の
み
独
自
の
正
当
な
主
張
が
あ

り
う
る
と
い
う
考
え
方
だ
。

日
中
紛
争
で
、
ア
メ
リ
カ
は
い
ず
れ
の
側
に
も
立
た
な
い

こ
こ
で
ミ
ア
ー
ズ
は
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
グ
ル
ー
大
使
の
日
記
（
一
九
三
二
年
五
月
一
八
日
）
か
ら
次
の
よ
う

に
分
析
し
て
い
る
。

「
日
中
問
題
そ
の
も
の
が
、
ど
の
条
約
が
有
效
か
、
有
効
な
条
約
を
最
初
に
破
っ
た
の
は
誰
か
、
と
い
う

複
雑
な
顔
を
も
ち
、
状
況
は
す
で
に
技
術
論
で
は
解
け
な
い
パ
ズ
ル
で
あ
る
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
の
立
場

は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
日
中
紛
争
で
は
い
ず
れ
の
側
に
も
立
た
な
い
。
ア
メ

リ
カ
は
国
際
平
和
条
約
の
不
可
侵
性
と
門
戸
開
放
政
策
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
に
対
し
て
こ
の
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満
洲
事
変
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
姿
勢

ア
メ
リ
カ
の
立
場
の
基
礎
に
な
っ
た
の
は
九
カ
国
条
約
と
パ
リ
不
戦
条
約
で
あ
る
。
米
国
務
長
官
は
日
中
両

政
府
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
「
合
衆
国
の
中
国
に
お
け
る
条
約
上
の
諸
権
利
と
、
中
華
民
国
の
主
権
、
独
立
、

領
土
的
行
政
的
保
全
に
か
か
わ
る
も
の
、
門
戸
開
放
政
策
と
し
て
知
ら
れ
る
合
衆
国
の
対
中
国
政
策
に
か
か
わ

る
も
の
を
含
む
合
衆
国
国
民
の
条
約
上
の
諸
権
利
を
損
な
う
」
い
か
な
る
条
約
も
合
意
も
、
合
法
と
認
め
な

い
」
と
通
告
し
た
（
米
国
務
省
発
表
、
一
一
九
号
、
三
二
年
一
月
九
日
）。

こ
の
見
解
に
つ
い
て
ミ
ア
ー
ズ
は
い
う
。

「
こ
れ
は
日
本
を
侵
略
者
と
す
る
単
純
な
非
難
と
は
明
ら
か
に
違
う
」、「
ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
侵
略
者
と

し
て
非
難
す
る
の
を
た
め
ら
っ
て
い
る
」（
一
七
〇
頁
）。「
米
国
政
府
は
日
中
間
に
起
き
た
こ
の
問
題
を
裁

定
し
た
く
な
い
の
だ
。
こ
の
問
題
を
裁
定
す
れ
ば
、
自
ら
の
立
場
を
苦
し
く
す
る
か
ら
だ
、
と
日
本
は
見

た
。第

一
に
ア
メ
リ
カ
は
一
九
二
七
年
、
中
国
で
武
力
を
行
使
し
た
ば
か
り
で
あ
る
［
南
京
事
件
］。
理
由
は

日
本
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、
横
行
す
る
中
国
人
盗
賊
か
ら
自
国
民
と
財
産
を
守
る
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。第

二
に
、
将
来
海
兵
隊
を
派
兵
す
る
事
態
を
考
え
る
と
、
外
国
の
干
渉
を
許
す
政
策
は
と
れ
な
い
。
こ

の
ジ
レ
ン
マ
を
解
い
た
の
が
門
戸
開
放
と
九
カ
国
条
約
と
い
う
公
式
だ
。
こ
れ
な
ら
、
中
国
と
日
本
の
双

満
洲
事
変
当
時
の
中
国
経
済
と
中
国
政
治

一
九
三
一
年
当
時
中
国
の
産
業
資
本
一
三
・
三
億
ド
ル
の
う
ち
、
四
分
の
三
は
外
国
人
に
握
ら
れ
て
い
た
。

わ
ず
か
の
鉄
道
も
外
国
人
が
建
設
し
た
も
の
で
、
中
国
人
の
た
め
で
は
な
く
、
外
国
人
の
特
殊
権
益
の
た
め
に

敷
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た11

。
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
管
理
し
て
い
た
関
税
と
塩
税
の
収
入
の
ほ
と
ん
ど
は
対

外
債
務
の
利
子
返
済
に
充
て
ら
れ
、
行
政
・
近
代
化
・
福
祉
に
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
は
蒋
介
石
政
府
と
の
関
係
で
特
権
的
な
地
位
を
握
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
日
本
に
と
っ
て
は
大
き
な

不
満
で
あ
っ
た
。
関
税
と
塩
税
を
担
保
と
す
る
「
イ
ギ
リ
ス
の
借
款
に
は
利
子
が
支
払
わ
れ
て
い
る
の
に
、
日

本
は
膨
大
な
額
の
債
権
を
焦
げ
つ
か
せ
る
こ
と
に
な
る
」（
一
六
四
～
五
頁
）。

一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
で
清
朝
が
倒
れ
、
中
華
民
国
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、
新
し
い
共
和
国
は
北
京
の

保
守
政
権
、
南
部
の
革
命
政
権
、
独
自
の
軍
隊
と
通
貨
を
も
つ
地
方
軍
閥
な
ど
の
対
立
政
権
に
分
裂
し
た
。
中

国
人
は
こ
う
し
た
体
制
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
。
満
洲
王
朝
（
清
）
を
倒
し
た
中
国
人
は
、
地
方
軍
閥
と
西
洋

列
強
か
ら
の
解
放
を
目
指
し
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
支
配
階
級
と
西
洋
列
強
の
癒
着
は
、
も
は
や
耐
え
ら
れ
な

い
も
の
と
な
り
、
中
国
は
い
つ
爆
発
す
る
か
わ
か
ら
な
い
火
山
だ
っ
た
（
一
六
五
頁
）。

満
洲
事
変
の
発
生
か
ら
四
カ
月
後
、
よ
う
や
く
ア
メ
リ
カ
の
公
式
見
解
が
ま
と
ま
っ
た
。
三
二
年
一
月
七
日
、

ス
チ
ム
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
政
府
見
解
が
出
さ
れ
、
日
中
双
方
に
伝
え
ら
れ
た
。
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子
江
に
軍
艦
を
配
備
す
る
権
利
は
な
い
は
ず
だ
」（
一
七
三
～
四
頁
）。

「
本
当
の
敵
は
日
本
で
は
な
か
っ
た
。
敵
は
、
日
本
に
満
洲
で
の
合
法
的
権
利
を
与
え
て
い
る
不
平
等
条
約
体

制
で
あ
る
。
こ
の
体
制
が
な
け
れ
ば
、
日
本
は
満
洲
事
変
を
起
こ
せ
な
か
っ
た
は
ず
（
強
調
引
用
者
）」。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
ミ
ア
ー
ズ
は
い
う
。「
私
た
ち
は
満
洲
事
変
非
難
の
す
べ
て
の
根
拠
を
、
中
国
と
日

本
が
条
約
体
制
を
危
機
に
陥
れ
た
こ
と
」
だ
と
み
な
し
て
い
た
。（
一
七
四
頁
）

日
本
の
犯
し
た
過
ち

日
本
は
「
独
立
国
満
洲
」
を
主
要
関
係
国
が
認
め
る
も
の
と
信
じ
き
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は

反
対
し
て
い
る
が
連
盟
未
加
盟
国
だ
。
連
盟
の
主
要
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
は
、
日
本
に
有
利
な
決
定
が
出
る
よ

う
影
響
力
を
行
使
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
（
一
七
七
頁
）。

し
か
し
、
日
本
は
行
き
過
ぎ
た
行
動
を
起
こ
し
た
。
三
二
年
一
月
、
満
洲
事
変
は
上
海
に
飛
び
火
し
た
。
各

国
は
共
同
租
界
の
周
辺
で
起
き
た
こ
の
衝
突
に
強
い
懸
念
を
抱
き
、
米
英
は
日
本
に
抗
議
文
書
を
お
く
っ
た
。

上
海
事
変
に
お
け
る
日
本
側
の
狙
い
は
、
各
国
特
に
イ
ギ
リ
ス
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
だ
っ
た
。
華
北
で
日
本

の
立
場
が
固
ま
ら
な
け
れ
ば
、
他
の
地
域
で
も
事
態
が
悪
化
す
る
こ
と
を
各
国
に
み
せ
つ
け
、
満
洲
事
変
に
同

調
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
上
海
事
変
は
拙
劣
だ
っ
た
。
日
本
は
支
持
を
得
る
ど
こ
ろ
か
、
失
っ
た
（
一
七
八
頁
）。

一
九
三
二
年
六
月
、
日
本
は
さ
ら
に
重
大
な
過
ち
を
犯
し
た
。
新
満
洲
政
権
が
税
収
の
全
面
管
理
策
を
発
表

し
、
イ
ギ
リ
ス
人
税
務
管
理
官
を
追
放
し
た
。
そ
れ
ま
で
中
国
の
税
収
の
三
分
の
一
は
満
洲
か
ら
き
て
い
た
。

方
に
あ
て
は
ま
る
し
、
侵
略
の
定
義
を
避
け
ら
れ
る
。」（
強
調
引
用
者
、
一
七
一
頁
）

「
満
洲
事
変
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
姿
勢
は
、
①
中
国
人
民
へ
の
人
道
的
懸
念
、
②
中
国
の
主
権
と
平
和

を
守
ろ
う
と
い
う
意
志
に
発
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
米
国
民
の
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
理

想
と
愛
に
貫
か
れ
た
正
し
い
目
的
を
、
国
際
法
の
中
に
明
文
化
す
る
の
は
難
し
い
。
満
洲
事
変
は
そ
の
難

し
さ
を
象
徴
的
に
見
せ
つ
け
た
の
で
あ
る
。」（
一
七
一
頁
）

ア
メ
リ
カ
が
依
拠
し
た
の
は
一
九
二
二
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
調
印
さ
れ
た
九
カ
国
条
約
で
あ
り
、
中
国
に
権

益
を
も
つ
英
、
仏
、
蘭
、
ベ
ル
ギ
ー
、
米
、
伊
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
日
本
の
八
カ
国
の
条
約
で
各
国
は
中
華
民
国

の
領
土
保
全
を
尊
重
し
門
戸
開
放
を
約
束
し
合
っ
た
。
九
番
目
の
当
事
国
た
る
中
国
は
調
印
国
の
権
利
を
尊
重

す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
こ
の
条
約
は
二
つ
の
相
反
す
る
目
的
を
も
っ
て
い
た
。
①
不
平
等
条
約
体
制
下
で
米

の
特
権
を
守
り
、
②
同
時
に
中
国
の
主
権
と
平
和
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
不
幸
な
こ
と
に
、
第
一
の
目
的

（
特
権
維
持
）
が
第
二
の
目
的
（
主
権
維
持
）
を
殺
し
て
し
ま
う
（
一
七
二
頁
）。

中
国
に
い
わ
せ
れ
ば
、
満
洲
事
変
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
姿
勢
は
、
①
中
国
の
側
に
立
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

適
切
と
は
い
え
な
い
。
②
「
中
国
独
立
」
の
た
め
の
行
動
が
、
実
際
に
は
「
独
立
を
侵
し
て
い
る
」。
ス
チ
ム

ソ
ン
長
官
は
公
正
無
私
を
語
る
が
、
中
国
か
ら
み
れ
ば
、
列
強
間
に
お
け
る
公
正
無
私
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
米

国
が
本
当
に
公
正
無
私
を
行
う
な
ら
ば
、
中
国
に
も
つ
特
殊
権
益
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
ア
メ
リ

カ
は
ど
こ
の
国
の
軍
艦
で
あ
ろ
う
と
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
川
に
入
る
の
を
許
さ
な
い
。
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
は
揚
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こ
の
リ
ッ
ト
ン
報
告
を
国
際
連
盟
が
受
け
入
れ
、
連
盟
と
ア
メ
リ
カ
は
満
洲
国
を
独
立
国
と
し
て
承
認
し
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
は
連
盟
を
脱
退
し
た
（
一
八
七
頁
）。

こ
こ
で
ミ
ア
ー
ズ
の
コ
メ
ン
ト
は
こ
う
だ
─
─
ア
メ
リ
カ
人
は
連
盟
を
脱
退
し
た
日
本
の
行
為
を
厳
し
く
批

判
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
日
本
が
連
盟
を
脱
退
し
た
理
由
」
と
「
米
議
会
が
最
初
の
段
階
で
連
盟
加
盟
を

否
認
し
た
（
未
加
盟
で
あ
っ
た
）
理
由
」
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
主
権
国
家
も
「
自

国
の
存
亡
に
関
わ
る
利
益
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
」
と
判
断
す
る
権
利
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
「
武
力
行

使
の
決
定
を
行
う
権
利
」
を
も
つ
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
（
一
九
五
頁
）。

日
本
側
の
開
戦
理
由

日
本
の
考
え
る
対
米
英
開
戦
理
由
に
つ
い
て
、
ミ
ア
ー
ズ
は
こ
う
分
析
す
る
。

─
─
日
本
の
視
点
か
ら
い
う
な
ら
、
こ
の
戦
争
は
「
ア
ジ
ア
民
族
が
ア
ジ
ア
の
支
配
勢
力
と
し
て
台
頭
す
る

こ
と
」
を
阻
止
し
、「
米
英
企
業
の
た
め
に
日
本
の
貿
易
競
争
力
を
圧
殺
し
よ
う
と
す
る
米
英
の
政
策
が
引
き

起
こ
し
た
も
の
」
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
人
な
ら
誰
も
「
そ
れ
が
米
国
政
府
の
意
図
だ
っ
た
と
い
う
見
方
」
を
認

め
な
い
だ
ろ
う
が
、「
実
際
に
行
わ
れ
た
政
策
と
米
国
政
府
の
公
式
説
明
は
、
ま
さ
に
日
本
の
解
釈
を
裏
付
け

て
い
る
」
で
は
な
い
か
、
と
（
一
九
九
頁
）。

ス
チ
ム
ソ
ン
国
務
長
官
（
の
ち
陸
軍
長
官
）
の
解
釈
で
は
、
門
戸
開
放
政
策
は
二
つ
の
原
則
か
ら
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
①
対
中
貿
易
に
お
け
る
す
べ
て
の
国
の
機
会
均
等
、
②
そ
の
た
め
に
必
要
な
中
国
の
領
土
と
行
政

イ
ギ
リ
ス
の
借
款
の
大
部
分
は
そ
の
収
入
で
保
証
さ
れ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
日
本
の
真
意
を
疑
い
始
め
た
。

こ
れ
が
リ
ッ
ト
ン
報
告
に
帰
結
し
た
（
一
七
八
頁
）。

ミ
ア
ー
ズ
は
リ
ッ
ト
ン
報
告
か
ら
、「
国
共
の
あ
り
方
」
を
次
の
よ
う
に
読
み
取
っ
て
い
る
。

─
─
共
産
党
は
国
民
政
府
の
現
実
の
対
抗
勢
力
と
し
て
、
独
自
の
法
律
、
軍
隊
、
政
府
、
そ
し
て
支
配
領
土

を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
状
態
は
他
の
い
か
な
る
国
に
も
な
い
（
一
八
〇
頁
）。

蒋
介
石
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
不
平
等
条
約
と
治
外
法
権
を
否
定
し
て
い
る
と
非
難
し
て
い
る
。
こ
の
文
脈

で
は
ミ
ア
ー
ズ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
利
益
を
擁
護
し
、
中
国
と
敵
対
し
て
い
る
。

─
─
国
民
党
の
影
響
を
受
け
て
、
外
国
勢
力
に
反
発
す
る
異
常
な
感
情
が
中
国
の
国
家
主
義
に
吸
収
さ
れ
て

い
っ
た
。
中
国
は
、
租
借
地
、
外
国
機
関
が
代
行
し
て
い
る
鉄
道
の
管
理
と
割
譲
地
お
よ
び
租
界
に
対
す
る
行

政
権
、
外
国
人
に
対
す
る
治
外
法
権
の
返
上
を
要
求
し
て
い
る
。
自
国
の
尊
重
と
主
権
を
軽
視
し
て
い
る
特
権

の
即
時
放
棄
を
要
求
し
て
い
る
（
一
八
一
頁
）。

「
報
告
に
対
す
る
日
本
の
反
論
を
読
む
と
、
自
分
た
ち
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
判
決
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
、

心
か
ら
当
惑
し
て
い
る
の
が
よ
く
分
か
る
。
リ
ッ
ト
ン
報
告
は
日
中
双
方
の
責
任
を
問
題
に
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
中
国
は
後
れ
す
ぎ
、
日
本
は
行
き
過
ぎ
と
い
う
の
だ
。」「
日
本
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
欧
米

諸
国
が
日
本
を
非
難
す
る
の
は
、
中
国
の
領
土
保
全
を
尊
重
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
す
で
に
大
国
自

身
が
侵
害
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。」（
一
八
六
頁
）
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め
に
融
資
し
た
金
額
は
一
〇
億
ド
ル
に
の
ぼ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
国
に
お
け
る

権
益
は
純
粋
の
通
商
利
益
で
は
な
く
、
政
治
的
戦
略
的
利
益
と
見
た
」（
二
〇
四
～
五
頁
）。

「
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
が
日
本
を
締
め
出
し
て
い
る
」

真
珠
湾
攻
撃
前
夜
の
日
米
交
渉
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
側
は
し
ば
し
ば
「
日
本
が
ア
メ
リ
カ
を
締
め
出
そ
う

と
し
て
い
る
」
と
抗
議
し
て
い
る
。
日
本
に
い
わ
せ
れ
ば
話
は
逆
で
あ
り
、「
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強

が
日
本
を
締
め
出
し
て
い
る
」。
記
録
を
見
れ
ば
、
日
本
に
言
い
分
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

ハ
ル
国
務
長
官
は
日
本
野
村
大
使
と
の
会
談
覚
書
（
一
九
四
〇
年
四
月
）
に
お
い
て
、「
日
本
は
ア
メ
リ
カ
お

よ
び
世
界
の
い
か
な
る
国
と
も
ま
っ
た
く
同
一
条
件
で
貿
易
で
き
る
と
つ
た
え
て
い
る
。
た
ぶ
ん
ハ
ル
長
官
は

「
実
際
の
政
策
」
で
は
な
く
「
望
ま
し
い
政
策
」
を
語
っ
た
の
だ
。

ハ
ル
長
官
の
説
明
は
日
米
間
に
わ
だ
か
ま
る
不
信
感
の
原
因
の
あ
り
か
を
示
唆
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
自

由
経
済
と
は
自
国
製
品
を
後
れ
た
地
域
に
無
関
税
で
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
が
決
め
た
税
率
で
持
ち
込
む
こ
と

な
の
だ
（
二
〇
九
頁
）。

ア
メ
リ
カ
が
日
本
を
非
難
す
る
も
う
一
つ
の
問
題
点
は
「
不
公
正
競
争
」
で
あ
る
。
日
本
の
実
質
賃
金
は
ア

メ
リ
カ
と
比
べ
て
著
し
く
低
い
。
だ
か
ら
、
米
国
企
業
は
労
使
共
に
日
本
製
品
か
ら
不
公
正
な
競
争
を
仕
掛
け

ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
日
本
か
ら
見
れ
ば
、
不
公
正
競
争
を
し
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
の
側
だ
が
、
ア
メ
リ
カ

人
は
そ
う
は
見
な
か
っ
た
（
二
〇
九
頁
）。

の
保
全
、
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
事
実
を
見
る
と
、
ス
チ
ム
ソ
ン
長
官
の
政
策
説
明
は
現
実
に
適
合
し
て
い
な
い
。
米
国
政
府
が
蒋

介
石
に
対
す
る
大
型
借
款
を
始
め
る
一
九
三
七
年
ま
で
は
ア
メ
リ
カ
の
中
国
投
資
は
な
き
に
等
し
か
っ
た
。
一

九
三
一
年
、
満
洲
事
変
が
起
き
、
ア
メ
リ
カ
が
日
中
両
国
に
よ
る
権
益
侵
害
を
公
式
に
非
難
し
た
と
き
に
は
、

そ
の
対
中
投
資
総
額
は
一
・
九
六
億
ド
ル
で
あ
り
、「
空
母
四
隻
分
の
製
造
費
、
あ
る
い
は
原
爆
一
個
の
製
造

費
の
一
割
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
対
外
投
資
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ア
ジ
ア
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
南
米
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

三
七
年
の
総
輸
出
の
う
ち
中
国
向
け
は
一
・
五
％
に
す
ぎ
な
い
（
二
〇
二
頁
）。

「
一
九
三
一
年
当
時
、
諸
外
国
の
対
中
投
資
は
三
六
・
七
％
、
ソ
連
八
・
四
％
、
日
本
三
五
・
一
％
に
対

し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
存
在
は
小
さ
か
っ
た
」「
日
本
の
対
中
投
資
、
対
満
投
資
は
対
外
投
資
の
大
部
分
を

占
め
て
い
た
が
、
英
米
の
対
中
投
資
は
、
国
家
経
済
の
一
部
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」「
ア
メ
リ
カ
は
自
国
か

ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
輸
出
し
、
資
源
を
開
発
す
る
権
利
を
主
張
し
て
い
る
。
権
益
擁
護
の
た
め
に
武

力
を
行
使
し
て
い
る
」「
日
本
が
同
じ
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
何
で
邪
魔
立
て
す
る
の
か
、
日
本
に

は
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
」（
二
〇
四
～
二
〇
五
頁
）。

「
ア
メ
リ
カ
は
蒋
介
石
に
て
こ
入
れ
を
始
め
る
三
七
年
ま
で
は
、
中
国
に
そ
れ
ほ
ど
関
心
を
も
っ
て
い
な

か
っ
た
。
そ
の
後
、
三
八
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
米
英
が
抗
日
戦
争
中
の
蒋
介
石
政
権
を
支
援
す
る
た
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「
日
本
と
日
本
国
民
の
罪
と
罰
と
い
う
問
題
は
単
純
で
は
な
い
。
日
華
事
変
の
記
録
を
読
め
ば
、
日
本

の
指
導
部
と
軍
隊
の
行
為
す
べ
て
が
犯
罪
で
あ
る
。
彼
ら
の
重
大
な
犯
罪
に
は
情
状
酌
量
の
余
地
が
な

い
。
彼
ら
は
残
虐
に
も
非
戦
闘
員
を
爆
撃
し
た
。
彼
ら
は
他
人
の
財
産
を
略
奪
し
破
壞
し
た
。
彼
ら
は
何

百
万
の
民
衆
に
恐
る
べ
き
惨
禍
を
も
た
ら
し
た
恐
怖
の
戦
争
の
遂
行
者
だ
」。「
し
か
し
、
日
本
が
実
際
に

人
類
に
対
す
る
罪
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
私
た
ち
が
日
本
国
民
を
懲
罰
す
る
の
は
果
た
し
て
正
義
だ
ろ
う

か
。
ま
た
こ
の
懲
罰
が
将
来
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
同
様
の
犯
罪
の
抑
止
力
た
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
答
え

は
否
で
あ
る
。」「
国
際
法
の
原
理
原
則
は
も
っ
と
厳
密
に
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
。
人
道
的
見
地
か
ら
い

え
ば
、
日
本
の
犯
罪
と
は
国
益
を
人
権
の
上
に
お
き
、
国
家
の
存
亡
の
利
益
を
武
力
に
訴
え
て
も
守
ろ
う

と
し
た
こ
と
だ
。」「
勝
者
に
よ
る
敗
者
の
懲
罰
は
、
自
ら
の
支
配
態
勢
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
大
国
の
我

欲
に
す
ぎ
な
い
。」「
ア
メ
リ
カ
も
イ
ギ
リ
ス
も
対
中
関
係
で
は
、
自
ら
の
特
権
的
地
位
を
話
し
合
い
で
放

棄
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
日
本
が
武
力
で
獲
得
し
た
租
借
地
と
外
国
資
産
を
中
国
当
局
に
引
き
渡
す

ま
で
、
不
平
等
条
約
、
治
外
法
権
、
租
借
地
を
返
上
し
な
か
っ
た
。」「
日
本
は
一
八
九
四
～
九
五
年
の
戦

争
で
中
国
に
勝
っ
て
主
権
を
取
り
戻
し
た
。」「
中
国
は
一
九
三
七
～
四
五
年
の
戦
争
で
日
本
に
勝
っ
て
主

権
を
取
り
戻
し
た
。」（
強
調
引
用
者
、
二
八
一
～
二
八
七
頁
）

こ
の
よ
う
に
日
本
の
立
場
を
分
析
す
る
と
、
日
本
は
「
白
色
民
族
に
差
別
さ
れ
て
い
る
」
と
本
気
で
信
じ
て

い
た
よ
う
だ
。
そ
こ
で
日
本
は
中
国
に
激
し
い
進
出
攻
勢
を
か
け
、
南
進
政
策
を
強
力
に
押
し
進
め
て
い
く
。

日
本
は
ま
た
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
で
「
大
国
に
包
囲
さ
れ
て
い
る
」
と
信
じ
込
ん
で
い
た
。
競
争
力
の
強
い

こ
れ
ら
の
国
は
、
や
ろ
う
と
思
え
ば
、
日
本
と
の
通
商
関
係
を
断
絶
し
、
日
本
を
殺
す
こ
と
が
で
き
る
。
問
題

の
基
本
に
あ
る
の
は
「
資
源
の
欠
如
」
で
は
な
く
、
民
族
間
の
「
信
頼
の
欠
如
」
だ
っ
た
。
日
本
は
「
自
由
経

済
と
主
権
尊
重
」
と
い
う
英
米
の
政
策
を
、
飾
り
に
す
ぎ
な
い
と
思
い
こ
み
、
そ
れ
が
日
本
を
不
安
に
さ
せ
た

の
で
あ
っ
た
（
二
一
七
頁
）。

日
本
に
限
ら
な
い
中
国
侵
略
の
責
任

ミ
ア
ー
ズ
は
一
貫
し
て
、
英
米
、
特
に
米
国
の
政
策
や
世
論
を
批
判
的
に
分
析
し
、「
日
本
人
な
ら
ば
ど
の

よ
う
に
受
け
取
る
か
」、
と
日
本
の
立
場
か
ら
紛
争
の
焦
点
を
考
え
抜
こ
う
と
し
て
、
結
局
「
欧
米
が
中
国
で

自
ら
実
行
し
て
い
る
政
策
」
を
「
日
本
が
行
う
場
合
に
こ
れ
を
批
判
す
る
」
の
は
、
フ
ェ
ア
で
は
な
い
、
説

得
力
を
欠
く
と
批
判
し
て
い
る
。
ミ
ア
ー
ズ
の
主
張
は
、
ア
メ
リ
カ
が
「
中
国
に
お
い
て
侵
略
を
行
っ
て
い

る
」
か
ら
に
は
、「
日
本
に
対
し
て
の
み
、
侵
略
を
非
難
す
る
」
の
は
公
正
で
は
な
い
、
と
い
う
一
語
に
尽
き

る
。
そ
の
言
外
の
意
は
、
自
ら
の
「
中
国
侵
略
を
止
め
ら
れ
な
い
」
か
ら
に
は
、「
日
本
の
対
中
政
策
を
容
認

す
べ
き
だ
」
と
い
う
結
論
に
落
ち
着
く
ほ
か
は
な
い
。

だ
が
、
ミ
ア
ー
ズ
の
正
義
観
、
公
正
観
を
支
え
て
い
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
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各
ゝ
最
善
ヲ
盡
セ
ル
ニ
拘
ラ
ス
戰
局
必
ス

シ
モ
好
轉
セ
ス
」。
こ
こ
で
は
「
交
戦
四

歳
」
と
あ
る
か
ら
、
一
九
四
一
～
四
五
年

の
戦
争
を
指
し
て
お
り
、
中
国
大
陸
に
お

け
る
八
年
の
抗
日
戦
争
は
含
ま
れ
な
い
。

こ
の
詔
勅
は
、
一
九
四
一
～
四
五
年
の
対

英
米
戦
争
が
「
終
戦
」
に
至
っ
た
こ
と
を

「
米
英
中
ソ
」
四
カ
国
に
告
げ
た
も
の
に
す

ぎ
な
い
。

こ
の
詔
勅
で
は
、「
日
中
戦
争
の
開
戦
も

敗
戦
も
」
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。「
他
國
ノ

主
權
ヲ
排
シ
領
土
ヲ
侵
ス
カ
如
キ
」
と
は
、

ま
さ
に
日
本
が
満
洲
や
台
湾
、
そ
し
て
朝
鮮

半
島
で
典
型
的
に
示
し
た
行
為
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
カ
イ
ロ
宣
言
を
踏
ま
え
た
ポ
ツ
ダ
ム

宣
言
の
領
土
条
項
─
─
「
満
洲
、
台
湾
及
澎

終戦の詔勅

（
２
）
対
米
従
属
と
反
面
を
な
す
、
対
中
敗
戦
認
識
の
欠
如

終
戦
詔
勅
に
見
ら
れ
る
対
中
敗
戦
意
識
の
欠
如

ミ
ア
ー
ズ
は
、
対
中
国
占
領
に
お
け
る
日
本
と
欧
米
の
責
任
を
連
続
的
に
論
じ
た
が
、
日
本
に
と
っ
て
対
米

従
属
の
反
面
は
、
対
中
敵
視
あ
る
い
は
対
中
無
視
で
あ
る
。
こ
の
日
中
米
三
角
関
係
を
「
開
戦
の
詔
勅
」
と

「
終
戦
の
詔
勅
（
玉
音
放
送
）」
で
読
む
と
、
そ
の
構
図
が
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
る
。

ま
ず
は
、「
終
戦
の
詔
勅
」
を
見
て
み
よ
う
。

①
「
朕
ハ
帝
國
政
府
ヲ
シ
テ
米
英
支0

蘇
四
國
ニ
對
シ
其
ノ
共
同
宣
言
ヲ
受
諾
ス
ル
旨
通
告
セ
シ
メ
タ
リ
」（
強

調
引
用
者
）
と
あ
り
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
を
通
告
し
た
対
象
国
「
米
英
中
ソ
」
四
カ
国
に
は
中
国
が
含

ま
れ
る
。

②
「
曩さ

き

ニ
米
英
二
國
ニ
宣
戰
セ
ル
所
以
モ
亦
實
ニ
帝
國
ノ
自
存
ト
東
亞
ノ
安
定
ト
ヲ
庶
幾
ス
ル
ニ
出
テ
他
國
ノ

主
權
ヲ
排
シ
領
土
ヲ
侵
ス
カ
如
キ
ハ
固
ヨ
リ
朕
カ
志
ニ
ア
ラ
ス
」。
こ
こ
で
は
米
英
に
対
す
る
宣
戦
が
「
他

国
の
主
権
を
排
し
領
土
を
侵
す
」
志
に
あ
ら
ず
と
し
て
い
る
が
、
中
国
に
対
す
る
「
宣
戦
布
告
な
き
戦
争
」、

つ
ま
り
「
事
変
」
と
い
う
形
で
、
宣
戦
布
告
な
し
に
開
戦
さ
れ
た
日
中
戦
争
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
こ

で
一
九
三
一
～
四
五
年
日
中
戦
争
は
行
方
不
明
に
な
っ
た
。

③
「
然
ル
ニ
交
戰
已
ニ
四
歳
ヲ
閲
シ
朕
カ
陸
海
將
兵
ノ
勇
戰
朕
カ
百
僚
有
司
ノ
勵
精
朕
カ
一
億
衆
庶
ノ
奉
公
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一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
ま
で
の
四
年
五
カ

月
、
す
な
わ
ち
盧
溝
橋
事
件12

以
来
、
一
二
月

八
日
ま
で
の
日
中
戦
争
を
指
す
こ
と
は
明
ら

か
だ
。
こ
の
日
中
戦
争
に
は
局
面
の
変
化
と

こ
れ
に
対
応
し
た
米
英
の
政
策
が
あ
っ
た
。

「
幸
ニ
國
民
政
府
更
新
ス
ル
ア
リ
。
帝

國
ハ
之
ト
善
隣
ノ
誼
ヲ
結
ヒ
相
提
携
ス

ル
ニ
至
レ
ル
モ
、
重
慶
ニ
殘
存
ス
ル
政

權
ハ
米
英
ノ
庇
蔭
ヲ
恃た

の

ミ
テ
、
兄
弟
尚

未
タ
牆か

き

ニ
相
鬩せ

め

ク
ヲ
悛あ

ら
た

メ
ス
」

「
國
民
政
府
」
に
「
更
新
す
る
あ
り
」
と

は
、
汪
兆
銘
政
権11

が
日
本
占
領
下
の
南
京
に

成
立
し
た
こ
と
を
指
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
重
慶
ニ
殘
存
ス
ル
政
權
」
す
な
わ
ち
蒋
介

石
政
権
は
「
兄
弟
牆
ニ
相
鬩
ク
」（
兄
弟
間
の

開戦の詔勅

湖
島
ノ
如
キ
日
本
国
カ
清
国
人
ヨ
リ
盗
取
シ
タ
ル
一
切
ノ
地
域
ヲ
中
華
民
国
ニ
返
還
ス
ル
コ
ト
」
を
遵
守
さ
せ

ら
れ
た
の
だ
。
歴
史
的
事
実
の
経
過
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、「
終
戦
」
は
「
交
戦
四
歳
」
に
つ
い
て

の
も
の
と
認
識
さ
れ
て
日
中
戦
争
は
行
方
不
明
に
な
っ
た
。
こ
の
戦
争
の
「
終
わ
り
方
の
あ
い
ま
い
性
」
が
大

き
な
禍
根
を
残
し
た
。

対
米
英
宣
戦
布
告
の
詔
勅
と
中
華
民
国
の
位
置
─
─
行
方
不
明
に
な
っ
た
日
中
戦
争

一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
付
の
「
開
戦
の
詔
勅
─
─
米
英
両
国
ニ
対
ス
ル
宣
戦
ノ
詔
」
は
、
開
戦
に
至
っ
た

事
情
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
朕
茲
ニ
米
國
及
英
國
ニ
対
シ
テ
戰
ヲ
宣
ス
」、
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
一

句
か
ら
分
か
る
よ
う
に
宣
戦
を
布
告
し
た
相
手12

は
「
米
國
及
英
國
」
で
あ
る12

。

で
は
、
な
ぜ
米
英
な
の
か
。
日
中
戦
争
が
勃
発
し
た
直
接
の
き
っ
か
け
で
あ
る
盧
溝
橋
事
件
（
一
九
三
七
年
七

月
七
日
）
で
衝
突
し
た
の
は
中
華
民
国
の
軍
隊
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

開
戦
の
詔
勅
曰
く
、
中
華
民
国
は
日
本
帝
国
の
真
意
を
解
せ
ず
、
東
亜
の
平
和
を
攪
乱
し
、
日
本
帝
国
を
し

て
武
器
を
執
ら
し
め
、
四
年
余
を
経
た
（「
中
華
民
國
政
府
、
曩さ
き

ニ
帝
國
ノ
眞
意
ヲ
解
セ
ス
、
濫
ニ
事
ヲ
構
ヘ
テ
東
亞
ノ
平

和
ヲ
攪
亂
シ
、
遂
ニ
帝
國
ヲ
シ
テ
干か
ん
か戈
ヲ
執
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
、
茲
ニ
四
年
有
餘
ヲ
經
タ
リ
」）。
こ
れ
が
詔
勅
の
対
中
認
識
で

あ
る
。

「
中
華
民
国
が
東
亜
の
平
和
を
攪
乱
し
た
」
の
で
「
日
本
帝
国
は
武
器
を
執
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
」
と

認
識
し
て
い
る
。
こ
の
主
題
は
、「
四
年
有
餘
ヲ
經
タ
リ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
九
三
七
年
七
月
七
日
か
ら
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一
九
四
一
年
一
二
月
一
二
日
、「
今
次
戦
争
ノ
呼
称
並
ニ
平
戦
時
ノ
分
界
時
期
等
ニ
付
テ
」
と
い
う
閣
議
決

定
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
一
、
今
次
ノ
対
米
英
戦
争
及
今
後
情
勢
ノ
推
移
ニ
伴
ヒ
生
起
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
キ
戦
争
ハ
、
支
那
事
変

ヲ
モ
含
メ
大
東
亜
戦
争
ト
呼
称
ス
。
二
、
給
与
、
刑
法
ノ
適
用
等
ニ
関
ス
ル
平
時
、
戦
時
ノ
分
界
時
期
ハ

昭
和
十
六
［
一
九
四
一
］
年
十
二
月
八
日
午
前
一
時
三
十
分
ト
ス
。
三
、
帝
国
領
土
（
南
洋
群
島
委
任
統
治
区

域
ヲ
除
ク
）
ハ
差
当
リ
戦
地
ト
指
定
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
。
但
シ
帝
国
領
土
ニ
在
リ
テ
ハ
第
二
号
ニ
関
ス
ル
個
々

ノ
問
題
ニ
付
其
他
ノ
状
態
ヲ
考
慮
シ
戦
地
並
ニ
取
扱
フ
モ
ノ
ト
ス11

」。

一
項
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、「
支
那
事
変
ヲ
モ
含
メ
、
大
東
亜
戦
争
ト
呼
称
ス
」
と
決
定
し
た
も
の
だ
。

す
な
わ
ち
一
九
四
一
年
一
二
月
の
対
米
英
宣
戦
の
布
告
後
に
戦
わ
れ
る
戦
争
は
、「
大
東
亜
戦
争
」
と
命
名
さ

れ
、
こ
れ
に
は
「
支
那
事
変
」（
一
九
三
七
～
）
を
も
含
む
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
わ
け
だ
。
こ
の
決
定
に
よ
っ
て
、

一
九
三
七
年
以
来
の
支
那
事
変
す
な
わ
ち
日
中
戦
争
（
継
続
中
）
と
一
九
四
一
年
以
来
の
（
今
後
展
開
さ
れ
る
）
対

米
英
戦
争
は
、「
大
東
亜
戦
争
」
の
名
で
括
ら
れ
た11

。

以
後
、
日
本
で
は
一
九
四
五
年
の
敗
戦
に
至
る
ま
で
大
東
亜
戦
争
の
名
で
統
一
さ
れ
、
こ
れ
が
広
く
行
わ
れ

た
。
こ
こ
で
「
東
亜
」
が
東
ア
ジ
ア
地
域
を
指
す
こ
と
に
誤
解
の
余
地
は
な
い
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
「
大
」
が
付
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
①
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
を
目
的
と
し
た
戦
争
を

内
戦
）
を
反
省
せ
ず
、
内
戦
を
続
け
た
。

こ
の
よ
う
に
分
裂
し
た
中
華
民
国
に
対
し
て
、
米
英
は
蒋
介
石
政
権
を
支
援
し
て
、
東
洋
制
覇
の
野
望
を
遂

げ
よ
う
と
し
て
い
る
（「
米
英
両
國
ハ
殘
存
政
權
［
蒋
介
石
］
ヲ
支
援
シ
テ
東
亞
ノ
禍
亂
ヲ
助
長
シ
、
平
和
ノ
美
名
ニ
匿
レ
テ

東
洋
制
覇
ノ
非
望
ヲ
逞
ウ
セ
ム
ト
ス
」）。

「
開
戦
の
詔
勅
」
の
核
心
は
こ
こ
に
あ
る
。
日
本
帝
国
が
汪
兆
銘
傀
儡
政
権
を
成
立
さ
せ
た
の
に
対
し
て
、

米
英
両
国
が
残
存
蒋
介
石
政
権
を
支
援
し
た
こ
と
だ
。
こ
こ
か
ら
汪
兆
銘
政
権
と
蒋
介
石
政
権
と
の
内
戦
は
、

日
本
と
米
英
と
の
代
理
戦
争
と
な
る
。
米
英
の
同
盟
国
は
、
日
本
帝
国
包
囲
網
を
形
成
し
た
。

米
英
は
同
盟
国
を
誘
い
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
等
）、
通
商
を
妨
害
し
、
経
済
断
行
を
行
い
、
日
本
帝

国
の
生
存
に
脅
威
を
与
え
た
（「
與
國
ヲ
誘
ヒ
帝
國
ノ
周
邊
ニ
於
テ
、
武
備
ヲ
增
強
シ
テ
我
ニ
挑
戰
シ
」「
帝
國
ノ
平
和
的
通

商
ニ
有
ラ
ユ
ル
妨
害
ヲ
與
ヘ
、
遂
ニ
經
濟
斷
交
ヲ
敢
テ
シ
、
帝
國
ノ
生
存
ニ
重
大
ナ
ル
脅
威
ヲ
加
フ
」）。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
包
囲
網11

を
指
す
。

そ
の
結
果
、
日
本
帝
国
の
存
立
が
危
殆
に
瀕
し
、「
自
存
自
衞
」
の
た
め
、
蹶
起
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
（「
斯
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
推
移
セ
ム
カ
、
東
亞
安
定
ニ
關
ス
ル
帝
國
積
年
ノ
努
力
ハ
悉
ク
水
泡
ニ
帰
シ
、
帝
國
ノ
存
立
、
亦
正

ニ
危
殆
ニ
瀕
セ
リ
」「
帝
國
ハ
今
ヤ
自
存
自
衞
ノ
爲
、
蹶
然
起
ツ
テ
、
一
切
ノ
障
礙
ヲ
破
碎
ス
ル
ノ
外
ナ
キ
ナ
リ
」）。

「
大
東
亜
戦
争
」
の
呼
称
と
範
囲

で
は
一
九
四
一
年
一
二
月
の
対
米
英
戦
争
と
「
支
那
事
変
」
と
の
関
わ
り
は
ど
う
な
る
の
か
。
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こ
の
覚
書
に
し
た
が
っ
て
、「
大
東
亜
戦
争
調
査
会
」
は
一
九
四
六
年
一
月
一
一
日
「
戦
争
調
査
会
」
と
改

称
さ
れ
、
官
制
条
文
中
の
「
大
東
亜
戦
争
」
の
語
句
も
す
べ
て
「
戦
争
」
に
改
め
ら
れ
た11

。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
プ
レ

ス
・
コ
ー
ド
な
ど
で
「
大
東
亜
戦
争
」
の
使
用
を
新
聞
で
避
け
る
よ
う
に
指
令
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
間
情
報
教
育
局

作
成
の
『
太
平
洋
戰
爭
史
─
─
真
実
な
き
軍
国
日
本
の
崩
壊
』
一
〇
万
部
は
完
売
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
指
導
で
学
校
教

育
で
も
奨
励
さ
れ
、
太
平
洋
戦
争
の
呼
称
が
定
着
し
た11

。

こ
れ
は
占
領
軍
に
よ
っ
て
「
強
制
さ
れ
た
も
の
」
だ
が
、
い
ま
や
日
本
国
民
は
「
強
制
を
自
覚
で
き
な
い
ほ

ど
に
」
飼
い
馴
ら
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
東
亜
戦
争
を
太
平
洋
戦
争
に
置
き
換
え
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
や
り
方
は
、
あ
ま
り
に
も
乱
暴
な

ア
メ
リ
カ
一
辺
倒
史
観
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
国
大
陸
で
戦
わ
れ
た
日
中
戦
争
は
行
方
不
明
に
な
っ
た
。

ま
こ
と
に
名
は
体
を
表
す
。『
論
語
』
子
路
篇
の
一
句
（「
子
曰
、
必
也
正
名
乎
」12
） 

を
想
起
す
べ
き
だ
。

米
国
追
随
の
呼
称
で
、
中
国
へ
の
敗
戦
認
識
は
抜
け
去
っ
た

戦
争
の
呼
称
問
題
を
サ
ー
ベ
イ
し
た
庄
司
潤
一
郎
氏
は
、
論
文
の
末
尾
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

「
結
論
と
し
て
は
、
現
時
点
で
の
使
用
状
況
は
、
太
平
洋
戦
争
の
普
及
度
が
高
い
が
、
今
後
の
展
望
と
し

て
総
合
的
に
考
察
し
た
場
合
、［
一
九
四
一
年
］
一
二
月
八
日
以
降
の
中
国
戦
線
を
含
め
た
戦
争
の
適
切
な

呼
称
は
、
戦
争
の
全
体
像
の
視
点
か
ら
、
い
ず
れ
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
を
否
定
し
た
う
え
で
、
大
東
亜
戦

指
す
と
解
す
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
解
釈
」
と
、
②
単
に
マ
レ
ー
半
島
や
タ
イ
、
ビ
ル
マ
辺
り
ま
で
を
含
む

「
広
義
の
東
ア
ジ
ア
」、
す
な
わ
ちG

reater E
ast A

sia

と
い
う
地
理
的
境
界
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ぬ
と
解
す

る
も
の
、
③
そ
し
て
両
者
を
重
ね
た
含
意
で
用
い
る
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
解
釈
が
行
わ
れ
た
。
含
意
、
解

釈
を
統
一
す
る
閣
議
決
定
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

「
太
平
洋
戦
争
」
へ
の
呼
称
変
更

主
戦
場
が
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
見
て
太
平
洋
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
米
英
な
ど
連
合
国
に
お
い
て
は

Pacific T
heater

（
太
平
洋
戦
域
）
が
使
用
さ
れ
、the W

ar in the Pacific T
heater

、W
W

 II -Pacific T
heatre

、

the Pacific T
heatre in the Second W

orld W
ar

な
ど
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
線
・
戦
域
名
が
用
い
ら
れ
た
。

敗
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策
の
も
と
で
「
大
東
亜
戦
争
」
は
「
太
平
洋
戦
争
」
へ
強
制
的
に
変
更
さ
せ
ら

れ
た
。
一
九
四
五
年
一
二
月
一
五
日
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
は
、
神
道
の
国
家
か
ら

の
分
離
、
神
道
教
義
か
ら
軍
国
主
義
的
、
超
国
家
主
義
的
思
想
の
抹
殺
、
学
校
か
ら
の
神
道
教
育
の
排
除
を
目

的
と
し
て
、「
国
家
神
道
（
神
社
神
道
）
ニ
対
ス
ル
政
府
ノ
後
援
、
支
持
、
保
護
、
管
理
、
布
教
ノ
廃
止
ノ
件
」

と
の
覚
書11

を
日
本
政
府
に
対
し
て
発
し
た
。

そ
こ
で
は
、「『
大
東
亜
戦
争
』、『
八
紘
一
宇
』
ノ
如
キ
言
葉
及
日
本
語
ニ
於
ケ
ル
意
味
カ
国
家
神
道
、
軍
国

主
義
、
超
国
家
主
義
ニ
緊
密
ニ
関
連
セ
ル
其
他
一
切
ノ
言
葉
ヲ
公
文
書
ニ
使
用
ス
ル
事
ヲ
禁
ス
、
依
テ
直
チ
ニ

之
ヲ
中
止
ス
ヘ
シ
」
と
さ
れ
た
。
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（
３
）
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
か
ら
逸
脱
し
た
、
沖
縄
「
征
服
」

朝
河
に
よ
る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
分
析

朝
河
貫
一
に
話
を
戻
そ
う
。
一
九
四
五
年
七
月
二
六
日
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
が
発
表
さ
れ
る
と
、
朝
河
は
た
だ

ち
に
そ
の
分
析
に
取
り
組
み
、
そ
れ
が
占
領
軍
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
推
進
さ
れ
る
か
を
見
極
め
て
、
翌
四
六

年
暮
に
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
に
細
か
な
文
字
で
約
一
〇
〇
枚
の
覚
書
（「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
占
領
行
政
を
叱
る
─
─
新
生
日
本

の
展
望
（
朝
河
絶
筆
）」）
を
書
い
た
。
こ
の
覚
書
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
前
著
『
敗
戦
・
沖
縄
・
天
皇
』（
花
伝
社
、

二
〇
一
四
年
）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

こ
の
覚
書
は
、
短
い
手
紙
等
を
除
け
ば
、
一
九
四
八
年
に
死
去
し
た
朝
河
に
と
っ
て
絶
筆
と
見
て
よ
い
エ
ッ

セ
イ
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
を
読
む
と
、「
Ⅰ 

新
日
本
に
お
け
る
個
人
の
展
望
」
お
よ
び
「
Ⅱ 

個
人
の
将
来
運

命
の
展
望
」
の
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
十
三
ヵ
条
」
の
分
析
に
始
ま
り
、
駐
留
米
軍
の
課

題
と
そ
の
一
年
半
の
成
果
を
縦
横
に
分
析
し
て
い
る
。
中
身
は
、
占
領
行
政
を
厳
し
く
叱
り
、
新
生
日
本
に
希

望
を
寄
せ
る
も
の
で
、
ま
さ
に
歴
史
家
朝
河
の
遺
言
と
解
し
て
よ
い
。

そ
こ
に
次
の
一
節
が
見
え
る
。
─
─
「
ペ
リ
ー
提
督
が
日
本
を
訪
問
し
て
、
要
求
を
幕
吏
に
提
出
す
る
や
、

同
時
に
白
旗
を
与
え
て
日
く
、『
も
し
要
求
を
拒
む
な
ら
ば
砲
撃
し
江
戸
城
を
一
砕
す
べ
し
。
こ
の
白
旗
を
掲

げ
て
降
伏
の
意
を
示
す
な
ら
ば
、
砲
撃
せ
ざ
る
べ
し
』
と
提
言
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
」（
九
項 

「
ア
メ
リ
カ

争
も
し
く
は
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
使
用
を
検
討
す
る
の
も
一
法
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る12

」。

穏
当
な
結
論
と
い
う
べ
き
だ
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
お
し
つ
け
た
太
平
洋
戦
争
の
呼
称
を
無
批
判
に
用
い
て
い
る
者
は
、

深
く
反
省
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

一
九
三
七
年
盧
溝
橋
事
件
に
始
ま
る
日
・
中
双
方
の
「
宣
戦
布
告
な
き
戦
争
」
は
、
一
九
四
一
年
一
二
月
に

対
米
英
の
宣
戦
を
布
告12

し
た
後
も
、
続
い
て
い
た
。
こ
の
冷
厳
な
事
実
を
無
視
し
て
、
一
九
四
一
年
一
二
月
～

一
九
四
五
年
八
月
の
太
平
洋
戦
争
を
も
っ
て
大
東
亜
戦
争
と
代
替
し
、
あ
る
い
は
一
九
三
七
年
七
月
～
一
九
四

五
年
九
月
の
日
中
八
年
戦
争
を
あ
い
ま
い
に
す
る
こ
と
は
、
到
底
許
さ
れ
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
将
軍
は
戦
艦
ミ
ズ
ー
リ
の
降
伏
調
印
式
に
際
し
て
、
あ
え
て
「
ペ
リ
ー
白
旗
」
当
時
の
星
条
旗
と
真
珠
湾

攻
撃
時
の
星
条
旗
と
を
ミ
ズ
ー
リ
に
掲
げ
て
、
調
印
式
に
臨
ん
だ
。
そ
の
歴
史
意
識
を
改
め
て
想
起
す
べ
き
で

あ
る
。

翻
っ
て
、
日
本
国
民
は
、
ペ
リ
ー
の
白
旗
を
忘
れ
、
日
中
戦
争
の
終
わ
り
方
の
曖
昧
性
を
忘
れ
つ
つ
、
日
露

戦
争
の
勝
利
を
突
然
想
起
す
る
チ
グ
ハ
グ
を
演
じ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
夏
に
発
表
さ
れ
た
、
安
倍
晋
三
首
相

の
七
〇
周
年
談
話
は
、
歴
史
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
と
、
き
わ
め
て
い
か
が
わ
し
い
内
容
と
評
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
の
よ
う
に
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
な
日
中
敗
戦
認
識
を
是
認
す
る
か
、
批
判
す
る
か
は
、
未
来
の
国
際
関

係
や
日
本
政
治
に
大
き
く
関
わ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
日
本
国
民
の
倫
理
性
が
い
ま
厳
し
く
問
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

   198-199 15/11/06   15:01



200201

第６章　戦後に残った「白旗」の怨恨

使
の
過
失
を
問
い
に
く
い
［
こ
と
に
な
る
］。
な
か
ん
ず
く
「
沖
縄
こ
と
に
小
笠
原
諸
島
（
硫
黄
島
・
父
母
島
等
）

に
至
っ
て
は
、
カ
イ
ロ
決
議
に
お
い
て
も
「
日
本
の
史
的
統
合
領
土
」
を
認
め
て
い
る
。

─
─
［
沖
縄
・
小
笠
原
諸
島
は
］
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
い
う
「
不
限
定
島
の
範
囲
」
に
含
め
う
る
も
の
で
は
な
く
、

こ
れ
を
米
国
が
支
配
す
る
の
は
、「
ア
メ
リ
カ
が
専
取
し
た
」
と
解
す
る
ほ
か
な
い
。

─
─
こ
れ
は
「
ロ
シ
ア
が
千
島
・
南
樺
太
を
取
っ
た
こ
と
に
比
す
べ
き
征
服
」
と
い
う
非
難
を
免
れ
な
い
。

千
島
も
沖
縄
も
、
他
の
同
盟
国
が
黙
認
し
、
日
本
が
黙
せ
る
事
実
の
ほ
か
に
は
、
弁
解
の
な
い
地
域
で
あ
る

［
戦
勝
の
同
盟
国
と
敗
戦
の
日
本
は
黙
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
不
法
な
征
服
だ
］。

ペ
リ
ー
と
の
連
続
性

─
─
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
沖
縄
こ
と
に
小
笠
原
諸
島
は
す
で
に
一
八
五
三
年
ペ
リ
ー
が
「
一
部
占
取
を
提

言
」
し
て
、「
本
国
政
府
（
フ
ィ
ル
モ
ア
大
統
領
）
の
断
固
斥
け
た
と
こ
ろ
」
で
は
な
い
か
。

百
年
前
の
ペ
リ
ー
遠
征
に
比
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
征
服
戦
の
機
を
見
る
に
及
ん
で
、
先
頃
の
「
政
府
の
良

心
」
を
「
沈
黙
の
潜
伏
し
た
欲
望
」
に
委
ね
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
記
述
か
ら
朝
河
は
、
ペ
リ
ー
に
よ
る
「
白
旗
」
を
用
い
た
秘
か
な
「
恫
喝
」
は
、「
沖
縄
の
征
服
」
に

お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
た
と
み
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

朝
河
は
こ
こ
で
ペ
リ
ー
の
も
う
一
つ
の
戦
略
を
想
起
し
た
。
そ
れ
は
万
一
幕
府
と
の
交
渉
が
失
敗
し
た
場
合

人
国
民
性
の
短
所
」）。

朝
河
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
将
軍
の
占
領
行
政
の
行
方
を
占
う
際
に
、
ペ
リ
ー
の
白
旗
騒
動
を
脳
裏
に
浮
か
べ
て

い
た
こ
と
は
こ
の
記
述
だ
け
か
ら
で
も
分
か
る
。

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
沖
縄
「
征
服
」

こ
こ
で
は
、
朝
河
覚
書
か
ら
「
領
土
問
題
と
主
権
問
題
」
の
テ
ー
マ
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、

今
日
の
対
米
従
属
、
米
軍
の
沖
縄
基
地
「
占
領
」
を
朝
河
が
指
摘
し
て
い
る
か
ら
だ
。

─
─
領
土
問
題
。
さ
す
が
に
ア
メ
リ
カ
政
府
は
ア
メ
リ
カ
史
初
年
に
「
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
対
し

て
行
っ
た
よ
う
に
無
償
に
土
地
を
奪
う
こ
と
」
を
な
さ
ず
、
た
だ
占
領
駐
留
軍
の
要
す
る
土
地
・
建
物
・
物
資

を
駐
在
期
間
に
限
り
専
用
し
て
あ
る
。
領
土
の
削
取
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
カ
が
従
来
、
メ
キ
シ
コ
に
対
し
て
な

し
た
る
ほ
ど
に
は
、
統
合
領
土
を
奪
っ
て
い
な
い
。

─
─
「
委
任
統
治
諸
島11

」
を
奪
っ
た
事
実
は
（
今
日
こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
の
単
独
支
配
と
す
る
企
図
も
あ
る
が
、
そ
れ
は

未
決
に
属
す
る
ゆ
え
、
し
ば
ら
く
論
外
に
置
く
と
し
て
も
）、「
征
服
と
い
う
事
実
」
に
照
ら
し
て
、「
か
つ
て
の
日
本

の
非
法
行
使
」
に
つ
い
て
、「
日
本
は
正
当
化
で
き
な
い
」
と
ア
メ
リ
カ
が
か
つ
て
「
批
判
し
た
根
拠
」
が
失

わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

─
─
「
日
本
の
統
合
領
土
を
奪
っ
た
」
こ
と
は
、［
前
述
の
］
委
任
統
治
と
は
別
事
で
あ
り
、
日
本
の
非
法
行
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的
意
志
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
の
片
面
講
和
（
一
九
五
一
年
）、
続
く
日
華
平
和
条
約
（
一
九
五
二
年
）、
そ
し
て
日

中
共
同
声
明
（
一
九
七
二
年
）
と
、
日
本
の
国
際
環
境
は
小
さ
く
変
化
し
て
き
た
が
、
中
国
と
い
う
眠
れ
る
獅
子

の
覚
醒
に
よ
っ
て
、
日
米
中
三
角
関
係
の
歪
み
は
、
い
ま
大
き
な
修
正
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
年
前
に
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
が
語
っ
た
警
句
「
中
国
は
眠
ら
せ
て
お
け
、
中
国
が
目
覚
め
る
と
世
界
を
震
撼
さ

せ
る
」（Let C

hina sleep, for w
hen C

hina w
akes, she w

ill shake the w
orld.

）
は
、
こ
れ
ま
で
に
少
な
か
ら
ず

引
用
さ
れ
て
き
た
が
、
中
国
は
容
易
に
目
覚
め
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
国
は
つ
い
に
目
覚
め
、
軍
事
的
に
も
超
大
国
に
ふ
さ
わ
し
い
軍
事
力
を
手
に
し
た
。
こ

の
目
覚
め
の
意
味
を
認
識
で
き
な
い
視
野
の
狭
い
人
々
が
、
辺
野
古
基
地
を
用
い
た
軍
事
戦
略
で
対
抗
で
き
る

と
錯
覚
し
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
マ
ン
ガ
チ
ッ
ク
だ
。

注
１　
『
朝
河
貫
一
書
簡
集
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
〇
年
、
六
七
五
頁
。
筆
者
を
含
む
朝
河
貫
一
書
簡
編
集
委

員
会
に
よ
っ
て
『
朝
河
貫
一
書
簡
集
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
九
〇
年
一
〇
月
で
あ
る
。

２　

当
時
、
国
連
創
設
準
備
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
を
指
す
。

３　

朝
河
書
簡
の
日
付
は
五
月
一
三
日
だ
が
、
こ
の
時
点
で
米
国
の
新
聞
は
す
で
に
沖
縄
戦
の
勝
利
を
確
定
的
な
も
の

と
し
て
伝
え
て
い
た
。
事
実
、
第
一
海
兵
師
団
第
一
大
隊
長R

ichard P. R
oss

中
佐
は
一
九
四
五
年
五
月
三
〇
日
に

に
備
え
て
、
沖
縄
を
武
力
占
領
し
て
、
石
炭
と
水
の
補
給
基
地
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
長
期
戦
を
可
能

と
す
る
戦
略
だ
。
だ
が
、
南
北
戦
争
前
夜
の
フ
ィ
ル
モ
ア
大
統
領
に
は
、
そ
の
よ
う
な
冒
険
を
許
す
余
裕
は
な

く
、
フ
ィ
ル
モ
ア
は
ペ
リ
ー
一
流
の
冒
険
提
案
を
あ
っ
さ
り
却
下
し
た
。

─
─
［
米
国
の
沖
縄
・
小
笠
原
占
領
は
］
あ
た
か
も
「
ロ
シ
ア
が
前
世
紀
初
よ
り
屡
々
企
て
た
北
地
奪
取
」
を
今

に
お
よ
び
、「
対
日
宣
戦
と
日
本
降
伏
」
と
を
利
用
し
つ
い
に
実
行
し
た
の
と
同
じ
だ
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い11

。領
土
問
題
、
と
り
わ
け
沖
縄
基
地
化
に
対
す
る
朝
河
の
見
解
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
朝
河
は
一
方
で
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
受
諾
に
よ
る
敗
戦
国
日
本
と
い
う
国
際
政
治
上
の
制
約
条
件
を
十
分
に
認
識
し
つ
つ
も
、
占
領
軍
と

し
て
占
領
行
政
を
行
う
場
合
に
遵
守
す
べ
き
原
則
（
た
と
え
ば
内
政
不
干
渉
等
）
を
厳
密
に
考
察
し
て
い
た
。
そ

の
よ
う
な
朝
河
史
学
、
国
際
法
の
諸
原
則
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
歴
史
学
の
知
見
を
無
視
し
た
結
果
、
戦
後
の

日
米
関
係
は
極
度
に
ゆ
が
ん
だ
両
国
関
係
と
な
り
、
そ
の
結
果
は
日
本
と
隣
国
と
の
関
係
に
深
い
断
絶
を
生
じ

さ
せ
て
い
る
。
そ
の
典
型
が
沖
縄
の
基
地
問
題
で
あ
り
、
辺
野
古
沖
の
滑
走
路
建
設
問
題
を
め
ぐ
る
沖
縄
県
民

と
日
本
政
府
と
の
対
立
は
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
化
し
た
。

米
ソ
冷
戦
体
制
下
に
お
け
る
沖
縄
基
地
の
存
続
は
、
い
わ
ば
や
む
を
得
ざ
る
選
択
と
し
て
許
容
せ
ざ
る
を
え

な
い
要
素
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
今
日
の
沖
縄
基
地
問
題
は
、
米
国
の
強
制
と
い
う
よ
り
は
、
日
本
政
府
の
主
体
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拳
」
は
両
手
で
う
や
う
や
し
く
捧
げ
持
つ
形
容
で
あ
り
、「
服
膺
」
の
「
服
」
は
胸
に
つ
け
る
こ
と
、「
膺
」
は
胸
の

意
、
転
じ
て
よ
く
心
に
留
め
る
こ
と
を
い
う
。
出
典
は
『
中
庸
』
八
章
で
あ
る
。

12　

D
avid N

elson R
ow

e, C
hina am

ong the Pow
ers, B

race and C
o., 1945

13　

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
は
、
日
中
双
方
が
宣
戦
布
告
を
し
な
か
っ
た
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
一
九

四
一
年
一
二
月
ま
で
は
、
日
中
双
方
と
も
宣
戦
布
告
や
最
後
通
牒
を
行
わ
ず
、
戦
争
と
い
う
体
裁
を
望
ま
な
か
っ

た
。
戦
争
が
開
始
さ
れ
た
場
合
、『
第
三
国
に
は
戦
時
国
際
法
上
の
中
立
義
務
』
が
生
じ
、『
交
戦
国
に
対
す
る
軍
事

的
支
援
』
は
、
戦
時
国
際
法
に
反
す
る
敵
対
行
動
と
な
る
。
日
本
は
国
際
的
孤
立
を
避
け
る
た
め
、
中
華
民
国
（
蒋

介
石
）
は
外
国
の
支
援
な
し
に
戦
闘
を
継
続
で
き
な
い
た
め
、
戦
時
国
際
法
に
抵
触
し
な
い
形
態
を
選
択
し
た
。
特

に
中
国
に
と
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
国
内
法
で
あ
る
中
立
法
の
適
用
を
避
け
た
か
っ
た
こ
と
も
大
き
い
。
中
立
法
は

一
九
三
五
年
か
ら
四
一
年
三
月
の
武
器
貸
与
法
に
至
る
ま
で
続
い
た
法
律
で
、
外
国
の
戦
争
や
内
乱
に
米
国
が
関

与
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
武
器
お
よ
び
軍
需
物
資
の
輸
出
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
対
ナ
チ
ス
、
対
日
本
に
直

面
し
て
、
こ
の
局
外
中
立
の
立
場
は
放
棄
さ
れ
た
。」（T

he N
eutrality A

cts w
ere passed by the U

nited States 
C

ongress in the 1930s, in response to the grow
ing turm

oil in E
urope and A

sia that eventually led to 
W

orld W
ar II. T

hey w
ere spurred by the grow

th in isolationism
 and non-interventionism

 in the U
S 

follow
ing its costly involvem

ent in W
orld W

ar I, and sought to ensure that the U
S w

ould not becom
e 

entangled again in foreign conflicts. T
he legacy of the N

eutrality A
cts is w

idely regarded as having 
been generally negative: they m

ade no distinction betw
een aggressor and victim

, treating both equally 
as "belligerents"; and they lim

ited the U
S governm

ent's ability to aid B
ritain and France against N

azi 
G

erm
any. T

he acts w
ere largely repealed in 1941, in the face of G

erm
an subm

arine attacks on U
.S. 

vessels and the Japanese attack on Pearl H
arbor.

） https://en.w
ikipedia.org/w

iki/N
eutrality_A

cts_
of_1930s#E

nd_of_neutrality_policy

首
里
城
攻
略
の
尖
兵
と
し
て
、
石
垣
に
大
隊
旗
を
掲
げ
た
。

４　

w
ish to capitulate

５　

the tw
o w

hite flags he w
as sending there w

ith

６　
『
書
簡
集
』
八
三
六
頁
下
段
の
注
、
す
な
わ
ち
書
簡
番
号
二
二
六
号
の
注
記
（
２
５
３
）
に
は
「G

eorge G
. C

lark

は
ダ
ー
ト
マ
ス
時
代
の
同
級
生
」
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
八
三
四
頁
上
段
の
書
簡
番
号
二
一
〇
号
の
注
記

（
１
７
６
）
に
は
「
プ
リ
マ
ス
」
の
注
記
と
し
て
「
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ア
州
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
の
東
北
に
あ
る
町
。
友

人
ク
ラ
ー
ク
の
農
場
が
あ
っ
た
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
朝
河
貫
一
書
簡
集
』
に
は
ク
ラ
ー
ク
宛
の
も

の
は
、
書
簡
番
号
二
二
六
号
（
一
九
四
〇
年
一
二
月
一
日
付
）、
二
三
一
号
（
一
九
四
一
年
三
月
一
六
日
付
）、
二
三
三
号

（
一
九
四
一
年
六
月
二
九
日
付
）、
二
三
四
号
（
一
九
四
一
年
七
月
二
七
日
付
）、
二
三
五
号
（
一
九
四
一
年
九
月
二
〇
日
付
）、

二
五
六
号
（
一
九
四
二
年
九
月
二
七
日
付
）、
二
六
三
号
（
一
九
四
四
年
一
一
月
五
日
付
）、
二
六
六
号
（
一
九
四
五
年
二
月

一
八
日
付
）、
二
六
九
号
（
一
九
四
五
年
五
月
六
日
付
）、
二
七
〇
号
（
一
九
四
五
年
五
月
一
三
日
付
）、
二
七
二
号
（
一
九

四
五
年
九
月
二
三
日
付
）、
二
八
〇
号
（
一
九
四
六
年
九
月
二
九
日
付
）、
計
一
二
通
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

7　

D
iplom

acy consists in gaining one's point through an understanding of the view
 of the other party.

8　

K
. A

sakaw
a’s Letter to Langdon W

arner, D
ec. 10, 1941. Letters of K

. A
sakaw

a, W
aseda U

niversity 
Press, 1990. 

邦
訳
、「
Ｇ
・
Ｇ
・
ク
ラ
ー
ク
宛
て
朝
河
貫
一
の
手
紙
」
一
九
四
五
年
五
月
一
三
日
『
朝
河
貫
一
書
簡

集
』
所
収
。

９　

本
書
巻
末
史
料
参
照
。
朝
河
貫
一
の
「
大
統
領
親
書
運
動
」
に
つ
い
て
は
、
矢
吹
晋
『
朝
河
貫
一
と
そ
の
時
代
』

花
伝
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
〇
二
頁
。

10　

原
著H

elen M
ears, M

irror for A
m

ericans : Japan, H
oughton M

ifflin, 1948.

ヘ
レ
ン
・
ミ
ア
ー
ズ
著
『
ア

メ
リ
カ
の
鏡
・
日
本
』
伊
藤
延
司
訳
、
抄
訳
版
、
角
川
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。

11　

拳
拳
服
膺
と
は
、
人
の
教
え
や
言
葉
な
ど
を
、
心
に
し
っ
か
り
と
留
め
て
決
し
て
忘
れ
な
い
こ
と
、
を
い
う
。「
拳
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庄
司
潤
一
郎
「
日
本
に
お
け
る
戦
争
呼
称
に
関
す
る
問
題
の
一
考
察
」『
防
衛
研
究
所
紀
要
』
第
一
三
巻
第
三
号
、
二

〇
一
一
年
三
月
か
ら
再
引
用
。
四
六
頁
。
な
お
庄
司
の
現
職
は
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
部
上
席
研
究
官
で
あ
る
。

22　

庄
司
、
四
七
頁
。

23　

子
路
曰
、
衛
君
待
子
而
為
政
、
子
将
奚
先
、
子
曰
、
必
也
正
名
乎
、
子
路
曰
、
有
是
哉
、
子
之
迂
也
、
奚
其
正
、

子
曰
、
野
哉
由
也
、
君
子
於
其
所
不
知
、
蓋
闕
如
也
、
名
不
正
則
言
不
順
、
言
不
順
則
事
不
成
、
事
不
成
則
礼
楽
不

興
、
礼
楽
不
興
則
刑
罰
不
中
、
刑
罰
不
中
則
民
無
所
措
手
足
、
故
君
子
名
之
必
可
言
也
、
言
之
必
可
行
也
、
君
子
於

其
言
、
無
所
苟
而
已
矣
（
子
路
が
問
う
。「
衛
の
君
主
が
、
先
生
に
政
治
を
任
さ
れ
た
と
す
る
と
、
先
生
は
ま
ず
何
を
先

に
さ
れ
ま
す
か
」。
先
生
曰
く
「
き
っ
と
名
を
正
し
く
定
め
る
」。
子
路
が
言
っ
た
。「
先
生
は
全
く
迂
遠
な
や
り
方
を
さ

れ
る
。
ど
う
し
て
名
を
正
そ
う
と
さ
れ
る
の
か
」。
先
生
曰
く
「
名
が
正
し
く
な
け
れ
ば
、
話
の
筋
道
が
通
ら
ず
、
話
の

筋
道
が
通
っ
て
い
な
け
れ
ば
政
治
は
成
功
し
な
い
。
政
治
が
成
功
し
な
い
と
礼
楽
の
文
化
様
式
は
振
興
せ
ず
、
礼
楽
が
振

興
し
な
け
れ
ば
刑
罰
が
公
正
で
な
く
な
る
。
刑
罰
が
公
正
で
な
く
な
れ
ば
、
人
民
は
手
足
を
ゆ
っ
た
り
と
伸
ば
す
こ
と
さ

え
出
来
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
君
子
は
必
ず
言
葉
で
し
っ
か
り
と
名
を
定
義
す
る
。
名
を
定
義
す
れ
ば
、
必
ず
実
行
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
有
言
実
行
の
た
め
、
君
子
は
軽
は
ず
み
な
発
言
を
す
る
こ
と
が
な
い
」）。

24　

庄
司
、
八
〇
頁
。

25　

こ
れ
に
対
応
す
る
中
華
民
国
側
の
対
日
宣
戦
布
告
。

26　

第
一
次
大
戦
後
、
国
際
連
盟
の
委
任
に
よ
り
、
日
本
は
旧
ド
イ
ツ
領
を
委
任
統
治
し
て
い
た
。

27　

な
お
、
日
本
の
領
土
を
そ
の
歴
史
的
過
程
、
国
際
法
と
の
関
連
で
細
か
く
腑
分
け
し
て
い
る
箇
所
は
、
加
藤
哲
郎

『
象
徴
天
皇
制
の
起
源
』
の
紹
介
し
た
米
情
報
戦
略
局
（
Ｏ
Ｓ
Ｓ
）『
日
本
の
戦
略
的
概
観
』（
一
九
四
一
年
）
に
酷
似

し
て
い
る
。
こ
れ
は
朝
河
が
『
概
観
』
を
参
照
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
Ｏ
Ｓ
Ｓ
報
告
書
の
基
調
こ
そ
が
「
朝

河
日
本
学
」
に
学
ん
だ
結
果
と
み
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
天
皇
制
を
含
む
「
国
体
問
題
」
に
つ
い
て
も
、
同
書

お
よ
び
拙
著
『
敗
戦
・
沖
縄
・
天
皇
』
を
参
照
。

14　

日
本
の
宣
戦
布
告
の
対
象
国
に
中
華
民
国
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
中
華
民
国
は
翌
一
二
月
九
日
に
次
の
対
日
宣

戦
布
告
を
発
表
し
た
。「
中
華
民
国
政
府
対
日
宣
戦
布
告　

一
九
四
一
年
一
二
月
九
日
。
日
本
军
阀
夙
以
征
服
亚
洲
，

并
独
霸
太
平
洋
为
其
国
策
。
数
年
以
来
，
中
国
不
顾
一
切
牺
牲
，
继
续
抗
战
，
其
目
的
不
仅
在
保
卫
中
国
之
独
立
生

存
，
实
欲
打
破
日
本
之
侵
略
野
心
，
维
护
国
际
公
法
、
正
义
及
人
类
福
利
与
世
界
和
平
，
此
中
国
政
府
屡
经
声
明
者

也
。
中
国
为
酷
爱
和
平
之
民
族
，
过
去
四
年
余
之
神
圣
抗
战
，
原
期
侵
略
者
之
日
本
于
遭
受
实
际
之
惩
创
后
，
终
能

反
省
。
在
此
时
期
，
各
友
邦
亦
极
端
忍
耐
，
冀
其
悔
祸
，
俾
全
太
平
洋
之
和
平
，
得
以
维
持
。
不
料
强
暴
成
性
之
日

本
，
执
迷
不
悟
，
且
更
悍
然
向
我
英
、
美
诸
友
邦
开
衅
，
扩
大
其
战
争
侵
略
行
动
，
甘
为
破
坏
全
人
类
和
平
与
正
义

之
戎
首
，
逞
其
侵
略
无
厌
之
野
心
。
举
凡
尊
重
信
义
之
国
家
，
咸
属
忍
无
可
忍
。
兹
特
正
式
对
日
宣
战
，
昭
告
中
外
，

所
有
一
切
条
约
，
协
定
、
合
同
，
有
涉
及
中
，
日
间
之
关
系
者
，
一
律
废
止
，
特
此
布
告
。
中
华
民
国
三
十
年
十
二

月
九
日　
　

主
席　

林
森
」

15　

事
件
の
約
二
カ
月
後
の
一
九
三
七
年
九
月
二
日
閣
議
決
定
、「
事
変
呼
称
ニ
関
ス
ル
件
」
に
お
い
て
、「
今
回
ノ
事

変
ハ
之
ヲ
支
那
事
変
ト
称
ス
」
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

16　

一
九
四
〇
年
三
月
三
〇
日
～
一
九
四
五
年
八
月
。

17　

Ａ
は
米
国
、
Ｂ
は
英
国
、
Ｃ
は
中
華
民
国
、
Ｄ
は
オ
ラ
ン
ダ
。

18　

国
立
国
会
図
書
館
昭
和
前
半
期
閣
議
決
定
等
（
一
五
一
八
件
）https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/

bib00362.php

19　

一
九
四
一
年
一
二
月
九
日
、
蒋
介
石
の
重
慶
政
府
が
日
本
に
宣
戦
布
告
し
、
日
中
と
も
に
「
戦
争
」
と
認
定
し
た
。

中
華
民
国
政
府
は
「
八
年
抗
戰
」「
中
日
戰
爭
」
と
呼
称
し
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
「
中
国
人
民
抗
日
战
争
」

な
ど
と
表
記
す
る
。

20　

い
わ
ゆ
る
「
神
道
指
令
」。

21　

由
井
正
臣
「
占
領
期
に
お
け
る
『
太
平
洋
戦
争
』
観
の
形
成
」『
史
観
』
第
一
三
〇
号
、
一
九
九
四
年
三
月
、
五
頁
。
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「衣の下から鎧が見える」──結びに代えて

を
掲
げ
ら
れ
よ
─
─
。

こ
う
し
て
幕
府
が
開
国
を
迫
ら
れ
た
様
子
は
、
本
書
で
取
り
上
げ
た
通
り
で
あ
る
。

「
漂
流
民
の
人
権
擁
護
」
に
隠
れ
た
黒
人
奴
隷
の
存
在

ペ
リ
ー
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
作
戦
は
、
見
事
に
成
功
し
て
、
江
戸
表
の
老
中
首
座
・
阿
部
正
弘
は
国
書
を
受

領
し
、
受
領
証
を
ペ
リ
ー
に
渡
し
た
。

こ
の
受
領
式
は
久
里
浜
に
設
け
ら
れ
た
幕
の
内
で
行
わ
れ
た
が
、
ペ
リ
ー
提
督
を
護
衛
し
、
書
簡
を
収
め
た

特
製
の
美
し
い
箱
の
運
び
役
は
黒
人
の
少
年
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
遠
巻
き
に
眺
め
る
庶
民
た
ち
の
間
か
ら
、
ク

ロ
ン
ボ
、
ク
ロ
ン
ボ
と
い
う
さ
さ
や
き
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
通
訳
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
耳
に
残
っ
た
。

久
里
浜
の
人
々
は
初
め
て
黒
人
の
姿
に
接
し
て
、
そ
の
肌
の
黒
さ
に
驚
い
た
。
人
々
は
こ
っ
そ
り
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
に
尋
ね
た
。「
黒
人
は
女
も
こ
の
よ
う
に
黒
い
の
か
」
と
。

時
代
は
米
国
の
南
北
戦
争
の
前
夜
で
あ
り
、
米
国
に
お
け
る
奴
隷
制
度
の
功
罪
は
当
然
人
々
の
議
論
に
も
の

ぼ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
こ
こ
で
は
奴
隷
制
度
は
さ
て
お
い
て
、「
日
本
漂
流
民
の

人
権
擁
護
」
を
訴
え
た
。

「
通
商
を
欲
し
な
い
幕
府
の
国
法
」
を
表
向
き
尊
重
し
つ
つ
、「
漂
流
民
の
人
権
を
国
法
の
上
に
お
く
」
キ
リ

ス
ト
教
的
価
値
観
を
も
っ
て
、
与
力
香
山
に
迫
る
の
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
説
得
術
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
す

で
に
中
国
語
と
中
国
人
の
発
想
を
相
当
に
学
び
、「
似
て
い
な
が
ら
異
な
る
日
本
語
と
日
本
人
」
に
つ
い
て
も
、

「
衣
の
下
か
ら
鎧
が
見
え
る
」
─
─
結
び
に
代
え
て

一
連
の
「
白
旗
授
受
」
に
よ
る
秘
か
な
恫
喝

衣
の
下
か
ら
鎧
を
見
せ
る
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。

「
穏
や
か
な
姿
勢
の
裏
に
威
圧
的
態
度
が
透
け
て
見
え
る
さ
ま
」「
本
音
が
見
え
隠
れ
す
る
」
有
様
を
、
古
人

は
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
き
た
。

ペ
リ
ー
提
督
の
白
旗
差
出
は
、
ま
さ
に
こ
の
一
語
に
尽
き
る
。
フ
ィ
ル
モ
ア
大
統
領
の
穏
や
か
な
外
交
辞
令

で
綴
ら
れ
た
国
書
は
、
ま
さ
に
、
美
し
い
衣
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
で
は
幕
府
の
異
国
船
打
払
令
に

対
抗
で
き
な
い
。
ペ
リ
ー
提
督
と
そ
の
参
謀
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
知
恵
を
し
ぼ
っ
た
の
は
、
そ
こ
だ
。

ク
ロ
フ
ネ
四
隻
は
、
恫
喝
の
素
材
と
し
て
は
有
効
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
話
は
進
ま
な
い
。
ク
ロ
フ
ネ
四
隻

で
遠
路
は
る
ば
る
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
か
ら
太
平
洋
を
渡
っ
て
き
た
の
は
、「
大
統
領
国
書
」
を
届
け
る
た
め
だ
。

素
直
に
受
け
取
っ
て
も
ら
え
れ
ば
有
り
難
い
。
も
し
お
断
り
な
さ
る
の
な
ら
ば
、
来
年
は
も
っ
と
大
き
な
艦
隊

で
再
訪
す
る
。
そ
の
時
に
は
、
大
砲
が
も
の
を
い
う
は
ず
だ
。
も
し
投
降
し
た
い
な
ら
ば
、
お
渡
し
す
る
白
旗
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「衣の下から鎧が見える」──結びに代えて

ド
か
ら
香
港
へ
大
陸
伝
い
に
航
行
し
た
が
、
米
国
か
ら
見
る
と
、
ま
ず
沖
縄
が
あ
り
、
日
本
が
あ
り
、
そ
の
視

線
の
先
に
は
中
国
大
陸
が
あ
る
。

ペ
リ
ー
は
無
名
の
若
者
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
い
わ
ば
実
験
的
に
登
用
し
て
、
結
果
と
し
て
日
米
和
親
条
約
調

印
と
い
う
成
果
を
収
め
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
中
国
事
情
の
専
門
家
で
あ
り
、
か
つ
日
本
事
情
、
日
本
語
に
も

関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
当
時
の
米
国
で
は
、
中
国
と
は
異
な
る
独

自
の
存
在
と
し
て
日
本
を
見
る
も
の
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
ほ
か
に
見
当
た
ら
な
い
。

対
中
国
政
策
を
め
ぐ
っ
て
よ
み
が
え
っ
た
「
白
旗
ト
ラ
ウ
マ
」

翌
一
八
五
四
年
二
月
、
再
度
、
浦
賀
沖
に
現
れ
た
ペ
リ
ー
の
一
行
は
、
約
一
カ
月
の
協
議
の
末
に
横
浜
に
上

陸
し
、
一
二
カ
条
の
日
米
和
親
条
約
に
三
月
三
一
日
に
調
印
し
た
。
ペ
リ
ー
の
開
港
要
求
は
、
幕
府
側
に
よ
っ

て
受
け
入
れ
ら
れ
、
下
田
と
函
館
が
開
港
さ
れ
た
こ
と
は
、
幕
末
の
最
大
の
事
件
の
一
つ
で
あ
る
。
開
港
の
成

功
と
い
う
結
果
に
包
ま
れ
て
、
そ
れ
を
準
備
し
た
白
旗
恫
喝
は
、
人
々
の
記
憶
か
ら
薄
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
島
崎
藤
村
が
『
夜
明
け
前
』
を
執
筆
し
た
昭
和
の
初
め
か
ら
、
日
米
関
係
は
日
本
の
対
中

国
政
策
を
め
ぐ
っ
て
緊
張
す
る
よ
う
に
な
り
、
人
々
の
心
理
に
「
白
旗
ト
ラ
ウ
マ
」
と
い
う
邪
念
の
蛇
が
鎌
首

を
も
た
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

日
米
関
係
は
満
洲
事
変
以
後
、
決
定
的
な
対
立
と
な
り
、
日
本
を
封
じ
込
め
る
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
ラ
イ
ン
が
形
成
さ

れ
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
日
本
は
、
真
珠
湾
攻
撃
を
断
行
し
、
三
年
半
後
に
投
降
し
た
。

一
定
の
認
識
を
も
つ
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
し
い
発
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
軍
師
」
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

通
訳
兼
調
整
役
と
し
て
白
羽
の
矢
を
立
て
て
、
逡
巡
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
敢
え
て
起
用
し
た
ペ
リ
ー
と
の

共
同
作
業
に
よ
っ
て
、
幕
府
は
よ
う
や
く
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
の
受
領
を
決
断
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
外
交
劇
に

お
い
て
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
い
う
「
通
訳
の
役
割
」
は
、
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
で
あ
り
、
あ

え
て
誇
張
す
る
が
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
「
軍
師
の
役
割
」
に
近
い
。

こ
う
し
て
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
役
割
に
対
す
る
洞
察
が
な
け
れ
ば
、
黒
船
来
航
の
核
心
は
理

解
で
き
な
い
の
だ
。
近
年
の
白
旗
論
争
が
袋
小
路
に
陥
っ
た
の
は
、
他
の
要
素
も
な
い
で
は
な
い
が
、
な
に
よ

り
も
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
光
を
当
て
る
こ
と
を
忘
れ
、
論
者
た
ち
が
ペ
リ
ー
『
遠
征
記
』
の
虚

偽
報
告
、
虚
偽
記
述
に
惑
わ
さ
れ
、
砲
艦
外
交
の
側
面
を
軽
視
し
て
、
さ
ら
に
「
文
語
調
の
日
本
語
を
書
け
る

者
は
、
ペ
リ
ー
艦
隊
に
は
い
な
い
は
ず
」、
と
い
っ
た
予
断
で
臨
ん
だ
こ
と
に
よ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

米
国
は
英
国
に
真
似
て
、
ま
ず
中
国
と
望
厦
条
約
を
結
び
、
次
に
日
本
の
開
国
を
と
考
え
る
が
、
交
渉
は
難

航
す
る
。
日
本
へ
の
開
国
要
求
に
は
捕
鯨
船
の
補
給
だ
け
で
は
な
く
、
米
国
の
対
中
国
関
係
を
に
ら
ん
だ
戦
略

的
意
図
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
米
日
関
係
は
派
生
的
に
生
じ
た
の
だ
。
ペ
リ
ー
日
本
来
航
の
構
図
は
、
今
日
の

米
・
中
・
日
関
係
に
直
結
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。

米
国
は
ス
タ
ー
ト
地
点
か
ら
中
国
の
前
に
浮
か
ぶ
小
さ
な
島
と
し
て
日
本
を
意
識
し
て
い
た
。
英
国
は
イ
ン
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「衣の下から鎧が見える」──結びに代えて

戦
後
も
続
く
、
あ
い
ま
い
な
歴
史
認
識
の
怨
恨

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
将
軍
が
一
九
四
五
年
九
月
二
日
、
戦
艦
ミ
ズ
ー
リ
を
停
泊
さ
せ
た
場
所
は
、
そ
の
九
〇
年
前

に
ペ
リ
ー
提
督
が
黒
船
ポ
ー
ハ
タ
ン
号
を
停
泊
さ
せ
た
位
置
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。

ミ
ズ
ー
リ
の
甲
板
に
は
た
め
い
て
い
た
二
枚
の
星
条
旗
の
う
ち
一
枚
は
、
ペ
リ
ー
艦
隊
ポ
ー
ハ
タ
ン
号
に
掲

げ
ら
れ
て
い
た
も
の
、
も
う
一
枚
は
真
珠
湾
攻
撃
を
受
け
た
際
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
も
の

で
あ
っ
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
日
米
関
係
の
「
原
点
と
破
局
」
を
象
徴
す
る
二
枚
の
国
旗
を
周
到
に
も
用
意
し

つ
つ
、
占
領
軍
と
し
て
敗
戦
国
に
乗
り
込
ん
だ
。

沖
縄
戦
争
の
行
方
と
戦
艦
ミ
ズ
ー
リ
の
降
伏
調
印
式
の
行
方
を
イ
ェ
ー
ル
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
宿
舎
で
一

人
憂
慮
し
て
い
た
の
が
朝
河
貫
一
で
あ
っ
た
。
朝
河
は
ペ
リ
ー
の
白
旗
恫
喝
の
す
べ
て
を
熟
知
し
て
お
り
、
も

し
占
領
軍
が
そ
の
よ
う
な
乱
暴
な
振
る
舞
い
を
再
び
行
う
な
ら
ば
、
戦
後
の
日
米
関
係
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
を

危
惧
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
懸
念
と
危
惧
を
抱
き
つ
つ
、
彼
は
「
新
生
日
本
の
展
望
」（
小
著
『
敗
戦
・
沖
縄
・

天
皇
』
所
収
）
を
執
筆
し
て
い
た
が
、
一
九
四
八
年
夏
、
心
臓
発
作
で
倒
れ
た
。

一
九
九
〇
年
代
、
ソ
連
帝
国
が
崩
壊
し
、
冷
戦
が
終
わ
っ
た
。
そ
こ
で
蘇
生
し
た
の
が
大
小
の
プ
チ
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
日
本
の
右
派
評
論
家
が
「
白
旗
伝
説
」
を
書
い
た
の
は
、
こ
の
時
代
風
潮
と
無
縁
で

は
な
い
。
そ
れ
か
ら
約
一
〇
年
、「
衣
の
下
の
鎧
」
に
つ
い
て
、「
鎧
は
な
か
っ
た
」
と
解
す
る
素
朴
な
平
和
論

者
が
日
本
史
界
で
は
優
勢
だ
。

遺
憾
な
が
ら
、
ペ
リ
ー
の
白
旗
恫
喝
は
決
し
て
、
過
去
の
話
で
は
な
い
。
国
際
情
勢
は
外
交
辞
令
だ
け
で
解

決
さ
れ
る
状
況
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ペ
リ
ー
艦
隊
の
「
衣
の
下
の
鎧
」
は
、
そ
の
ま
ま
今
日
の
ア
メ
リ
カ
を

中
心
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
秩
序
に
接
続
す
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
中
国
の
勝
利
は
、
帝
国
主
義
の
従
属
国
、
植
民
地
諸
国
の
主
権
国
家
へ
の
道
を

切
り
開
き
、
一
九
三
の
主
権
国
家
が
生
ま
れ
、
国
際
連
合
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
主
権
国
家
が
真
に
主
権
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
日
本
の
よ
う
に
、
戦
後
七
〇
年
を
経
た
今
日
で
さ
え
も
、
主
権
国
家
に
似
つ
か
わ
し
く

な
い
従
属
政
治
を
続
け
て
い
る
国
さ
え
あ
る
。
現
代
史
の
教
訓
を
学
ぶ
必
要
性
は
ま
す
ま
す
深
ま
り
つ
つ
あ
る
。

本
書
の
校
正
を
武
漢
東
湖
畔
の
荷
田
大
酒
店
で
終
え
た
。
武
漢
大
学
海
洋
権
益
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
合
間
に
ゲ

ラ
を
読
む
め
ぐ
り
合
わ
せ
に
な
っ
た
の
は
単
な
る
偶
然
だ
が
、
日
中
戦
争
と
日
米
戦
争
と
の
つ
な
が
り
を
改
め

て
考
え
な
が
ら
擱
筆
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
六
日
、
著
者
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史
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一　

史
料 
二
〇
、
嘉
永
六
年
六
月
四
日
浦
賀
表
米
船
対
話
書
（
続
通
信
全
覧
類
輯
）

浦
賀
奉
行
支
配
組
与
力
香
山
栄
左
衛
門
と
中
佐
ビ
ュ
ッ
カ
ナ
ン
、
同
ア
ダ
ム
ス
大
尉
、
コ
ン
チ
ー
等
と
、
国

書
受
取
方
に
就
い
て1

嘉
永
六
年
六
月
四
日
早
朝
、
香
山
栄
左
衛
門
、
通
詞
堀
達
之
助
、
立
石
得
十
郎
、
昨
日
の
蒸
気
船
に
相
越
し
、

尋
ね
た
き
儀
こ
れ
あ
り
候
間
、
将
官
へ
面
会
致
し
た
き
段
申
し
入
れ
候
処
、
日
本
上
官
の
こ
れ
な
き
候
に
て
は
、

面
会
致
さ
ず
の
旨
申
し
答
え
候
に
つ
き
、
こ
の
方
よ
り
今
日
参
り
候
は
浦
賀
に
て
応
接
長
官
に
候
旨
、
通
詞
を

も
っ
て
申
し
諭
さ
せ
候
処
、
承
諾
致
し
、
乗
船
致
し
候
に
つ
き
、
す
な
わ
ち
乗
移
り
、
将
官
部
屋
に
お
い
て
将

官
、
副
将
官
両
名
、
そ
の
ほ
か
士
官
多
数
立
会
い
、
応
接
左
の
通
り2

。

栄
左
衛
門
─
─
昨
日
応
接
の
者
よ
り
申
し
諭
し
候
通
り
、
こ
の
地
は
外
国
人
と
応
接
の
地
に 
こ
れ
な
き
候 

間
、

そ
の
旨
、
篤
と
了
解
こ
れ
あ
り
、
長
崎
へ
相
回
り
、
唐
紅
毛
ら
の
手
を
経
て
、
書
翰
差
出
し
候
え
ば
、
夫
々
応

接
の
役
々
も
こ
れ
あ
り
、
万
事
外
国
関
係
の
儀
は
、
彼
の
地
に
一
切
引
受
け
お
り
候
間
、
諸
事
の
都
合
も
宜
し

く
候
間
、
何
れ
に
も
長
崎
表
へ
相
越
さ
れ
候
。

将
官
─
─
申
し
聞
か
さ
れ
候
御
趣
意
は
、
至
極
ご
も
っ
と
も
に
候
え
ど
も
、
江
戸
表
へ
持
参
致
す
べ
し
と
の
国

命
に
つ
き
、
何
分
長
崎
へ
罷
り
越
し
候
儀
は
、
相
成
り
が
た
く
、
こ
の
節
主
将
持
越
し
候
本
国
よ
り
の
書
翰
は
、

日
本
帝
ま
た
は
外
国
の
事
を
御
執
計
成
ら
れ
候
ミ
ニ
ス
ト
ル
（
執
政
御
老
中
を
指
し
候
唱
え
候
）
の
外
に
は
相
渡
し

が
た
し
。
も
ち
ろ
ん
長
崎
表
へ
相
渡
り
、
唐
蘭
等
の
手
を
経
候
様
之
御
取
扱
い
は
、
一
切
受
け
が
た
く
、
も
っ

と
も
当
節
持
参
の
書
翰
御
受
取
り
相
成
り
が
た
き
か
。
ま
た
は
相
当
の
御
返
翰
相
渡
せ
ら
れ
ぬ
候
に
て
は
、
本

国
に
対
し
申
し
訳
こ
れ
な
し
。
右
様
の
次
第
に
つ
き
、
ぜ
ひ
当
地
に
お
い
て
御
受
取
り
こ
れ
あ
り
た
く
候
。
若

し
受
取
り
相
成
ら
ず
候
わ
ば
、
国
命
の
通
り
江
戸
へ
直
に
相
越
し
、
高
官
へ
面
会
の
上
相
渡
し
申
す
べ
く
候
。

栄
左
衛
門
─
─
右
様
申
し
聞
か
れ
候
上
は
、
受
取
り
の
成
否
当
地
の
奉
行
限
り
に
て
取
計
ら
い
が
た
き
上
は
、

そ
の
た
め
長
崎
の
外
国
応
接
の
役
所
こ
れ
あ
り
を
以
て
な
り
。
そ
の
国
法
に
相
戻
り
、
い
う
と
こ
ろ
な
し
。
そ

れ
応
接
す
べ
か
ら
ざ
る
地
に
お
い
て
、
接
待
に
及
び
候
の
儀
は
、
江
戸
表
へ
こ
れ
を
伺
い
の
上
に
、
政
府
よ
り

の
指
図
こ
れ
な
き
候
に
て
は
、
成
否
相
定
め
が
た
し
。
何
れ
に
も
一
応
江
戸
表
へ
伺
い
の
上
、
受
取
り
と
も
、
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ま
た
受
取
ら
ず
と
も
、
返
答
に
お
よ
ぶ
べ
し
候
あ
い
だ
、
そ
れ
ま
で
相
待
ち
申
さ
れ
る
べ
く
候
。

将
官
─
─
日
数
何
日
ほ
ど
相
掛
か
り
候
や
。

栄
左
衛
門
─
─
往
返
四
日
ほ
ど
相
掛
か
り
候
。
も
っ
と
も
政
府
の
評
議
は
、
幾
日
相
掛
か
り
候
や
相
計
り
が
た

く
候
。

将
官
─
─
実
は
江
戸
へ
持
参
の
上
、
高
官
へ
相
渡
し
申
さ
ず
の
旨
は
、
使
命
を
誤
り
候
わ
け
に
て
、
甚
だ 

快

な
ら
ざ
り
候
え
ど
も
、
高
官
江
戸
表
よ
り
こ
の
地
へ
相
越
さ
れ
、
受
取
り
相
成
り
候
儀
に
候
え
ば
、
や
む
を
え

ざ
る
次
第
に
つ
き
、
相
待
ち
申
す
べ
く
候
え
ど
も
、
遠
海
相
隔
て
渡
来
し
、
い
た
ず
ら
に
日
を
数
え
、
相
待
ち

候
儀
は
致
し
が
た
し
。
今
日
よ
り
四
日
目
昼
過
ぎ
ま
で
相
待
ち
申
す
べ
く
候
。

栄
左
衛
門
─
─
素
よ
り
遠
海
の
遠
き
を
厭
わ
ず
、
波
濤
を
凌
ぎ
、
渡
来
の
儀
を
政
府
に
お
い
て
も
相
察
し
、
使

節
の
趣
意
空
し
く
相
成
ら
ざ
る
様
、
穏
当
の
下
知
に
も
相
成
る
べ
し
。
精
々
速
や
か
に
下
知
相
成
り
候
様
取
計

ら
い
、
相
分
か
り
し
だ
い
沙
汰
に
及
ぶ
べ
く
候
。

将
官
─
─
四
日
目
昼
過
ぎ
ま
で
相
待
ち
、
御
返
答
こ
れ
な
き
候
え
ば
、
今
は
致
し
方
も
こ
れ
な
く
、
江
戸
表
へ

罷
り
越
し
候
え
ど
も
、
ま
た
い
か
よ
う
と
も
、
存
念
通
り
、
取
り
計
ら
い
申
す
べ
く
候
。
も
っ
と
も
そ
の
節
に

至
り
て
、
事
平
の
用
向
き
こ
れ
あ
り
候
え
ば
、
白
旗
を
掲
げ
参
る
べ
し
と
申
し
候
。

栄
左
衛
門
─
─
右
請
取
り
方
、
成
否
の
下
知
、
相
分
か
り
候
ま
で
は
、
用
向
き
こ
れ
な
き
候
え
ば
、
罷
り
越
し

申
し
ま
じ
く
候
。

（
右
通
弁
中
、
通
詞
達
之
助
ま
で
ホ
ッ
ト
メ
ン
よ
り
心
得
の
た
め
に
と
差
出
し
候
の
書
、
首
将
［
ペ
リ
ー
］
持

ち
越
し
候
合
衆
国
王
よ
り
の
書
翰
は
、
日
本
ケ
イ
ヅ
ル
（
帝
の
義
公
方
様
御
事
を
云
う
）
ま
た
は
外
国
の
事
を
執

計
成
ら
れ
候
ミ
ニ
ス
ト
ル
（
摂
政
官
之
儀
御
老
中
か
）
よ
り
外
、
役
人
へ
は
呈
し
が
た
く
候
。
も
ち
ろ
ん
長
崎
に

参
り
、
唐
和
蘭
人
の
手
を
経
て
候
の
沙
汰
は
、
受
け
難
く
候
。
右
書
翰
受
取
り
相
成
り
が
た
し
。
か
つ
相
当
の

返
書
こ
れ
な
き
候
に
て
は
、
本
国
に
対
し
申
し
わ
け
相
立
ち
か
ね
が
た
く 

難 

渋 

致
し
候
。
就
い
て
は
い
か
よ

う
の
返
書
に
て
も
宜
し
く
候
あ
い
だ
、
一
両
日
に
受
取
り
た
し
。
も
っ
と
も
右
返
書
も
、
当
所
ま
た
は
こ
の
近

所
よ
り
外
の
場
所
に
て
は
受
取
り
が
た
く
候
。

付
１　

史
料 

一
五
、
六
月
浦
賀
奉
行
支
配
組
与
力
香
山
栄
左
衛
門
上
申
書
、
老
中
へ
」3

の
う
ち
六
月
四
日
の

項
早
朝
通
詞
達
之
助
、
得
十
郎
を
召
し
連
れ
、
本
船
に
罷
り
越
し
候
と
こ
ろ
、
何
分
に
も
、
上
官
な
ら
で
は
応
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接
致
さ
ず
の
旨
、
こ
れ
を
申
し
候
に
つ
き
、
御
国
法
な
ら
び
に
応
接
官
の
わ
け
申
し
諭
し
候
と
こ
ろ
、
承
知
致

し
、
乗
組
み
申
す
べ
き
旨
、
申
し
聞
き
候
に
つ
き
、
将
官
居
間
に
罷
り
通
り
候
と
こ
ろ
、
昨
日
三
郎
助
に
面
会

致
し
候
異
人
は
、
将
官
よ
り
第
三
番
目
に
て
「
名
を
コ
ン
チ
ー
と
申
す
者
に
て
候
、
こ
の
者
翌
寅
年
渡
来
の
節

は
相
見
申
さ
ず
候
。
こ
の
日
は
将
官
ブ
カ
ナ
ン
な
ら
び
に
副
将
ア
ダ
ム
ス
両
人
そ
の
ほ
か
役
々
異
人
数
多
立
会

い
候
に
つ
き
、
渡
来
の
次
第
相
糾
し
候
と
こ
ろ
、
こ
の
た
び
本
国
北
亜
墨
利
加
ワ
シ
ン
ト
ン
国
王
よ
り
本
邦
へ

の
書
翰
持
参
、
合
衆
国
中
カ
リ
ホ
ル
ニ
ヤ
よ
り
、
使
節
と
し
て
蒸
気
仕
掛
け
軍
艦
二
艘
フ
レ
ガ
ッ
ト
軍
艦
二
艘

相
催
し
、
高
官
の
者
罷
り
越
し
候
に
つ
き
、
上
官
の
者
罷
り
出
、
書
翰
受
取
り
く
れ
候
よ
う
こ
れ
を
申
し
候
に

つ
き
、
御
国
制
申
し
聞
き
渡
し
、
か
つ
当
所
は
異
国
応
接
の
地
に
あ
ら
ず
申
し
旨
あ
ら
ば
、
長
崎
に
回
る
べ
き

趣
き
申
し
諭
し
候
と
こ
ろ
、
こ
の
た
び
浦
賀
表
に
渡
来
致
す
べ
き
義
は
、
書
面
を
も
っ
て
昨
年
中
政
府
に
通 

達
お
よ
び
置
き
候
こ
と
に
て
、
長
崎
に
相
回
り
候
義
は
、
国
王
の
命
こ
れ
な
き
に
つ
き
、
相
成
ら
ず
、
当
所
に

て
書
翰
受
取
り
に
相
成
ら
ず
候
わ
ば
、
直
に
江
戸
表
に
罷
り
越
し
、
相
渡
す
べ
し
と
申
す
。
も
ち
ろ
ん
国
王
書

翰
の
趣
意
は
、
篤
に
相
分
か
り
お
り
申
す
べ
き
旨
、
こ
れ
を
申
す
。
船
中
の
形
勢
人
気
の
様
子
、
非
常
の
体
を

相
備
え
候
に
つ
き
、
と
て
も
こ
の
ま
ま
書
翰
御
受
取
り
こ
れ
な
く
て
は
、
平
穏
の
取
り
計
ら
い
相
成
り
か
ね
候

段
、
見
切
り
候
に
つ
き
、
い
ず
れ
受
取
り
方
の
儀
は
、
江
戸
表
に
相
伺
い
候
よ
う
致
す
べ
し
、
左
候
え
ば
、
往

返
日
数
か
れ
こ
れ
急
速
の
こ
と
に
は
参
ら
ず
段
、
申
し
聞
き
候
と
こ
ろ
、
こ
の
儀
政
府
に
て
は
存
じ
お
る
申
す

べ
き
こ
と
に
つ
き
、
往
返
三
四
日
を
限
り
、
否
承
知
致
し
た
く
、
か
つ
当
所
に
て
御
受
取
り
に
相
成
ら
ず
候
わ

ば
、
江
戸
表
に
罷
り
越
し
相
渡
す
べ
し
と
申
す
。
江
戸
表
え
相
伺
い
候
に
て
も
、
当
所
に
て
御
受
取
り
に
相
成

ら
ず
候
わ
ば
、
使
命
を
過
り
候
恥
辱
雪
ぐ
べ
き
な
し
。
さ
れ
ば
浦
賀
に
お
い
て
よ
ぎ
な
き
場
合
に
至
る
と
申
す

べ
し
、
そ
の
節
に
至
り
候
と
も
、
用
向
き
こ
れ
あ
り
候
は
、
白
旗
を
建
て
参
り
く
れ
候
え
ば
、
鉄
砲
は
打
ち
掛

け
申
す
ま
じ
き
段
、
存
じ
切
り
申
し
聞
き
候
。
相
貌
将
官
は
も
ち
ろ
ん
一
座
居
合
わ
せ
し
異
人
一
同
殺
気 
面 

に
相
顕
れ
、
心
中
ぜ
ひ
本
願
の
趣
意
相
貫
き
た
き
心
底
得
て
、
相
察
し
候
に
つ
き
、
彼
を
武
威
を
も
っ
て
強
い

て
相
渡
し
候
受
取
り
候
よ
う
相
成
り
て
候
に
は
、
御
国
体
に
か
か
わ
り
、
容
易
な
ら
ざ
る
事
ど
も
に
つ
き
、
万

里
の
波
濤
を
凌
ぎ
、
国
命
を
受
け
、
使
節
と
し
て
罷
り
越
し
候
切
意
、
空
し
く
致
す
べ
き
さ
ま
の
御
仁
な
ら
ざ

る
の
御
所
置
は
、
こ
れ
あ
る
ま
じ
く
穏
や
か
に
都
府
の
下
知
を
待
居
る
べ
し
と
申
し
諭
し
、
引
取
り
そ
の
段
申

し
上
げ
候
と
こ
ろ
、
右
異
人
ど
も
存
じ
込
み
の
趣
き
、
出
府
の
上
石
見
守
へ
申
し
立
て
、
平
穏
の
御
取
り
計
ら

い
相
成
り
候
よ
う
申
し
上
げ
る
べ
き
旨
、
伊
豆
守
申
し
つ
け
候
に
つ
き
、
即
刻
久
里
浜
村
役
船
に
乗
組
み
、
同

心
組
頭
福
西
源
兵
衛
召
し
連
れ
、
出
府
致
す
。
夕
七
つ
時
ご
ろ
、
小
川
町
石
見
守
御
役
所
に
着
く
。
石
見
守
に

面
会
仕
り
、
応
接
の
次
第
逐
一
演
達
に
及
び
候
上
、
彼
申
し
立
て
候
に
は
、
こ
の
た
び
国
王
の
書
翰
持
参
し
、

浦
賀
表
へ
渡
来
致
す
べ
き
義
は
、
か
ね
て
政
府
え
通
達
に
お
よ
び
お
き
候
こ
と
ゆ
え
、
政
府
に
て
は
能
々
存
じ

居
り
申
す
べ
し
。
よ
っ
て
長
崎
に
相
回
る
べ
く
義
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
こ
の
ほ
か
の
こ
と
ど
も
な
り
と
、
殺
気

相
含
み
申
し
立
て
候
は
、
さ
ら
に
意
味
合
解
し
か
ね
候
義
に
て
、
昨
年
中
風
説
書
の
写
し
御
渡
し
に
相
成
り 

候
は
、
渡
来
は
致
さ
ぬ
事
と
ま
で
、
御
内
々
仰
せ
ら
れ
た
く
候
の
義
は
、
天
地
懸
隔
の
相
違
、
い
か
な
る 

わ

け
に
こ
れ
あ
り
候
か
。
い
か
が
ご
ざ
候
か
と
申
し
立
て
候
と
こ
ろ
、
実
は
昨
年
中
そ
の
段
申
し
越
し
候 

こ
と

の
由
、
石
見
守
申
し
聞
き
候
に
つ
き
、
左
候
え
ば
、
そ
の
段
か
ね
て
、
伊
豆
守
に
仰
せ
渡
し
こ
れ
あ
り
候
え
ば
、
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初
発
よ
り
か
く
の
ご
と
く
行
き
違
い
は
で
き
仕
ら
ず
と
こ
ろ
、
御
秘
密
に
成
り
お
か
れ
候
段
、
い
ま
さ
ら
何
と

も
申
し
上
げ
る
べ
き
さ
ま
ご
ざ
な
く
嘆
息
の
限
り
に
ご
ざ
候
段
申
し
立
て
、
実
に
あ
さ
ま
じ
き
こ
と
ど
も
に
、

ひ
そ
か
に
落
涙
数
刻
に
お
よ
び
候
。
し
か
る
と
こ
ろ
、
今
晩
は
一
宿
致
し
、
明
日
御
評
議
の
否
承
り
候
上
に
て
、

浦
賀
に
帰
り
い
た
す
べ
き
旨
、
石
見
守
申
し
聞
き
候
に
つ
き
、
同
人
方
に
一
宿
致
し
候
。

付
２　

史
料 
一
八
、
六
月
和
蘭
通
詞
立
石
得
十
郎
覚
書
、
米
船
浦
賀
渡
来
一
件4

の
う
ち
、
六
月
四
日
の
項

一
つ
、
栄
左
衛
門
・
達
之
助
・
得
十
郎
が
蒸
気
船
に
参
り
、
こ
こ
は
昨
日
も
申
し
諭
し
候
通
り
、
外
国
人
と

応
接
致
さ
ず
候
あ
い
だ
、
そ
の
段
篤
と
会
得
い
た
し
、
長
崎
に
相
回
り
候
よ
う
申
し
聞
き
候
と
こ
ろ
、
御
趣
意

は
至
極
ご
も
っ
と
も
に
候
え
ど
も
、
江
戸
表
え
持
参
致
す
べ
し
と
の
主
命
に
つ
き
、
何
分
長
崎
に
罷
り
越
し
候

義
は
、
相
成
ら
ざ
る
旨
、
申
し
張
り
、
中
々
承
諾
の
体
相
見
ず
候
あ
い
だ
、
し
か
ら
ば
一
応
江
戸
表
に
伺
い
の

上
、
請
け
取
り
と
も
、
又
受
取
ら
ず
と
も
、
返
答
に
及
ぶ
べ
き
候
あ
い
だ
、
そ
れ
ま
で
相
待
ち
候
よ
う
申
し
聞

き
候
と
こ
ろ
、
日
数
幾
日
ほ
ど
か
か
り
候
か
の
段
、
相
成
り
候
に
つ
き
、
往
返
四
日
相
か
か
り
候
、
も
っ
と
も

政
府
の
評
議
は
幾
日
相
掛
か
り
候
か
計
り
が
た
し
と
申
し
聞
け
る
。
さ
る
と
こ
ろ
、
今
日
よ
り
四
日
目
昼
ま
で

相
待
ち
申
す
べ
き
旨
、
申
し
出
る
。
こ
れ
に
よ
り
て
な
る
だ
け
急
々
沙
汰
い
た
す
べ
き
旨
、
申
し
聞
き
、
引
き

取
る
。二　

史
料 

六
二
、
嘉
永
六
年
六
月
七
日
浦
賀
表
米
船
対
話
書5

（
続
通
信
全
覧
類
輯
）

「
六
月
七
日
浦
賀
表
米
船
対
話
書
、
浦
賀
奉
行
支
配
組
与
力
香
山
栄
左
衛
門
と
中
佐
ビ
ュ
ッ
カ
ナ
ン
、
同 
ア

ダ
ム
ス
大
尉
、
コ
ン
チ
ー
等
と
、
国
書
受
取
方
に
就
て
」

六
月
七
日
香
山
栄
左
衛
門
、
通
詞
堀
達
之
助
、
立
石
得
十
郎
、
本
船
に
相
越
し
て
、
応
接
左
の
通
り
。

栄
左
衛
門
─
─
書
翰
の
儀
、
江
戸
表
え
相
伺
い
候
と
こ
ろ
、
当
地
に
お
い
て
受
取
る
べ
し
の
旨
、
御
指
図 

こ

れ
あ
り
候
に
つ
き
、
左
様
相
心
え
ら
る
べ
く
候
。

将
官6

─
─
こ
の
節
持
ち
越
し
候
書
翰
の
ほ
か
に
、
添
書
こ
れ
あ
り
候
あ
い
だ
、
右
添
書
た
だ
い
ま
相
渡
し
候
に

つ
き
、
早
々
江
戸
表
え
相
達
せ
ら
れ
候
べ
し
、
書
翰
の
事
柄
相
分
け
、
江
戸
表
よ
り
高
位
の
役
人
こ
れ
を
取
る

た
め
に
出
張
を
請
う
べ
く
こ
れ
あ
り
候
あ
い
だ
、
即
刻
持
帰
る
べ
し
と
申
さ
れ
候
。

（
右
の
通
り
申
し
聞
き
、
す
な
わ
ち
添
書
を
差
出
す
）
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栄
左
衛
門
─
─
そ
の
儀
に
候
わ
ば
、
最
初
よ
り
申
し
出
ら
る
べ
き
と
こ
ろ
、
今
に
至
り
右
様
の
儀
申
立
て
候
は

不
都
合
に
つ
き
、
書
翰
受
取
り
の
節
、
右
の
添
書
一
同
相
渡
し
候
手
続
き
に
相
成
り
た
く
候
。

将
官
─
─
こ
の
添
書
は
前
広
に
差
出
し
申
さ
ず
候
に
て
は
、
事
柄
前
後
に
相
成
り
、
不
都
合
に
つ
き
、
ぜ
ひ
た

だ
い
ま
相
渡
し
候
よ
う
致
し
た
く
候
。

栄
左
衛
門
─
─
た
だ
い
ま
受
取
り
持
帰
り
候
に
し
か
る
べ
く
候
え
ば
、
こ
の
ま
ま
受
取
り
帰
る
べ
く
候
え
ど
も
、

右
様
前
広
に
差
出
さ
ず
候
に
て
は
、
不
都
合
の
わ
け
に
候
え
ば
、
過
日
江
戸
表
へ
申
立
て
候
以
前
に
、
差
出
さ

れ
候
わ
ず
の
と
こ
ろ
、
そ
の
節
は
何
の
説
も
こ
れ
な
く
、
た
だ
い
ま
す
で
に
江
戸
表
よ
り
受
取
り
の
主
任
相
越

し
候
に
至
り
て
、
さ
ら
に
そ
の
書
を
江
戸
に
差
し
送
り
申
す
べ
し
と
は
、
実
に
不
都
合
に
は
こ
れ
な
き
か
。

（
こ
の
時
、
こ
と
の
ほ
か
相
困
り
候
体
に
て
、
し
ば
ら
く
無
言
に
て
、
何
か
相
考
え
候
体
に
相
見
ゆ
）

将
官
─
─
右
様
た
だ
い
ま
受
け
取
り
兼
ね
ら
る
儀
に
候
わ
ば
、
書
翰
一
同
相
渡
し
候
よ
う
致
す
べ
く
候
。

（
こ
れ
は
自
分
の
添
書
に
て
、
実
は
書
翰
一
同
相
渡
す
べ
き
書
に
こ
れ
な
く
、
最
前
差
出
し
落
ち
と
相
見
え

候
）受

取
り
の
役
人
は
、
い
か
よ
う
の
官
職
の
人
に
こ
れ
あ
り
候
か
。
首
将
［
ペ
リ
ー
］
に
お
い
て
は
至
り
て
高

位
の
者
に
つ
き
、
日
本
に
て
も
同
位
の
役
人
に
相
渡
し
申
し
た
く
、
も
し
高
位
の
人
に
こ
れ
な
く
候
え
ば
、
江

戸
表
に
お
い
て
、
高
位
の
役
人
へ
相
渡
す
べ
し
と
申
し
候
。

栄
左
衛
門
─
─
請
け
と
り
の
役
人
は
、
ア
ト
ミ
ラ
ー
ル
（
官
名
）
と
同
様
の
官
に
当
た
り
、
専
ら
政
務
を
司
ど

る
高
位
の
人
に
相
違
こ
れ
な
し
。
そ
の
儀
は
決
し
て
疑
心
こ
れ
あ
る
ま
じ
く
候
。
か
つ
右
書
翰
受
取
り
の
た
め

応
接
の
場
所
は
、
こ
の
近
傍
久
里
浜
と
申
す
海
浜
に
陣
屋
を
設
け
、
そ
の
所
に
お
い
て
受
取
り
候
わ
ず
に
つ
き
、

将
官
に
も
上
陸
こ
れ
あ
り
、
応
接
の
う
え
相
渡
さ
る
べ
く
候
。

将
官
─
─
久
里
浜
と
申
す
は
、
浦
賀
と
距
離
い
か
ほ
ど
離
れ
お
り
候
か
。

栄
左
衛
門
─
─
久
里
浜
は
浦
賀
御
番
所
よ
り
西
北
の
方
へ
距
離
一
里
ほ
ど
相
隔
た
り
候
。

（
こ
の
時
、
達
之
助
が
日
本
の
一
里
は
英
国
の
里
数
何
ほ
ど
に
相
成
り
と
申
す
儀
を
弁
説
致
し
候
）

将
官
─
─
そ
れ
は
あ
ま
り
遠
方
に
つ
き
、
相
成
り
べ
く
ば
、
い
ま
少
し
ほ
ど
近
い
場
所
に
て
、
御
受
取
り
相
成

り
候
よ
う
致
し
た
く
候
。
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栄
左
衛
門
─
─
相
成
る
だ
け
近
辺
の
方
に
お
い
て
当
方
も
都
合
よ
ろ
し
き
場
所
を
見
分
け
致
し
候
え
ど
も
、
日

本
高
官
の
者
従
者
数
多
召
し
連
れ
出
張
致
し
候
に
つ
き
、
手
狭
の
場
所
に
て
は
混
雑
致
し
不
都
合
に
つ
き
、
や

む
を
え
ざ
る
事
、
久
里
浜
と
相
定
め
候
。

将
官
─
─
左
様
の
わ
け
も
こ
れ
あ
る
べ
く
候
え
ど
も
、
相
成
る
べ
く
ば
、
ほ
ど
近
の
地
に
て
御
渡
し
申
し
た
く

候
。
若
し
ま
た
是
非
と
も
久
里
浜
と
申
す
事
に
候
え
ば
、
蒸
気
船
二
艘
相
回
し
、
そ
れ
よ
り
上
陸
致
し
た
く
候
。

栄
左
衛
門
─
─
そ
の
儀
は
苦
し
か
ら
ず
。
勝
手
次
第
に
候
え
ど
も
、
追
々
も
申
し
入
れ
候
通
り
、
当
地
は
外
国

人
応
接
の
地
に
こ
れ
な
く
候
あ
い
だ
、
書
翰
受
取
り
の
節
は
、
双
方
と
も
に
一
言
の
問
答
に
及
ば
ず
、
た
だ
書

翰
受
取
り
渡
し
に
て
、
す
で
に
事
相
済
み
次
第
、
早
々
と
本
船
へ
引
取
り
申
さ
る
べ
く
候
。
元
来
書
翰
を
こ
の

地
に
お
い
て
受
取
る
儀
は
、
国
法
に
お
い
て
は
、
致
し
難
き
事
に
候
え
ど
も
、
こ
の
度
は
使
節
の
苦
情
を
察
し
、

枉
げ
て
受
取
り
候
の
儀
に
こ
れ
あ
り
。
依
り
て
返
翰
の
儀
は
、
国
法
に
し
た
が
い
、
長
崎
に
お
い
て
相
渡
す
べ

し
と
申
し
候
。

将
官
─
─
過
日
よ
り
追
々
申
し
述
べ
候
通
り
、
国
命
は
江
戸
へ
罷
り
越
し
、
書
翰
差
し
上
げ
る
べ
し
と
申
す
旨
、

申
し
つ
け
を
承
り
、
相
越
し
候
え
ど
も
、
受
取
り
の
高
官
こ
の
地
ま
で
出
張
し
、
受
取
り
相
成
り
候
と
申
し
聞

き
候
ゆ
え
、
や
む
を
え
ず
の
事
、
使
命
に
背
き
候
え
ど
も
、
余
儀
な
き
事
情
に
よ
り
て
、
こ
こ
も
と
に
お
い
て

相
渡
し
候
。
し
か
る
上
は
返
翰
と
て
も
長
崎
に
至
り
受
取
る
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
れ
な
し
と
い
う
。
こ
の
地
に
て

受
取
り
候
の
儀
、
当
然
に
候
。
い
つ
ま
で
も
こ
の
地
に
お
い
て
相
渡
さ
れ
ず
候
に
て
は
、
使
命
を
辱
め
候
し
だ

い
に
て
甚
だ
も
っ
て
難
渋
致
し
候
。
も
っ
と
も
た
だ
今
直
ち
に
返
翰
御
渡
し
も
い
か
が
に
つ
き
、
両
三
カ
月
中

に
当
た
り
、［
浦
賀
］
表
へ
再
渡
し
致
す
べ
く
候
あ
い
だ
、
そ
の
節
当
所
に
て
返
翰
受
取
る
べ
し
と
申
し
候
。

栄
左
衛
門
─
─
両
三
カ
月
と
申
す
は
、
お
よ
そ
何
月
ご
ろ
の
事
に
候
か
。

将
官
─
─
期
限
は
し
か
と
差
し
決
め
が
た
く
候
え
ど
も
、
た
と
い
延
引
き
に
及
び
候
え
ど
も
、
五
～
六
カ
月
ま

で
に
は
、
必
ず
再
渡
し
致
す
べ
く
候
。

栄
左
衛
門
─
─
申
し
聞
か
れ
候
の
趣
は
委
細
奉
行
へ
申
し
達
し
、
相
成
る
だ
け
御
返
翰
も
当
所
に
お
い
て
相
渡

す
べ
く
候
よ
う
、
取
り
計
ら
う
べ
く
申
し
候
。

将
官
─
─
江
戸
よ
り
当
節
、
書
翰
受
取
り
と
し
て
参
ら
れ
候
高
貴
の
人
は
、
帝
よ
り
の
印
書
［
信
任
状
］
持
参

こ
れ
あ
る
べ
き
候
あ
い
だ
、
そ
の
書
一
覧
致
し
た
く
、
か
つ
そ
の
書
の
文
意
は
和
蘭
語
に
訳
し
、
御
認
め
こ
れ

あ
り
、
首
将
へ
御
渡
し
下
さ
れ
た
く
候
。
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栄
左
衛
門
─
─
右
書
面
は
、
明
日
乗
船
の
上
、
一
見
致
さ
れ
候
よ
う
、
取
り
計
ら
う
べ
く
申
し
候
。
な
お
ま
た

沙
汰
致
す
べ
く
候
。

付
３　

史
料 
一
五
「
六
月
浦
賀
奉
行
支
配
組
与
力
香
山
栄
左
衛
門
の
上
申
書
、
老
中
へ
」7

の
う
ち
六
月
七
日

の
項六

月
七
日
、
四
つ
時
す
ぎ
、
書
翰
受
取
り
べ
き
旨
、
御
下
知
相
済
み
候
に
つ
き
、
そ
の
段
異
人
ど
も
へ
申
し

渡
す
べ
し
、
も
っ
と
も
明
八
日
、
石
見
守
浦
賀
着
に
つ
き
、
明
々
九
日
、
久
里
浜
に
お
い
て
受
取
り
の
旨
、
談

ず
べ
き
趣
き
、
伊
豆
守
申
し
渡
さ
れ
候
に
つ
き
、
本
船
に
罷
り
越
し
、
そ
の
段
異
人
ど
も
に
申
し
聞
か
せ
候
と

こ
ろ
、
右
書
翰
の
ほ
か
に
政
府
よ
り
の
添
書
こ
れ
あ
り
候
あ
い
だ
、
右
添
書
即
刻
江
戸
表
え
相
達
し
候
え
ば
、

政
務
を
司
り
候
御
方
は
、
か
ね
が
ね
意
味
合
い
相
心
得
お
り
申
す
べ
き
候
に
つ
き
、
直
に
御
返
翰
頂
戴
罷
り
帰

り
た
く
、
即
刻
こ
の
添
書
持
参
い
た
し
く
れ
候
よ
う
申
し
聞
き
、
添
書
差
出
し
候
に
つ
き
、
左
候
え
ば
、
最
初

よ
り
そ
の
段
、
申
し
出
る
べ
き
と
こ
ろ
、
国
王
の
書
翰
受
取
り
と
事
決
定
い
た
し
候
あ
と
、
又
々
右
様
の
儀
申

し
出
候
は
、
違
約
に
は
こ
れ
な
き
か
と
申
し
諭
し
候
と
こ
ろ
、
こ
れ
よ
り
追
々
枝
葉
の
こ
と
と
の
み
申
し
出
し

候
。
右
枝
葉
と
申
し
候
は
、
畢
竟
手
荒
の
申
し
分
に
て
、
昨
年
中
お
よ
び
通
達
し
お
き
候
こ
と
ゆ
え
、
い
ま
さ

ら
隙
取
り
候
義
は
、
こ
れ
な
き
と
こ
ろ
、
右
様
手
重
に
申
し 
候
は
、
本
願
の
主
意
相
叶
わ
ざ
る
事
こ
れ
あ
る

べ
し
、
速
や
か
に
一
戦
に
及
び
、
勝
敗
相
決
す
と
申
す
べ
し
。
あ
る
い
は
浦
賀
奉
行
に
は
、
か
ね
て
申
し
越
し

候
義
は
存
ぜ
ぬ
事
と
相
見
候
あ
い
だ
、
江
戸
表
に
罷
り
越
し
、
御
老
中
方
に
御
直
談
申
す
べ
し
な
ど
と
、
種
々

難
題
申
し
募
り
候
に
つ
き
、
初
発
よ
り
右
様
の
義
は
申
し
聞
き
候
の
み
な
ら
ず
、
書
翰
の
趣
意
は
政
府
に
於
い

て
は
か
ね
が
ね
心
得
居
り
申
す
べ
し
と
も
、
い
ず
れ
に
も
国
家
緊
要
の
義
に
こ
れ
あ
る
べ
し
の
あ
い
だ
、
速
や

か
に
評
決
い
た
し
候
義
は
成
り
難
か
る
べ
し
。
是
非
々
々
書
翰
一
致
に
受
取
る
べ
き
旨
、
申
し
談
ず
。
漸
く
承

諾
な
し
致
し
候
と
こ
ろ
、
ペ
ル
リ
よ
り
承
知
の
趣
き
書
面
差
出
し
候
。
右
受
取
り
の
官
人
は
、
い
か
よ
う
の
人

に
候
か
。
彼
は
国
王
の
次
な
る
者
、
至
り
て
大
官
に
て
、
専
ら
政
務
を
司
り
候
に
つ
き
、
日
本
に
お
い
て
も
同

様
の
官
人
江
戸
表
よ
り
罷
り
越
し
、
受
取
り
候
よ
う
い
た
し
た
く
の
段
、
こ
れ
申
し
候
に
つ
き
、
こ
の
義
は
前

に
も
認
め
候
通
り
、
意
味
合
い
わ
き
ま
え
ず
、
浦
賀
奉
行
に
相
渡
し
候
義
は
好
ま
し
か
ら
ず
の
趣
申
し
聞
き
、

政
務
を
司
り
候
ほ
か
大
官
の
御
方
に
相
渡
し
申
す
旨
、
申
し
聞
き
あ
い
だ
、
そ
の
義
に
お
い
て
も
、
か
ね
て
受

取
り
の
た
め
江
戸
表
よ
り
大
官
の
人
罷
り
越
し
候
あ
い
だ
、
安
心
致
し
候
よ
う
申
し
聞
き
候
の
と
こ
ろ
、
受
取

り
場
所
の
義
は
、
久
里
浜
に
て
は
場
遠
き
に
つ
き
、
い
ま
少
々
手
近
の
と
こ
ろ
に
て
、
受
取
り
た
き
旨
、
こ
れ

を
申
し
候
え
ど
も
、
皇
国
大
官
の
人
受
取
り
の
た
め
罷
り
越
し
候
義
は
、
容
易
な
ら
ざ
る
儀
、
狭
隘
の
地
に
出

張
迷
惑
い
た
し
候
に
つ
き
、
仮
に
陣
屋
を
取
建
て
、
蒼
野
海
浜
の
受
取
り
に
い
た
し
、
元
来
応
接
の
地
に
あ
ら

ざ
れ
ば
、
一
言
の
問
答
に
及
ば
ず
、
書
翰
受
取
り
の
こ
と
終
わ
り
候
わ
ば
、
速
や
か
に
本
船
に
引
き
取
り
申
す

べ
し
。
そ
の
節
前
後
差
し
引
き
案
内
罷
り
越
す
べ
く
の
趣
き
な
ど
、
万
端
漏
ら
さ
ぬ
よ
う
申
し
談
じ
候
と
こ
ろ
、

異
人
ど
も
大
い
に
安
心
い
た
し
候
様
子
に
て
、
国
王
の
書
翰
一
見
い
た
し
く
れ
候
よ
う
こ
れ
を
申
し
、
長
さ
三

尺
ほ
ど
幅
二
尺
ほ
ど
の
箱
を
持
ち
出
し
候
、
こ
の
箱
外
面
は
チ
ャ
ン
を
以
て
湿
気
を
覆
い
、
ネ
ジ
釘
を
も
っ
て
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差
し
固
め
こ
れ
あ
り
候
を
相
開
き
候
え
ば
、
内
に
黄
塗
り
の
箱
こ
れ
あ
り
、
こ
れ
を
開
き
候
え
ど
も
、
そ
の
内

に
異
木
を
も
っ
て
指
立
て
候
箱
こ
れ
あ
り
、
そ
の
内
面
は
藍
色
の
天
鵞
絨
よ
う
の
も
の
に
て
相
包
み
こ
れ
あ
り

候
。
こ
の
箱
す
な
わ
ち
書
翰
入
れ
に
ご
ざ
候
、
元
来
大
切
な
る
書
翰
の
義
に
ご
ざ
候
え
ば
、
即
刻
元
の
ご
と
く

固
め
封
し
仕
り
候
。
こ
の
節
右
書
翰
に
相
対
し
候
か
、
祝
砲
三
発
相
放
し
申
し
候
、
か
れ
こ
れ
仕
り
候
う
ち
、

夕
刻
に
至
り
候
あ
い
だ
、
引
き
取
り
そ
の
段
申
し
立
て
候
。

付
４　

史
料 

一
八 
六
月
和
蘭
通
詞
立
石
得
十
郎
覚
書
、
米
船
浦
賀
渡
来
一
件8

の
う
ち
、
六
月
七
日
の
項 

一
つ
、
栄
左
衛
門
・
得
十
郎
、
乗
船
い
た
し
、
書
翰
は
こ
の
所
に
て
御
請
け
と
り
に
相
成
り
候
あ
い
だ
、
左

様
相
心
え
候
よ
う
申
し
聞
き
候
と
こ
ろ
、
国
主
の
書
翰
な
ら
び
に
政
府
の
添
書
二
通
こ
れ
あ
り
。
右
添
書
、
す

で
に
相
渡
し
申
す
べ
く
、
本
翰
［
フ
ィ
ル
モ
ア
国
書
］
は
高
位
の
御
役
人
な
ら
で
は
御
渡
し
申
す
ま
じ
き
む
ね
申

し
出
候
に
つ
き
、
こ
の
た
び
書
翰
受
取
り
と
し
て
江
戸
よ
り
参
ら
れ
候
役
人
は
、
至
り
て
高
官
高
位
の
人
［
石

見
守
］
に
こ
れ
あ
り
候
あ
い
だ
、
本
翰
な
ら
び
に
添
書
と
も
に
一
同
相
渡
し
候
よ
う
強
い
て
申
し
聞
き
候
と
こ

ろ
、
先
ず
添
書
を
相
渡
し
申
し
上
げ
、
そ
の
上
に
て
本
翰
を
相
渡
し
申
す
べ
し
と
言
わ
ざ
る
か
と
言
詰
め
候
と

こ
ろ
、
暫
く
勘
考
の
上
申
し
出
候
は
、
大
き
な
事
行
き
違
い
出
来
候
あ
い
だ
、
本
翰
な
ら
び
に
添
書
と
も
一
同

明
後
日
高
官
の
御
役
人
え
首
将
［
ペ
リ
ー
］
よ
り
御
渡
し
申
す
べ
き
旨
申
し
出
る
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
明
後
日

は
た
だ
書
翰
を
請
取
り
候
の
計
に
て
、
互
い
に
い
か
な
る
事
も
咄
申
す
ま
じ
き
段
、
申
し
諭
し
置
く
、
か
つ
書

翰
は
こ
こ
に
て
請
け
取
り
候
え
ど
も
、
返
翰
は
国
法
に
よ
り
て
長
崎
に
相
回
り
お
き
候
あ
い
だ
、
彼
の
地
に
お

い
て
請
け
取
り
候
よ
う
申
し
聞
き
候
と
こ
ろ
、
強
い
て
ご
返
翰
も
こ
こ
よ
り
ほ
か
の
場
所
に
お
い
て
請
け
取
り

候
事
は
主
命
に
相
背
き
候
あ
い
だ
、
五
六
ケ
月
中
に
再
渡
い
た
す
べ
く
候
あ
い
だ
、
ぜ
ひ
当
港
に
て
御
渡
し
下

さ
れ
た
き
段
、
申
し
出
候
に
つ
き
、
然
ら
ば
こ
こ
に
て
御
返
翰
も
御
渡
し
こ
れ
あ
り
候
よ
う
奉
行
へ
申
上
ぐ
べ

し
と
申
し
聞
き
や
、
か
つ
ま
た
こ
の
た
び
江
戸
よ
り
書
翰
請
け
取
り
と
し
て
参
ら
せ
候
御
役
人
は
、
帝
よ
り
の

印
書
を
持
参
あ
る
べ
し
の
候
あ
い
だ
、
一
見
下
さ
れ
、
か
つ
そ
の
文
意
を
和
蘭
語
を
も
っ
て
御
認
め
、
首
将
へ

下
さ
れ
た
き
段
、
申
し
出
候
あ
い
だ
、
委
細
は
明
日
乗
船
の
う
え
、
一
見
な
す
べ
く
致
す
旨
、
申
し
聞
き
や
、

か
つ
将
官
申
し
出
候
は
、
久
里
浜
は
遠
方
に
つ
き
、
相
成
る
べ
く
近
所
に
て
御
請
け
取
り
に
相
成
り
候
よ
う
と

の
事
に
つ
き
、
明
日
な
お
ま
た
沙
汰
致
す
べ
き
旨
、
申
し
聞
き
引
き
取
る
。

三　

史
料 

一
二
一
、
嘉
永
六
年
六
月
九
日
久
里
浜
応
接
次
第
覚
書
［
付
図
二
点
］（
続
通
信
全
覧
類
輯
）

○
こ
の
三
種
の
覚
書
、
筆
者
を
詳
ら
か
に
せ
ず
と
い
え
ど
も
、
参
考
の
た
め
こ
こ
に
収
む
。

癸
丑
［
一
八
五
三
年
］
六
月
九
日

一
つ
、
今
早
朝
、
浦
賀
奉
行
戸
田
伊
豆
守
、
井
戸
岩
見
守
、
亜
墨
利
加
使
節
持
参
の
書
翰
受
取
り
出
張
に
つ

き
、
応
接
掛
与
力
中
島
三
郎
助
、
香
山
栄
左
衛
門
、
近
藤
良
次
、
佐
々
倉
桐
太
郎
、
そ
の
他
与
力
同
心
、
な
ら
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び
に
通
詞
堀
達
之
助
、
立
石
得
十
郎
、
そ
の
ほ
か
当
三
月
よ
り
浦
賀
御
備
場
へ
砲
術
教
授
の
た
め
罷
り
越
し
居

り
候
御
小
姓
組
大
岡
豊
後
守
組
下
曽
根
金
三
郎
、
そ
の
手
下
に
属
し
候
面
々
、
一
同
久
里
浜
応
接
所
に
出
張
。

一
つ
、
辰
上
の
刻
ご
ろ
、
応
接
掛
与
力
四
人
、
達
之
助
、
得
十
郎
、
差
し
添
え
、
使
節
上
陸
の
た
め
案
内
、

本
船
へ
相
越
し
、
ほ
ど
な
く
首
将
ア
ト
ミ
ラ
ー
ル
（
爵
名
）
日
本
使
節
マ
ツ
ゼ
ウ
・
カ
ル
ブ
レ
ス
・
ペ
ル
リ
（
人

名
）、
将
官
ベ
フ
エ
ル
ヘ
ッ
フ
ル
（
爵
名
）
フ
ラ
ン
キ
リ
ン
・
ブ
カ
ナ
ンFranklin B

uchanan 

（
人
名
）、 

同
将

官
セ
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ア
ト
ミ
ラ
ー
ル
・
ス
タ
フ
（
爵
名
）
ハ
ー
・
ア
ー
・
ア
ー
ダ
ム
ス
（
人
名
） H

enry 
A

. A
dam

s 

同
将
官
ア
シ
ュ
タ
ン
ト
、
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ア
ト
ミ
ラ
ー
ル
（
爵
名
）
ヨ
ー
ン
・
コ
ン
チ
ィ
（
人
名
） 

Lieutenant C
ontee 

以
上
四
人
、
士
官
二
〇
人
余
、
兵
卒
三
組
、
音
楽
方
一
組
、
総
人
数
お
よ
そ
三
〇
〇
人

余
、
め
い
め
い
帯
釼
致
し
、
小
銃
相
携
え
、
反
船
（
バ
ッ
テ
ラ
船
）
一
三
艘
に
乗
組
み
、
久
里
浜
へ
上
陸
、
首
将

書
翰
を
持
出
し
候
節
、
祝
砲
一
二
、
今
日
卯
の
中
刻
、
書
翰
受
取
り
こ
れ
あ
り
。
こ
の
時
奉
行
は
、
陣
羽
織
小

袴
、
下
曽
根
金
三
郎
同
断
、
同
心
役
羽
織
、
通
詞
は
平
常
の
羽
織
踏
込
み
袴
着
用
。
応
接
所
両
側
に
松
平
肥
後

守
、
井
伊
掃
部
頭
、
松
平
下
総
守
人
数
相
こ
れ
を
固
む
。
書
翰
の
箱
を
四
人
に
て
持
出
し
、
奉
行
二
人
の
前
に

置
き
、
そ
の
箱
の
大
き
さ
は
縦
一
尺
五
寸
、
横
一
尺
三
寸
、
青
漆
塗
り
、
四
方
の
縁
は
黒
漆
塗
り
、
箱
の
左
右

に
吉
祥
と
漢
字
の
記
こ
れ
あ
り
。
今
一
つ
の 

箱
は
幅
一
尺
、
厚
さ
八
寸
ほ
ど
に
て
、
横
文
字
を
も
っ
て
記
し

候
。
都
合
二
箱
。

史料 一二一　嘉永六年六月九日久里浜応接次第覚書付図
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使
節
ペ
ル
リ
─
─
日
本
国
帝
の
御
前
に
て
開
封
こ
れ
あ
り
た
く
候
。

伊
豆
守
─
─
承
知
致
し
候
。
右
受
取
り
相
済
み
、
奉
行
よ
り
受
取
り
書
相
渡
し
、
直
ち
に
退
散
。
応
接
掛
か
り

一
同
見
送
り
の
た
め
に
乗
船
し
、
本
船
ま
で
相
越
し
候
。

四　

史
料 
一
一
九
、
六
月
九
日
（
？
）
米
国
使
節
ペ
リ
ー
書
翰
、
我
政
府
へ
白
旗
差
出
の
件　
　

　
　
（
町
奉
行
書
類
所
収
外
国
事
件
書
、『
高
麗
環
雑
記
』）

ａ 

白
旗
蘭
船
本

「
先
年
以
来
、
各
国
よ
り
通
商
の
願
い
こ
れ
あ
り
候
と
こ
ろ
、［
幕
府
は
］
国
法
を
も
っ
て
違
背
に
及
ぶ
。
元

よ
り
［
幕
府
の
］
天
理
に
背
く
の
至
罪
、
莫
大
な
り
。
さ
れ
ば
蘭
船
よ
り
申
し
達
し
候
の
通
り
、
諸
方
の
通
商

是
非
に
希
う
に
非
ず
。
不
承
知
に
候
わ
ば
、
干
戈
を
も
っ
て
天
理
に
背
く
の
罪
を
糺
し
候
に
つ
き
、
其
方
［
幕

府
］
も
国
法
を
立
て
て
防
戦
致
す
べ
し
。
左
候
わ
ば
、
防
戦
の
時
に
臨
み
、
必
勝
は
我
等
［
ペ
リ
ー
側
］
に
こ
れ

あ
り
。
其
方
［
幕
府
］
敵
対
成
り
兼
ね
申
す
べ
し
。
若
し
其
節
に
至
り
［
幕
府
が
］
和
睦
を
乞
い
た
く
ば
、
こ
の

度
［
米
国
が
］
贈
り
候
と
こ
ろ
の
白
旗
を
押
し
立
つ
べ
し
。
さ
れ
ば
こ
の
方
［
ペ
リ
ー
側
］
の
砲
を
止
め
、
艦
を

退
い
て
和
睦
致
す
べ
し
、
と
云
々
。

○
町
奉
行
書
類
に
は
、
初
め
に
「
亜
美
利
加
極
内
密
書
写
」
と
題
す
。『
高
麗
環
雑
記
』
に
は
、
初
め
に
「
北

亜
墨
利
加
よ
り
差
越
し
候
書
翰
九
通
の
う
ち
、
こ
の
一
通
は
、
諸
大
名
御
旗
本
に
至
る
ま
で
、
披
見
御
免
こ
れ

な
き
書
面
和
解
」
と
題
し
、
末
に
「
右
は
御
小
姓
久
留
氏
日
誌
に
こ
れ
あ
り
候
を
極
密
書
取
候
事
」
と
付
記
す
。

○
『
高
麗
環
雑
記
』
に
は
、
末
文
「
艦
を
退
け
和
議
致
す
べ
し
旨
、
申
し
趣
旨
の
和
解
に
こ
れ
あ
り
」
と
あ
り
。

ｂ 

白
旗
撫
恤
本

「
亜
墨
利
加
よ
り
贈
り
来
る
箱
の
中
に
、
書
翰
一
通
、
白
旗
二
流
、
ほ
か
に
左
の
通
り
短
文
一
通
。
皇
朝
古
体

文
辞
一
通
、
前
田
夏
蔭
こ
れ
を
読
む
。
漢
文
一
通
、
前
田
肥
前
守
こ
れ
を
読
む
。
イ
ギ
リ
ス
文
字
一
通
、
不
分

明
。
右
各
章
句
の
仔
細
は
、
先
年
以
来
、
彼
国
よ
り
通
商
願
い
こ
れ
あ
り
候
処
、
国
法
の
趣
に
て
違
背
に
及
ぶ
。

こ
と
に
漂
流
等
の
族
を
自
国
の
民
と
い
え
ど
も
［
に
も
か
か
わ
ら
ず
］、
撫
恤
せ
ざ
る
事
、
天
理
に
背
き
、
至

罪
莫
大
に
候
。
よ
っ
て
［
ア
メ
リ
カ
は
］
通
商
ぜ
ひ
ぜ
ひ
希
う
に
あ
ら
ず
。
不
承
知
に
候
べ
し
や
、
こ
の
た
び
は

時
宜
に
よ
り
、
干
戈
を
も
っ
て
天
理
に
背
き
し
罪
を
糺
す
。
そ
の
時
に
ま
た
国
法
を
も
っ
て
防
戦
致
さ
れ
よ
。

必
勝
は
わ
れ
に
あ
り
。
敵
対
兼
ね
申
す
べ
き
か
。
そ
の
節
に
至
り
て
、
和
睦
［
和
降
］
願
い
た
く
候
わ
ば
、
予

め
贈
る
と
こ
ろ
の
白
旗
を
押
し
立
て
示
す
べ
し
。
即
時
に
砲
撃
を
止
め
、
艦
を
退
く
。
此
方
の
趣
意
は
か
く
の

ご
と
し
」
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○
嘉
永
癸
丑
［
一
八
五
三
年
］
浦
賀
一
件
数
条
に
、
左
の
一
文
を
載
す
。
参
考
の
た
め
、
玆
に
収
む
」。

注
1　
「
史
料 
二
〇 

嘉
永
六
年
六
月
四
日
浦
賀
表
米
船
対
話
書
、
浦
賀
奉
行
支
配
組
与
力
香
山
栄
左
衛
門
と
中
佐
ビ
ュ
ッ

カ
ナ
ン
、
同
ア
ダ
ム
ス 

大
尉
、
コ
ン
チ
ー
等
と
、
国
書
受
取
方
に
就
て
」『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
一
三
六
～
一

四
〇
頁
。

２　

ホ
ー
ク
ス
著
に
中
佐
び
ゅ
っ
か
な
ん
、
同
あ
だ
む
す
、
及
び
大
尉
こ
ん
ち
ーC

om
m

anders B
uchanan and 

A
dam

s and Lieutenat C
ontee

ト
ア
リ
。

３　

史
料 

一
五 

「
六
月
浦
賀
奉
行
支
配
組
与
力
香
山
栄
左
衛
門
上
申
書
、
老
中
へ
」『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
一
八

～
三
三
頁
。

４　

史
料 

一
八 

「
六
月
和
蘭
通
詞
立
石
得
十
郎
覚
書
、
米
船
浦
賀
渡
来
一
件
」『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
八
七
～
九

九
頁
。

５　
「
六
月
七
日
浦
賀
表
米
船
対
話
書
、
浦
賀
奉
行
支
配
組
与
力
香
山
栄
左
衛
門
と
中
佐
ビ
ュ
ッ
カ
ナ
ン
、
同
ア
ダ
ム

ス
大
尉
、
コ
ン
チ
ー
等
と
、
国
書
受
取
方
に
就
て
」『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
一
七
九
～
一
八
四
頁
。

６　

史
料
二
〇
号
対
話
書
の
注
に
よ
れ
ば
、「
ホ
ー
ク
ス
著
に
中
佐
ビ
ュ
ッ
カ
ナ
ン
、
同
ア
ダ
ム
ス
及
び
大
尉
コ
ン
チ
ー

と
あ
り
」。

７　
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
一
八
～
三
三
頁
。

８　
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
Ⅰ
』
八
七
～
九
九
頁
。
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朝河貫一とその時代
矢吹 晋  著

　（本体価格　2200円＋税）

●よみがえる平和学・歴史学
巨人・朝河貫一の人と学問。「日本の禍機」を警告し、平和
外交を一貫して主張し続け、日米開戦前夜、ルーズベルト大
統領の天皇宛親書の草稿を書いた朝河貫一。アメリカの日本
学の源流となり、ヨーロッパと日本の封建制の比較研究で、
その業績を国際的に知られた朝河貫一。なぜ日本で朝河史学
は無視されたのか？

●巨人・朝河貫一の歴史学に迫る
日本史における大化改新の位置付け、日欧比較の中での日本
封建制論を通じて、朝河貫一は日本をどう発見したか？ 「ペ
リーの白旗」論争と朝河貫一、朝河史学をみちびきとした、
邪馬臺国百年論争の考察──。

日本の発見　朝河貫一と歴史学
矢吹 晋  著

　（本体価格　2200円＋税）
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敗戦・沖縄・天皇
──尖閣衝突の遠景

矢吹 晋  著
　（本体価格　2400円＋税）

●米軍の沖縄占領はいかに正当化されたのか？
中国抜きに締結された片面講和のツケとしての尖閣衝突……
新たに公開された米国務省資料を駆使して解明される講和条
約の深謀。
改めて注目される朝河貫一の「天皇の受動的主権」
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