
松
平
定
信
と
「
鎖
国
」

岩

暗

奈
緒
子

【
要
約
】
　
寛
政
期
に
老
中
首
座
松
平
定
信
が
主
導
的
に
作
成
し
、
幕
府
が
ラ
ク
ス
マ
ン
に
示
し
た
「
国
法
書
」
は
、
ロ
シ
ア
の
江
戸
回
航
を
回
避
す
る
た

め
に
異
国
船
の
打
ち
払
い
を
「
国
法
」
と
し
て
提
示
し
、
松
前
で
の
書
簡
の
受
け
取
り
を
拒
否
す
る
一
方
で
、
対
立
を
緩
和
す
る
た
め
、
通
信
・
通
商
に

は
交
渉
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
長
崎
に
来
航
す
る
よ
う
促
し
た
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
お
お
む
ね
そ
れ
以
前
の
対
外
政
策
に
準
拠
し
て
い
た
が
、
長

崎
を
オ
ラ
ン
ダ
船
・
唐
船
以
外
の
異
国
船
の
受
け
入
れ
窓
口
と
し
て
外
国
に
向
け
て
提
示
し
た
点
で
画
期
性
が
あ
っ
た
。

　
文
化
露
冠
事
件
後
、
定
信
は
寛
政
期
以
来
の
貿
易
容
認
の
態
度
を
翻
し
、
ロ
シ
ア
の
通
商
要
求
に
応
ず
る
べ
き
で
は
な
い
と
幕
府
に
進
言
し
た
。
ロ
シ

ア
の
襲
撃
を
受
け
た
際
の
幕
吏
の
失
態
に
向
け
ら
れ
た
批
判
に
直
面
し
、
幕
府
の
権
威
が
損
な
わ
れ
、
幕
府
支
配
を
揺
る
が
す
ゆ
ゆ
し
き
事
態
と
見
抜
い

た
た
め
で
あ
っ
た
。
定
信
を
し
て
貿
易
容
認
論
を
放
棄
せ
し
め
た
契
機
は
、
文
化
期
以
降
の
幕
府
の
対
外
政
策
の
方
向
性
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と

考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
五
巻
三
号
　
一
一
〇
一
二
年
五
月
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は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
、
寛
政
期
と
文
化
期
と
を
対
象
と
し
て
、
松
平
定
信
の
対
ロ
シ
ア
政
策
に
対
す
る
考
え
方
の
あ
り
様
と
そ
の
変
化
を
あ
と
づ
け
、
そ

の
歴
史
的
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

　
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
「
鎖
国
制
」
再
検
討
の
潮
流
の
申
で
、
藤
田
覚
氏
は
、
近
世
の
初
頭
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

交
体
制
と
し
て
意
識
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
す
る
朝
尾
直
弘
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
で
は

い
わ
ゆ
る
「
鎖
里
は
、
蕪
制
国
家
の
外
圃

「
鎖
国
」
が
国
法
で
あ
る
と
い
う
幕
末
に
見
ら
　
3
5



れ
る
観
念
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
経
過
を
た
ど
っ
て
成
立
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
設
定
し
、
寛
政
期
以
降
の
対
外
政
策
史
研
究
を
精
力
的

　
　
　
　
　
②

に
推
し
進
め
た
。
そ
し
て
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
来
航
し
た
ロ
シ
ア
使
節
ラ
ク
ス
マ
ン
へ
の
対
応
を
め
ぐ
る
検
討
か
ら
、
寛
政
期
を

「
鎖
国
」
祖
法
観
形
成
の
初
発
の
段
階
に
位
置
づ
け
、
ま
た
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
ロ
シ
ア
が
長
崎
に
派
遣
し
た
レ
ザ
ノ
ブ
へ
の
対
応

と
、
翌
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
発
生
し
た
文
化
身
上
事
件
を
め
ぐ
る
経
過
と
を
検
証
し
、
文
化
期
を
「
鎖
国
」
の
祖
藩
邸
を
決
定
づ
け
た
段

階
に
位
置
づ
け
た
。

　
ロ
シ
ア
の
南
下
と
そ
れ
へ
の
対
応
と
い
う
流
れ
の
中
で
描
か
れ
た
右
の
シ
ェ
ー
マ
は
、
現
在
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、

「
鎖
国
」
観
念
の
生
成
過
程
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
問
題
関
心
を
藤
田
氏
と
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
近
世
後
期
の
日
本
に
お
い
て
、
い
わ

ゆ
る
ロ
シ
ア
の
南
下
と
い
う
事
象
は
、
単
に
隣
国
の
拡
大
と
し
て
で
は
な
く
、
世
界
観
の
転
換
を
伴
う
衝
撃
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
と
考
え

　
　
③

ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
世
界
認
識
の
転
換
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
に
定
信
の
思
考
を
置
き
、
冒
頭
に
掲
げ
た
課
題
へ
の
接
近
を
試

み
た
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
老
中
首
座
の
地
位
に
あ
る
定
信
が
主
導
し
た
寛
政
期
の
対
外
政
策
の
歴
史
的
位
置
が
再
検
討
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、

文
化
期
の
、
と
り
わ
け
、
文
化
露
量
事
件
後
に
幕
府
が
直
面
し
た
課
題
に
つ
い
て
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
朝
尾
直
弘
『
鎖
鯉
（
日
本
の
歴
史
～
七
、
小
学
館
、
一
九
七
五
年
）
。
　
　
　
③
拙
稿
「
十
八
世
紀
後
期
に
お
け
る
北
辺
認
識
の
展
開
」
（
藤
井
譲
治
・
杉
山
正

　
②
藤
田
覚
『
近
世
後
期
政
治
史
と
対
外
関
係
幅
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
　
　
明
・
金
田
章
裕
編
『
大
地
の
肖
像
愈
京
都
大
学
学
術
繊
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
、

　
　
年
）
。
以
下
、
本
書
を
参
照
・
引
用
す
る
際
に
は
、
本
文
中
に
章
を
記
す
こ
と
と
　
　
　
　
岡
臼
警
察
西
串
本
加
国
風
説
考
』
の
歴
史
的
意
義
」
（
九
州
史
学
研
究
会
編
『
境

　
　
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
界
か
ら
み
た
内
と
外
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
。
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「
国
法
書
」
再
読

（一

j
藤
田
説
の
問
題
点

藤
田
氏
は
、
「
鎖
圏
」
を
、
オ
ラ
ン
ダ
・
中
国
・
朝
鮮
・
琉
球
以
外
と
の
通
信
・
通
商
を
行
わ
な
い
体
制
と
定
義
し
、
「
鎖
国
」
が
寛
政
期
に



松平定信と「鎖国」（岩暗）

ロ
シ
ア
か
ら
の
使
節
ラ
ク
ス
マ
ン
に
対
し
て
示
し
た
「
国
法
書
」
に
お
い
て
「
国
法
」
と
し
て
創
出
さ
れ
た
と
し
た
（
第
一
部
第
｝
章
）
。
し
か

し
こ
の
説
に
は
、
立
論
の
段
階
に
お
い
て
、
次
の
二
つ
の
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

　
第
　
の
問
題
点
は
、
「
国
法
」
の
内
実
に
つ
い
て
の
検
討
が
十
分
目
は
い
い
が
た
い
点
で
あ
る
。
藤
田
氏
は
、
井
野
辺
茂
雄
氏
の
研
究
を
参

　
　
　
　
①

照
し
な
が
ら
、
「
国
法
書
」
の
な
か
で
も
「
と
く
に
重
要
な
の
は
、
ω
『
兼
て
通
信
な
き
異
国
の
船
、
日
本
の
地
に
来
る
時
は
、
或
は
召
捕
、

又
は
海
上
に
て
打
払
ふ
こ
と
、
い
に
し
へ
よ
り
の
国
法
に
し
て
、
今
も
五
平
に
た
か
ふ
こ
と
な
し
』
、
『
亦
国
初
よ
り
、
通
信
な
き
国
よ
り
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

漂
流
し
来
る
は
、
船
は
打
く
た
き
、
人
は
永
く
と
・
め
て
か
へ
す
こ
と
な
し
』
、
②
糊
通
信
通
商
の
事
も
定
置
た
る
外
狸
ゆ
る
し
か
た
き
愚
な

れ
と
も
』
と
い
う
箇
所
で
あ
ろ
う
」
（
第
一
部
第
　
章
）
と
す
る
。
氏
は
、
「
国
法
書
」
が
示
し
た
「
国
法
」
を
、
異
国
船
の
打
ち
払
い
と
、
決

ま
っ
た
国
以
外
と
の
通
信
・
通
商
の
拒
絶
と
い
う
二
つ
の
要
件
と
解
す
る
の
だ
が
、
「
国
法
書
」
の
別
の
個
所
に
は
、
門
男
君
（
松
前
の
こ
と
。

以
下
、
引
用
文
中
の
括
弧
内
は
引
用
者
注
）
よ
り
通
信
の
ゆ
る
し
か
た
き
を
以
て
な
り
」
と
あ
り
、
通
信
を
法
に
の
っ
と
っ
て
絶
対
に
拒
否
す
る

と
い
う
の
で
は
な
く
、
松
前
と
い
う
場
を
理
由
に
拒
絶
す
る
と
い
う
趣
旨
の
記
述
が
存
在
す
る
。
藤
田
氏
に
よ
る
通
信
・
通
商
に
関
す
る
叙
述

に
は
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
り
、
こ
の
個
所
を
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
「
国
法
」
論
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
立
ち

入
っ
た
検
討
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　
第
二
の
問
題
点
は
、
「
国
法
書
」
が
ロ
シ
ア
の
要
求
へ
の
回
答
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
基
本
的
性
格
に
十
分
な
注
意
が
向
け
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
時
分
）
　
　
　
　
　
　
（
御
状
）

い
な
い
点
で
あ
る
。
幕
府
に
届
け
ら
れ
た
ラ
ク
ス
マ
ン
の
書
翰
に
は
、
「
ら
い
三
月
ぢ
ぶ
ん
ま
で
」
に
「
江
と
よ
り
ご
ぢ
や
う
ま
い
り
申
さ
ず

と
こ
ろ
に
わ
。
わ
た
く
し
の
ふ
ね
。
す
く
に
江
と
を
も
て
ゑ
。
の
り
こ
ミ
申
候
て
三
人
の
人
。
ぢ
き
に
。
江
ど
を
ん
や
く
に
ん
ゑ
。
て
わ
た
し

い
た
し
た
く
。
」
と
記
さ
れ
、
松
前
藩
の
届
け
に
は
「
異
国
入
通
詞
申
候
ハ
、
お
ろ
し
や
よ
り
申
付
候
者
、
江
戸
表
へ
右
三
人
之
直
直
二
可
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

渡
随
感
申
付
、
殊
二
書
状
井
二
献
上
物
等
持
参
仕
雲
立
」
と
あ
っ
た
。
三
人
と
は
、
大
黒
屋
幸
太
夫
ら
ラ
ク
ス
マ
ン
が
連
れ
て
き
た
漂
流
民
の

こ
と
で
あ
る
。
幕
府
は
最
初
の
…
報
で
、
ラ
ク
ス
マ
ン
が
江
戸
に
漂
流
民
を
送
り
届
け
る
命
を
う
け
て
お
り
、
か
つ
、
書
翰
と
献
上
物
を
持
参

し
て
い
る
と
知
っ
た
の
で
あ
る
。
「
蝦
夷
御
備
一
件
」
の
中
に
、
定
信
が
「
只
漂
流
人
を
お
く
る
の
ミ
ニ
て
交
易
を
望
む
に
も
あ
ら
す
」
と
記
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③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
て
い
る
こ
と
、
定
信
以
下
の
幕
閣
が
、
ラ
ク
ス
マ
ン
の
書
簡
と
松
前
藩
か
ら
の
報
告
を
基
に
対
応
策
を
検
討
し
た
事
実
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、

「
国
法
書
」
の
言
う
異
国
船
打
ち
払
い
や
通
信
・
通
商
問
題
が
、
ロ
シ
ア
の
要
求
や
書
翰
等
の
問
題
と
ど
の
よ
う
な
対
応
関
係
に
あ
る
の
か
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

間
う
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
藤
田
氏
は
こ
の
問
題
を
正
面
か
ら
論
じ
て
い
な
い
。

　
「
国
法
書
」
を
め
ぐ
る
藤
鵬
氏
の
研
究
の
こ
う
し
た
問
題
点
を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
、
「
国
法
書
」
が
、
漂
流
民
の
江
戸
で
の
受
け
渡
し
要

求
と
書
簡
等
の
持
参
に
対
応
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
幕
府
が
「
国
法
書
」
を
通
じ
て
ロ
シ
ア
に
何
を
伝
え
よ

う
と
し
た
の
か
を
解
明
し
て
い
こ
う
。

（
二
）
　
「
国
法
書
」
の
中
の
異
国
船
打
ち
払
い
と
通
信
・
通
商
問
題

　
「
国
法
書
」
と
は
、
ロ
シ
ア
使
節
と
の
交
渉
の
た
め
に
、
宣
諭
使
と
し
て
松
前
に
派
遣
さ
れ
た
村
上
大
学
儀
礼
と
石
川
将
監
高
曇
と
が
、
老

中
か
ら
託
さ
れ
、
ラ
ク
ス
マ
ン
に
読
み
聞
か
せ
た
申
し
渡
し
で
あ
る
。
松
平
定
信
が
主
導
し
て
作
成
し
た
も
の
で
、
「
異
国
人
に
夏
雲
御
国
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

書
」
と
い
う
表
題
の
文
書
と
し
て
、
「
通
航
一
覧
」
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
定
信
は
「
全
躰
か
ね
て
申
渡
書
（
「
国
法
書
」
の
こ
と
）
ハ
（
略
）
日

本
往
古
冷
之
国
法
異
国
へ
対
し
候
て
ハ
如
此
二
候
と
申
義
を
申
渡
し
こ
て
候
」
（
「
魯
西
亜
入
取
扱
手
樽
」
）
と
記
し
て
お
り
、
「
国
法
書
」
は
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
異
国
へ
の
対
し
方
に
関
わ
る
「
国
法
」
の
存
在
と
内
容
と
を
伝
え
る
た
め
の
申
し
渡
し
と
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
「
国

法
書
」
は
、
法
文
で
は
な
く
、
日
本
の
「
国
法
」
を
伝
え
る
た
め
の
外
交
文
書
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
「
国
法
書
」
と
ほ
ぼ
同
文
の
文
書
が
、
ラ
ク
ス
マ
ン
の
来
航
か
ら
出
帆
ま
で
の
期
間
に
幕
閣
の
間
で
往
復
し
た
文
書
を
定
信
が
書
き
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

め
た
「
魯
西
亜
人
取
扱
常
置
」
（
以
下
、
「
手
証
」
と
略
記
す
る
。
）
の
中
に
あ
る
。
「
御
目
付
松
前
二
て
ヲ
ロ
シ
や
人
へ
申
渡
候
等
覚
」
（
以
下
、
「
申

渡
覚
」
と
略
記
す
る
。
）
と
い
う
表
題
の
そ
の
文
書
は
、
幕
閣
の
問
で
固
ま
っ
た
対
応
方
針
を
、
尾
張
藩
主
徳
川
宗
睦
・
水
戸
藩
主
徳
川
治
保
に

諮
っ
た
＝
月
二
〇
日
付
け
の
書
付
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
申
渡
覚
」
と
「
国
法
書
」
と
の
問
に
は
語
句
に
若
干
の
違
い
が
認
め
ら
れ

る
も
の
の
、
内
容
に
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
。
こ
の
時
期
の
政
策
は
、
幕
閣
で
の
検
討
内
容
を
尾
張
・
水
戸
両
界
川
下
に
諮
り
決
定
す
る
の
が
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松平定信と「鎖国」（岩崎）

　
　
　
　
⑨

通
例
で
あ
り
、
こ
の
流
れ
に
そ
え
ば
、
「
国
法
書
」
の
文
案
は
「
申
渡
覚
」
の
段
階
で
ほ
ぼ
完
成
し
、
二
人
の
閲
覧
後
に
若
干
の
修
正
が
加
え

ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
他
「
手
留
」
に
は
、
一
一
月
九
日
付
け
の
記
事
に
「
御
目
付
両
人
ヲ
ロ
シ
や
人
へ
達
之
大
意
」
（
以
下
、
「
大
意
」
と
略
記
す
る
）
が
あ
る
。

藤
田
氏
が
「
草
案
」
と
称
し
た
よ
う
に
（
第
一
部
第
二
輩
）
、
「
大
意
」
は
、
「
国
法
書
」
と
同
じ
く
、
異
国
船
の
打
ち
払
い
、
国
書
の
受
け
取
り

拒
否
、
江
戸
回
航
の
拒
否
、
漂
流
民
の
受
け
渡
し
と
寄
港
地
長
崎
の
提
示
と
い
う
四
部
か
ら
成
る
が
、
文
章
表
現
は
こ
な
れ
て
お
ら
ず
、
ま
さ

に
草
案
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
三
つ
の
文
書
を
並
べ
て
み
る
と
、
「
大
意
」
に
お
い
て
「
国
法
書
」
の
方
向
性
・
骨
子
が
確
認
さ

れ
、
「
申
渡
覚
」
で
表
現
が
ほ
ぼ
固
ま
り
、
こ
れ
に
若
干
の
手
直
し
を
加
え
「
国
法
書
」
が
完
成
し
た
と
い
う
流
れ
が
見
て
と
れ
る
。
「
手
事
」

は
、
井
野
辺
氏
以
来
、
対
ロ
シ
ア
政
策
を
検
討
す
る
根
本
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
以
下
で
は
、
「
大
意
」
か
ら
「
申
渡
覚
」
を
経

て
「
国
法
書
し
の
内
容
が
確
立
す
る
過
程
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
分
析
を
進
め
よ
う
。

　
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
江
戸
回
航
と
国
書
等
に
対
し
て
、
幕
府
は
異
な
る
論
理
で
対
応
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
定
信
は
、

ラ
ク
ス
マ
ン
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
提
示
さ
れ
た
老
中
の
「
建
網
ハ
い
つ
れ
も
大
同
小
異
な
り
」
と
し
、
そ
の
内
容
を
「
国
書
も
ち
来
る
と
も

う
け
す
に
髄
櫛
咽
酌
編
鱒
盗
鋤
勢
筋
材
ゲ
樋
鏑
棚
榊
軸
昧
、
江
戸
へ
至
る
事
も
か
た
く
ゆ
る
す
ま
し
奴
疎
か
輪
軸
輪
講
捧
物
も
ま
た
う
け
さ
る
へ
し
晦
蘇
縦

断
㊥
個
旺
徹
鳩
櫛
」
（
「
手
留
」
）
と
紹
介
し
て
い
る
。
辻
番
廻
航
に
は
「
国
法
」
を
、
国
書
に
は
儀
礼
上
の
問
題
を
、
献
上
物
に
は
先
例
を
根
拠
と

し
て
、
い
ず
れ
も
拒
絶
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
う
し
た
論
理
の
違
い
は
、
「
国
法
書
」
で
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
初
に
、
ロ
シ
ア
側
の
江
戸
で
の
漂
流
蔑
返

還
要
求
に
対
す
る
文
雷
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
「
国
法
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
我
国
法
に
よ
り
て
其
所
望
を
ゆ
る
さ
・
れ
は
、
ま
た
送
り
来
る
人
を

も
わ
た
さ
じ
と
い
は
む
か
、
さ
ら
は
託
て
う
け
と
る
へ
き
に
も
あ
ら
す
」
と
し
、
「
国
法
」
を
柾
げ
て
ま
で
、
江
戸
で
漂
流
民
を
受
け
取
る
意

志
の
な
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
「
我
国
法
」
と
は
、
「
国
法
書
」
の
冒
頭
に
据
え
ら
れ
た
「
兼
て
通
信
な
き
異
國
の
船
日
本
の
地
に
来
る
時
は
、

或
は
召
捕
、
又
は
海
上
に
て
打
払
ふ
事
、
い
に
し
へ
よ
り
国
法
に
し
て
、
今
も
其
掟
に
た
か
ふ
事
な
し
」
と
い
う
宣
言
、
す
な
わ
ち
、
異
国
船
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の
打
ち
払
い
を
さ
す
。

　
異
国
船
打
ち
払
い
に
込
め
ら
れ
た
意
図
は
、
江
戸
回
航
の
拒
否
を
論
じ
る
「
大
意
」
の
次
の
素
案
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
江
戸
表
へ
直
二
相
こ
し
意
義
、
是
亦
裁
て
不
相
成
義
二
候
、
此
義
ハ
た
と
へ
数
百
年
通
信
通
商
之
国
と
い
へ
と
も
外
蕃
へ
来
り
候
へ
細
則
厳
重
之
処
置
二
及

　
候
事
、
前
々
申
述
候
通
二
候
、
是
認
永
々
之
国
法
こ
て
候
、
左
様
蝕
害
候
て
ハ
是
亦
不
穏
義
、
其
国
へ
対
案
て
も
気
害
毒
之
至
二
付
、
決
し
て
江
戸
ハ
猶
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
之
事
、
外
湊
ヘ
ハ
来
ル
ま
し
き
事
、
是
亦
よ
く
く
此
趣
を
可
存
只
事
（
門
手
留
扁
）

　
「
厳
重
之
処
置
」
と
は
打
ち
払
い
の
意
で
あ
る
。
こ
の
文
面
か
ら
は
、
日
本
沿
岸
す
べ
て
に
お
い
て
異
国
船
は
打
ち
払
わ
れ
る
と
い
う
主
張

に
、
江
戸
へ
の
回
航
を
断
固
と
し
て
拒
絶
す
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
定
信
の
解
説
す
る
と
お
り
、
異
国
船
の
打
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

払
い
の
「
国
法
」
は
、
ロ
シ
ア
の
江
戸
回
航
要
求
に
対
す
る
回
答
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
松
前
藩
に
よ
り
ロ
シ
ア
が
持
参
し
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
た
書
簡
や
献
上
物
に
つ
い
て
、
「
国
法
書
」
は
ど
う
記
述
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。

　
ネ
ム
ロ
で
の
事
前
交
渉
に
お
い
て
、
ラ
ク
ス
マ
ン
の
持
参
し
た
書
簡
が
国
書
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
、
宣
諭
使
は
「
申
渡
覚
」
の
国
書
を

め
ぐ
る
記
述
の
変
更
を
老
中
に
提
案
し
て
き
た
（
「
手
留
」
）
。
し
か
し
最
終
的
に
、
幕
府
は
「
国
法
書
」
に
「
国
書
持
来
る
事
あ
り
と
も
（
略
）

国
書
往
復
は
ゆ
る
し
か
た
き
な
り
」
と
記
し
、
そ
の
理
由
に
「
上
国
の
言
語
と
文
章
も
不
通
、
貴
賎
の
等
差
も
わ
か
ち
難
け
れ
ば
、
お
の
つ
か

ら
其
礼
の
た
た
し
き
所
を
備
か
た
」
く
、
「
我
国
に
て
は
敬
し
た
る
こ
と
も
、
憂
国
に
お
い
て
は
疎
慢
に
あ
た
ら
む
も
は
か
る
へ
か
ら
さ
れ
は
」

と
い
う
儀
礼
上
の
問
題
を
あ
げ
、
こ
の
件
に
関
す
る
叙
述
を
「
此
地
よ
り
通
信
の
ゆ
る
し
か
た
き
を
以
て
な
り
」
と
結
ん
で
い
る
。
定
信
の
解

説
の
通
り
、
「
国
法
」
へ
の
言
及
は
な
く
、
全
体
と
し
て
は
、
儀
礼
上
の
理
由
か
ら
「
此
地
」
す
な
わ
ち
松
前
で
の
通
信
は
許
し
が
た
い
と
い

う
主
旨
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
国
法
書
」
の
末
尾
の
記
述
、
「
通
信
通
商
の
事
定
置
た
る
外
、
狼
に
ゆ
る
し
か
た
き
愚
な
れ

と
も
、
猶
も
望
む
こ
と
あ
ら
は
長
崎
に
い
た
り
て
其
所
の
沙
汰
に
ま
か
す
へ
し
」
と
合
わ
せ
読
め
ば
、
法
的
制
限
の
存
在
に
触
れ
つ
つ
も
、
松

前
で
な
く
長
崎
で
な
ら
交
渉
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
読
め
る
。
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松平定信と「鎖国」（岩疇）

　
一
方
、
献
上
物
に
つ
い
て
「
国
法
書
」
が
語
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
老
中
の
意
見
は
「
献
上
物
国
書
と
も
相
通
し
不
請
取
か
た
」
で
一
致
し
お

り
、
宣
二
心
に
「
書
を
ハ
被
辞
、
献
上
物
斗
御
受
納
領
有
二
様
無
二
」
（
「
手
留
扁
）
と
指
示
し
て
い
た
。
先
例
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
「
国
法
書
」

で
は
、
通
信
の
拒
否
に
献
上
物
の
受
け
取
り
拒
否
を
も
含
意
さ
せ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
国
法
書
」
は
、
儀
礼
上
の
理
由
か
ら
松
前
で
の
国
書
の
受
け
取
り
を
拒
否
し
、
交
渉
の
場
と
し
て
長
崎
を
示
し
て
い
た
が
、

「
大
意
」
の
原
案
に
は
、
「
以
之
外
之
失
敬
有
之
候
て
は
不
宜
義
を
以
て
先
キ
か
た
を
敬
す
る
之
余
り
国
書
ハ
不
受
事
」
と
あ
る
。
松
前
で
は

許
し
が
た
い
と
い
う
文
章
は
見
ら
れ
ず
、
交
渉
の
場
と
し
て
長
崎
に
触
れ
る
個
所
も
な
い
。
「
大
意
」
で
は
「
国
書
等
も
国
法
二
よ
つ
て
不
受
」

と
も
表
現
し
て
お
り
、
通
信
を
断
固
拒
否
す
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
右
に
見
た
国
書
の
受
け
取
り
拒
否
と
い
う
老
中
の
｝
致
し

た
態
度
が
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
「
国
法
書
」
で
は
、
「
大
意
」
で
の
強
硬
な
態
度
は
影
を
ひ
そ
め
、
松
前
で
の
通
信
は
拒
否

し
つ
つ
、
交
渉
の
場
と
し
て
長
崎
の
存
在
を
示
す
内
容
へ
と
変
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
通
商
に
関
し
て
、
「
大
意
」
で
は
、
「
通
商
と
て
も
容
易
二
可
聞
届
義
々
ハ
無
之
候
へ
と
も
願
度
義
二
候
ハ
・
長
崎
へ
可
来
候
」
と
あ

り
、
通
商
を
制
限
す
る
法
の
存
在
へ
の
雷
及
は
な
い
。
し
か
し
「
国
法
書
」
で
は
、
通
信
と
併
記
さ
れ
、
「
通
信
通
商
の
事
定
置
た
る
三
富
に

ゆ
る
し
か
た
き
事
な
れ
と
も
」
と
法
的
制
限
の
存
在
を
示
唆
す
る
よ
り
強
い
内
容
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
通
商
の
語
は
、
「
大
意
」
で
は
単
独

で
五
か
所
に
現
れ
る
の
に
対
し
、
「
国
法
書
」
で
は
、
通
信
と
併
記
さ
れ
、
し
か
も
右
の
記
述
を
含
む
二
か
所
に
し
か
出
て
こ
な
い
。
幕
府
は
、

通
商
を
通
信
と
明
ら
か
に
区
別
し
、
通
信
は
断
固
拒
否
、
通
商
は
容
認
と
い
う
異
な
る
考
え
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
国
法
書
」
で
は
、

通
商
を
通
信
と
同
列
に
並
べ
、
通
商
の
許
容
度
を
よ
り
低
い
も
の
と
し
て
示
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
通
信
・
通
商
の
そ
れ

ぞ
れ
の
記
述
に
は
、
「
国
法
書
」
の
内
容
が
確
定
す
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
対
照
的
な
変
化
が
存
在
し
て
い
た
。

　
ま
と
め
よ
う
。
幕
府
は
「
国
法
書
」
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
の
江
戸
回
航
要
求
に
は
異
国
船
打
ち
払
い
の
「
国
法
」
で
応
じ
、
ラ
ク
ス
マ
ン
が

持
参
し
た
と
伝
え
ら
れ
た
書
簡
等
に
つ
い
て
は
、
儀
礼
上
の
問
題
を
理
由
に
松
前
で
の
受
け
取
り
を
拒
否
す
る
一
方
で
、
法
的
制
限
の
存
在
を

示
し
な
が
ら
長
崎
で
な
ら
交
渉
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
加
え
て
、
ラ
ク
ス
マ
ン
の
書
簡
や
松
前
藩
の
届
が
通
商
問
題
に
触
れ
て
い
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な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幕
府
自
ら
あ
え
て
通
商
に
言
及
し
、

長
崎
で
な
ら
交
渉
す
る
用
意
が
あ
る
と
伝
え
た
の
で
あ
っ
た
。

（
三
）
　
「
礼
と
法
」
と
「
活
路
」

通
信
と
同
様
、
決
ま
っ
た
以
外
に
む
や
み
に
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が

　
前
節
で
見
た
通
り
、
「
国
法
書
」
で
は
、
異
国
船
打
ち
払
い
が
「
国
法
」
と
し
て
示
さ
れ
た
。
「
国
法
書
」
に
は
、
「
我
国
の
法
」
や
「
国
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

あ
る
い
は
「
掟
」
の
語
が
全
部
で
一
〇
か
所
存
在
す
る
。
国
内
統
治
の
た
め
の
法
と
い
う
以
外
に
解
釈
の
余
地
が
な
い
一
か
所
を
除
い
て
、
異

国
船
打
ち
払
い
と
解
釈
し
て
矛
盾
す
る
も
の
は
な
い
。

　
ラ
ク
ス
マ
ン
の
江
戸
回
航
要
求
が
幕
府
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
老
中
が
事
前
交
渉
の
た
め
ネ
ム
ロ
に
派
遣
し
た
御
徒
目
付
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
可
力
）

出
し
た
指
示
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
指
示
と
は
、
「
（
ロ
シ
ア
側
が
）
直
二
江
戸
へ
可
乗
入
と
□
申
言
成
ル
時
宜
二
及
候

ハ
・
、
何
分
二
も
ま
っ
し
ハ
ら
く
申
な
た
め
、
早
々
御
目
付
之
か
た
へ
申
遣
し
譲
受
愚
図
事
、
不
法
至
極
之
至
二
候
ハ
・
以
計
策
お
ひ
き
出
し

松
前
ま
て
つ
れ
出
、
御
目
付
へ
達
し
め
し
と
り
候
と
も
い
た
す
へ
き
事
」
（
「
乎
留
」
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
定
信
は
、
「
御
階
全
く
無
之
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

ち
数
百
艘
之
蛮
船
も
し
江
戸
海
へ
入
来
り
候
ハ
・
、
当
時
在
府
ノ
大
名
二
丁
す
と
も
い
か
て
勝
ん
、
御
武
器
な
ん
と
も
方
面
そ
ろ
ひ
か
た
し
、

こ
の
処
ハ
誠
二
必
敗
の
道
な
り
」
（
「
手
口
」
）
と
の
懸
念
を
示
し
て
お
り
、
海
防
が
不
十
分
な
江
戸
ヘ
ロ
シ
ア
船
が
回
航
す
る
事
態
を
何
よ
り
恐

れ
て
い
た
。
異
国
船
打
ち
払
い
の
「
国
法
」
を
幕
府
が
何
度
も
繰
り
返
し
、
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
た
の
は
、
ロ
シ
ア
の
要
求
に
応
ず
る
余
地
は

全
く
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
ロ
シ
ア
に
限
っ
た
場
当
た
り
的
な
対
応
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
「
国
法
書
」
は
、
藤
田
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
「
今
度
来
ル
と
こ
ろ
ハ
彼
も
名
を
正
し
く
し
て
来
り
た
り
、
こ
な
た
6
も
礼
と

法
を
も
て
防
か
ん
ほ
か
ハ
な
し
」
（
「
手
留
偏
）
と
い
う
方
針
に
従
い
作
成
さ
れ
た
（
第
一
部
第
～
章
）
。
江
戸
回
航
の
回
避
を
目
的
と
す
る
異
国
船

打
ち
払
い
の
「
国
法
」
の
主
張
が
、
「
礼
と
法
」
の
「
法
」
に
あ
た
る
と
い
う
藤
田
氏
の
指
摘
は
首
肯
で
き
る
。
こ
こ
で
は
「
法
」
の
開
題
に

加
え
て
、
藤
田
氏
が
考
察
の
対
象
か
ら
外
し
た
「
礼
」
に
も
ま
た
、
重
要
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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「
国
法
書
」
に
は
、
「
袋
に
江
戸
官
府
の
人
来
り
て
我
国
の
法
を
蒼
し
ら
す
る
は
漂
流
の
人
を
遙
に
送
来
る
労
を
ね
ぎ
ら
ひ
」
と
あ
っ
て
、

ロ
シ
ア
使
節
に
礼
を
尽
く
す
姿
勢
を
示
す
と
こ
ろ
に
宣
諭
使
派
遣
の
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
、
宣
諭
使
派
遣
の
裏
に
は
、
隠

さ
れ
た
も
う
～
つ
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。
松
前
で
の
漂
流
民
受
け
渡
し
を
め
ぐ
っ
て
、
「
申
渡
覚
」
は
、
「
（
日
本
的
が
推
測
す
る
に
、
）
送
来
る
所

の
人
員
、
も
と
よ
り
江
戸
官
府
の
人
に
わ
た
す
へ
し
と
の
旨
を
う
け
し
ょ
し
な
れ
ハ
、
こ
・
に
て
わ
た
さ
ん
も
其
子
細
あ
る
ま
し
、
さ
れ
と
わ

か
国
法
に
よ
り
て
其
望
所
を
ゆ
る
さ
・
れ
ハ
、
（
使
節
が
）
ま
た
送
り
来
る
人
を
も
わ
た
す
ま
し
き
と
な
ら
ハ
、
（
日
本
側
は
）
強
て
う
け
と
る
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

き
に
も
あ
ら
す
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
宣
諭
使
派
遣
に
は
、
使
節
が
ど
う
判
断
す
る
か
は
と
も
か
く
、
「
江
ど
を
ん
や
く
に
ん
ゑ
。

て
わ
た
し
」
を
命
ぜ
ら
れ
た
使
節
に
対
し
て
、
江
戸
へ
行
く
こ
と
な
く
江
戸
の
役
人
に
漂
流
民
を
直
接
手
渡
す
機
会
を
与
え
る
目
的
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
礼
と
法
」
は
、
ロ
シ
ア
の
江
戸
回
航
を
回
避
す
る
策
と
し
て
不
可
分
の
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
「
国
法
書
」
に
盛
り
込
ま
れ
た
も
う
一
つ
の
重
要
な
要
素
は
「
活
路
」
で
あ
る
。
「
活
路
」
に
つ
い
て
は
、
井
野
辺
・
藤
田
両
氏
と
も
に
言

及
し
て
き
た
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
通
信
と
通
商
の
位
置
づ
け
の
差
異
に
注
意
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
こ
う
。

　
前
節
で
指
摘
し
た
通
り
、
通
商
の
こ
と
が
「
国
法
書
」
に
盛
り
込
ま
れ
た
理
由
は
自
明
で
は
な
い
。
異
国
船
の
打
ち
払
い
も
松
前
に
お
け
る

通
信
の
拒
否
も
、
ロ
シ
ア
来
航
の
目
的
と
し
て
公
式
に
伝
え
ら
れ
た
情
報
に
対
応
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
通
商
は
、
ロ
シ
ア
か
ら
の
公
式
の

要
求
の
中
に
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
国
法
書
」
は
通
商
の
こ
と
に
言
及
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
「
国
法
書
」
が
通
商
の
胃
能
性
に
言
及
し
た
の
は
、
交
渉
の
決
裂
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
「
大
意
」
に
は
、

通
商
へ
の
言
及
に
つ
い
て
「
此
処
何
事
も
不
相
成
と
斗
申
渡
候
て
ハ
い
か
・
面
付
」
と
そ
の
理
由
を
注
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
江
戸
へ
是

非
相
こ
し
度
旨
申
候
を
い
く
へ
も
不
相
成
と
斗
申
渡
、
国
書
も
不
請
取
、
献
上
物
も
受
納
無
之
と
き
ハ
、
彼
レ
も
失
望
候
ハ
・
、
又
い
か
様
こ

か
計
策
を
い
た
し
可
厚
面
」
（
「
手
合
」
）
こ
と
を
懸
念
し
、
ロ
シ
ア
側
の
反
発
を
少
し
で
も
和
ら
げ
、
ロ
シ
ア
と
の
問
に
争
端
を
開
か
な
い
た
め

の
策
と
し
て
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
な
ぜ
、
通
商
問
題
へ
の
雷
及
が
対
立
の
緩
和
策
に
な
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
日
本
側
が
、
通
商
を
、
ロ
シ
ア
が
江
戸
行

き
を
実
現
す
る
た
め
に
踏
む
べ
き
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
位
心
づ
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
定
信
は
他
の
老
中
と
相
談
の
上
、
ロ
シ
ア
が
江
戸
回
航

に
こ
だ
わ
っ
た
場
合
を
想
定
し
て
、
ロ
シ
ア
を
非
公
式
の
場
で
次
の
よ
う
に
説
得
す
る
よ
う
、
御
徒
目
付
に
指
示
を
出
し
て
い
る
。

　
江
戸
へ
出
候
義
望
ミ
候
様
子
二
更
ハ
・
、
紅
毛
人
も
通
商
い
た
し
候
二
付
、
是
迄
江
戸
へ
出
願
事
二
候
、
其
方
の
国
二
て
も
紅
毛
同
様
二
通
商
始
り
候
ハ
・

　
紅
毛
も
同
様
之
事
こ
て
可
有
之
哉
杯
測
候
、
そ
れ
こ
も
長
崎
6
不
入
来
候
て
ハ
と
て
も
通
商
の
道
を
も
ひ
ら
け
不
申
事
二
候
（
「
土
留
」
）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
江
戸
行
き
は
、
通
商
関
係
が
あ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
ロ
シ
ア
に
対
し
て
も
、
通
商
が

江
戸
行
き
を
実
現
す
る
た
め
の
大
前
提
と
し
て
位
遣
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
通
商
と
そ
の
た
め
の
長
崎
回
航
は
、
い
ず
れ
江
戸
行
き
を
実
現
す
る

た
め
の
手
段
と
し
て
示
さ
れ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
藤
田
氏
は
「
国
法
書
」
の
文
面
か
ら
は
「
ロ
シ
ア
と
の
貿
易
の
不
許
可
し
か
読
み
と

れ
な
い
」
（
第
一
部
第
二
章
）
と
す
る
が
、
R
本
石
は
、
い
き
な
り
の
江
戸
回
航
は
許
さ
れ
な
い
が
、
段
階
を
踏
め
ば
江
戸
行
き
も
不
可
能
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

な
い
こ
と
を
示
す
べ
く
、
ロ
シ
ア
側
か
ら
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
い
通
商
の
こ
と
に
自
ら
言
及
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
長
崎
回
航
を
促
す
こ
の
案
を
、
定
信
は
次
の
よ
う
に
［
活
路
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。

　
日
本
臨
御
備
金
備
無
之
う
ち
に
、
短
慮
二
存
切
り
候
て
生
隙
候
家
財
以
落
度
た
る
へ
き
事
二
付
、
し
か
ら
ハ
長
崎
へ
可
信
越
と
活
路
を
ひ
ら
き
候
ヘ
ハ
、
此

　
方
之
法
を
立
敢
て
拒
ミ
候
斗
二
無
之
段
も
顕
然
二
て
候
（
「
手
留
」
）

　
こ
の
「
活
路
」
の
ア
イ
デ
ア
は
、
尾
張
・
水
戸
両
藩
主
か
ら
「
長
崎
ロ
之
活
路
を
被
開
候
鳥
別
て
御
感
心
耳
成
年
と
之
御
隠
」
を
受
け
る
ほ

ど
高
く
評
価
さ
れ
た
（
「
手
留
」
）
。
ま
た
、
「
長
崎
へ
相
廻
し
善
書
不
好
事
」
と
考
え
て
い
た
宣
鞍
鼻
に
も
「
併
此
度
ハ
無
異
之
御
斗
之
義
軍
右

御
世
免
も
無
燈
儀
当
盤
存
候
」
と
言
わ
し
め
る
説
得
力
を
持
っ
て
い
た
（
熊
手
留
」
）
。
江
戸
回
航
を
拒
絶
し
つ
つ
、
通
商
の
可
能
性
を
持
ち
出
す

こ
と
で
、
江
戸
行
き
の
可
能
性
を
示
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
通
商
の
可
能
性
を
ち
ら
っ
か
せ
て
ロ
シ
ア
を
長
崎
へ
と
い
ざ
な
う
作
戦
は
「
活
路
」

と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
通
信
は
ど
う
か
。
通
信
に
つ
い
て
も
、
「
国
法
書
」
が
、
松
前
で
は
な
く
長
崎
で
な
ら
交
渉
の
可
能
性
が
あ
る
と
示
唆
し
た
こ
と
は
、
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す
で
に
み
た
。
た
だ
、
前
節
で
明
ら
か
に
な
っ
た
通
り
、
当
初
の
素
案
「
大
意
」
で
は
、
老
中
の
一
致
し
た
意
晃
を
背
景
に
、
通
信
を
断
固
拒

否
す
る
姿
勢
が
鮮
明
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
老
中
が
交
渉
の
場
で
オ
ラ
ン
ダ
の
事
例
を
引
き
合
い
に
出
す
よ
う
指
示
し

て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
幕
府
が
応
ず
る
覚
悟
を
決
め
て
い
た
の
は
通
商
の
み
で
、
通
信
は
拒
絶
す
る
の
が
本
音
で
あ
っ
た
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
通
信
に
も
通
商
種
々
交
渉
の
余
地
を
残
し
た
の
は
、
江
戸
で
の
漂
流
民
受
け
渡
し
と
書

簡
の
送
達
と
い
う
二
つ
の
要
件
の
う
ち
、
幕
府
に
と
っ
て
よ
り
緊
急
度
の
低
か
っ
た
通
信
の
問
題
に
対
し
て
譲
歩
す
る
姿
勢
を
示
そ
う
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
目
前
の
対
立
を
少
し
で
も
和
ら
げ
問
題
を
先
送
り
す
る
方
便
に
過
ぎ
ず
、
通
商
と
比
し
て
よ
り
消
極
的
な
「
活
路
」

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
通
信
と
通
商
の
こ
う
し
た
位
置
づ
け
の
違
い
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
「
定
置
た
る
外
狸
に
ゆ
る
し
か
た
き
事
な
れ
と
も
」
と
い

う
法
的
規
制
の
存
在
を
示
唆
す
る
文
言
が
付
さ
れ
た
理
由
も
容
易
に
理
解
で
き
る
。
こ
の
文
言
は
、
ロ
シ
ア
の
再
来
に
際
し
て
、
～
方
で
は
、

通
信
を
拒
否
す
る
正
当
な
理
由
づ
け
と
し
て
、
他
方
で
は
、
通
商
の
受
け
入
れ
が
特
段
の
譲
歩
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
根
拠
と
し
て
機
能
す

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
藤
田
氏
は
こ
の
件
を
も
っ
て
、
「
鎖
国
」
が
「
国
法
」
と
し
て
創
出
さ
れ
た
と
論
じ
た
が
、
見

て
き
た
よ
う
に
、
「
国
法
書
」
は
、
通
信
・
通
商
の
拒
否
を
「
国
法
」
と
し
て
示
し
た
の
で
は
な
い
。
眼
前
の
対
立
を
緩
和
す
る
方
便
と
し
て

通
信
・
通
商
に
交
渉
の
余
地
を
残
し
つ
つ
、
ロ
シ
ア
の
再
来
に
備
え
て
予
防
線
を
張
る
外
交
上
の
巧
妙
な
駆
け
引
き
の
産
物
で
あ
っ
た
。

（
四
）
　
「
国
法
轡
」
の
背
景

　
豊
里
使
を
派
遣
し
、
異
国
船
打
ち
払
い
の
「
国
法
」
を
説
い
て
江
戸
行
き
を
あ
き
ら
め
さ
せ
、
松
前
で
の
書
簡
の
受
け
取
り
を
丁
重
に
断
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

こ
れ
が
、
定
信
が
「
礼
と
法
を
も
て
防
か
ん
ほ
か
ハ
な
し
」
と
述
べ
た
ロ
シ
ア
使
節
へ
の
対
応
の
内
実
で
あ
る
。
た
だ
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
相
手

方
の
要
求
を
す
べ
て
拒
絶
す
る
と
い
う
の
が
日
本
側
の
回
答
で
あ
る
以
上
、
「
礼
と
法
」
を
も
っ
て
し
て
も
交
渉
決
裂
と
い
う
最
悪
の
事
態
を

避
け
ら
れ
る
保
証
は
な
い
。
通
信
・
通
商
の
可
能
性
と
そ
の
窓
口
た
る
長
崎
が
「
活
路
」
と
し
て
提
示
さ
れ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
し
か
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も
、
「
活
路
偏
に
は
ロ
シ
ア
の
再
来
に
備
え
た
仕
掛
け
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
「
国
法
書
」
は
幕
府
が
熟
慮
を
重
ね
て
作
成
し
た
外
交
文
書

で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
慎
重
さ
の
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
定
信
が
「
礼
と
法
」
に
触
れ
た
文
章
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

　
こ
の
お
ろ
し
い
や
と
い
ふ
ハ
、
ゑ
う
ろ
ハ
洲
よ
り
あ
し
や
洲
へ
か
け
、
た
る
た
り
や
な
と
も
皆
わ
か
属
国
と
し
て
世
界
こ
な
ら
ひ
な
き
強
大
の
国
な
り
、
こ

　
と
に
無
名
の
軍
士
な
さ
す
と
巳
に
蛮
国
之
書
に
も
あ
れ
は
こ
と
に
大
切
な
る
事
な
り
、
蝦
夷
御
取
〆
忍
事
御
役
已
来
よ
り
弾
正
殿
と
申
合
ひ
さ
ま
く
取
調

　
候
へ
と
も
、
（
中
略
）
こ
の
頃
ま
て
そ
の
評
義
も
出
ず
、
今
か
・
る
薯
に
よ
て
俄
に
そ
の
論
に
及
ふ
も
っ
た
な
き
道
な
れ
と
、
せ
ん
か
た
な
し
、
明
和
の
こ

　
ろ
か
土
佐
国
へ
外
国
の
船
漂
流
せ
し
か
、
ク
ル
リ
ス
な
ん
と
い
ふ
果
へ
ち
か
き
所
へ
と
り
で
を
設
け
た
れ
ハ
用
心
す
へ
し
と
い
ひ
た
る
事
も
あ
り
纏
鍵

　
艶
杉
筋
∂
馳
甥
礎
誇
㍊
誕
諦
誌
鑑
要
瑠
彗
（
「
手
骨
」
）

　
定
信
が
、
世
界
に
比
類
な
い
強
大
国
ロ
シ
ア
が
日
本
近
海
で
軍
事
化
を
進
め
つ
つ
あ
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
定
信

が
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
の
知
識
を
、
奥
医
師
桂
川
甫
周
が
定
信
の
命
で
翻
訳
し
た
「
魯
西
亜
志
」
か
ら
補
足
す
れ
ば
、
カ

ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
ま
で
を
併
呑
し
た
巨
大
国
家
ロ
シ
ア
は
、
貿
易
を
振
興
し
、
得
ら
れ
た
富
を
文
化
や
教
育
、
軍
事
に
振
り
向
け
た
文
明
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
皇
帝
の
軍
隊
は
三
〇
万
人
の
兵
隊
を
擁
し
、
最
新
式
の
戦
艦
を
着
々
と
増
強
さ
せ
た
海
軍
強
国
で
あ
っ
た
。
右
の
史
料

の
後
半
、
土
佐
へ
の
外
国
船
漂
流
の
件
は
明
和
八
年
（
一
七
七
～
）
の
べ
ニ
ョ
フ
ス
キ
ー
の
来
航
を
さ
し
、
日
本
に
近
い
地
域
の
要
塞
化
を
進

め
る
勢
力
の
存
在
を
伝
え
た
べ
ニ
ョ
フ
ス
キ
ー
の
警
告
を
、
定
信
は
事
実
と
認
定
し
ロ
シ
ア
の
仕
業
と
断
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
礼
と
法
」

は
、
強
大
国
ロ
シ
ア
に
対
し
て
、
礼
節
を
わ
き
ま
え
、
法
に
よ
る
支
配
が
成
立
し
た
文
明
国
家
と
し
て
対
峙
す
る
た
め
に
選
ば
れ
た
態
度
で
あ

り
、
「
活
路
」
は
、
ロ
シ
ア
を
軍
事
的
脅
威
と
し
て
警
戒
す
れ
ば
こ
そ
の
配
慮
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
八
世
紀
後
半
の
千
島
列
島
周
辺
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
動
き
を
、
私
た
ち
は
一
般
に
南
下
と
称
し
、
隣
国
の
拡
大
と
と
ら
え
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
現
代
の
世
界
地
図
を
前
提
に
し
た
叙
述
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
使
節
を
初
め
て
迎
え
た
定
信
の
緊
張
感
は
、
私
た
ち
の
想
像
を
は

る
か
に
越
え
る
も
の
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　
ベ
ニ
ョ
フ
ス
キ
ー
の
警
告
を
受
け
た
と
き
、
日
本
の
中
に
ロ
シ
ア
の
存
在
を
知
る
者
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
北
辺
に
う
ご
め
く
第
三
の
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勢
力
の
正
体
の
解
明
が
課
題
と
な
り
、
江
戸
と
長
崎
で
、
蘭
学
者
た
ち
は
懸
命
に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
入
手
し
た
地
理
書
や
地
図
を
研
究
し
た
。
工

藤
平
茸
が
幕
府
に
提
出
し
た
「
加
模
西
葛
杜
加
国
風
説
考
」
（
「
赤
蝦
夷
風
説
考
㎏
と
誤
称
）
は
そ
の
集
大
成
で
あ
り
、
第
三
の
勢
力
が
ロ
シ
ア
で

あ
る
こ
と
を
確
定
し
た
書
物
で
あ
っ
た
。

　
工
藤
は
、
本
書
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
と
ア
フ
リ
カ
大
陸
を
描
い
た
世
界
図
を
挟
み
込
み
、
そ
こ
に
ロ
シ
ア
の
輪
郭
を
描
い
て
み
せ
た
。
ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
の
北
部
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
半
島
の
南
方
か
ら
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
球
ま
で
を
包
み
、
千
島
列
島
は
エ
ト
ロ
フ
ま
で
を
飲
み
込
ん
だ

巨
大
国
家
。
そ
れ
が
、
日
本
で
初
め
て
描
か
れ
た
ロ
シ
ア
の
形
だ
っ
た
。
夷
秋
の
世
界
に
、
突
如
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
巨
大
国
家
が
出
現
し

た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
蝦
夷
地
を
は
さ
ん
で
そ
の
巨
大
国
家
と
対
蒔
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
。
加
え

て
、
「
恭
謙
西
葛
四
這
国
風
説
考
扁
は
、
そ
れ
以
前
と
は
異
な
る
ま
な
ざ
し
を
蝦
夷
地
に
向
け
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
蝦
夷
地
の
地
政
学
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

位
置
を
、
ロ
シ
ア
と
の
境
界
領
域
と
し
て
確
定
し
た
の
で
あ
る
。
蝦
夷
地
の
警
備
を
ロ
シ
ア
の
軍
事
と
か
ら
め
て
論
じ
る
定
信
の
右
の
文
章
は
、

そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
右
の
史
料
の
後
半
部
で
定
信
が
吐
露
し
た
嘆
き
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
老
中
就
任
時
以
来
本
多
弾
正
大
即
製
簿
と
と
も
に
蝦
夷

地
問
題
に
心
を
砕
い
て
き
た
が
、
周
囲
の
反
応
は
今
ひ
と
つ
で
、
ラ
ク
ス
マ
ン
が
来
航
し
て
は
じ
め
て
こ
の
問
題
を
議
論
す
る
の
は
愚
か
な
や

り
方
だ
が
仕
方
な
い
。
定
信
が
老
中
着
任
時
以
降
ロ
シ
ア
問
題
を
重
視
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
の
慨
嘆
で
あ
り
、
裏
を
返
せ
ば
、
ラ
ク
ス
マ
ン
の

来
航
以
前
、
ロ
シ
ア
の
出
現
に
危
機
感
を
も
っ
て
い
た
の
は
、
幕
府
中
枢
に
あ
っ
て
も
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
大
黒
屋
光
太
夫
の
聴
取
を
も
と
に
甫
周
が
書
き
上
げ
た
「
北
磋
聞
略
」
に
は
、
驚
嘆
す
べ
き
該
博
な
知
識
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。
定
信
は
、

は
る
か
遠
い
存
在
だ
っ
た
は
ず
の
西
洋
世
界
が
、
い
ま
や
蝦
夷
地
を
は
さ
ん
で
す
ぐ
そ
こ
に
迫
っ
た
事
態
を
直
視
し
、
い
ず
れ
来
た
る
べ
き
日

に
備
え
て
、
甫
周
と
い
う
天
才
か
ら
知
識
を
得
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
定
信
は
、
本
木
良
永
に
「
世
界
四
大
洲
新
地

図
帳
」
を
翻
訳
さ
せ
、
石
井
常
右
衛
門
や
森
島
中
業
ら
優
れ
た
蘭
学
者
を
召
し
抱
え
る
な
ど
、
積
極
的
に
海
外
情
報
の
収
集
に
つ
と
め
た
。
定

信
が
視
界
に
と
ら
え
て
い
た
の
は
、
近
世
の
外
交
体
制
を
作
り
上
げ
た
徳
川
家
康
や
秀
忠
、
家
光
が
見
た
こ
と
も
な
い
世
界
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
の
巨
大
国
家
が
突
如
隣
国
と
し
て
出
現
し
た
事
態
に
い
か
に
対
応
す
べ
き
な
の
か
。
「
礼
と
法
」
そ
し
て
「
活
路
」
に
よ
る
応
接
は
、

隣
国
ロ
シ
ア
と
初
め
て
接
触
す
る
に
あ
た
っ
て
周
到
に
考
え
抜
か
れ
た
方
針
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
藤
田
氏
の
説
は
、
「
国
法
書
」
の
最
も
注
目
す
べ
き
論
点
を
、
①
通
儒
の
な
い

　
諸
国
の
船
が
日
本
の
沿
岸
に
来
た
ら
、
打
ち
払
う
か
乗
組
員
を
捕
縛
す
る
の
が
、

　
国
初
以
来
の
定
め
で
あ
る
こ
と
、
②
通
信
・
通
商
は
か
ね
て
定
め
て
あ
る
諸
国
の

　
外
、
狼
り
に
許
さ
な
い
こ
と
、
③
通
信
の
あ
る
国
の
漂
流
船
は
、
長
崎
か
ら
オ
ラ

　
ン
ダ
人
を
介
し
帰
国
さ
せ
、
通
信
の
な
い
国
の
船
は
打
ち
沈
め
乗
継
員
は
帰
国
を

　
許
さ
な
い
こ
と
、
④
日
本
の
漂
流
民
は
長
崎
以
外
に
上
陸
を
許
さ
な
い
こ
と
の
四

　
点
に
ま
と
め
た
井
野
辺
茂
雄
氏
の
説
の
う
ち
、
①
②
③
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る

　
（
井
野
辺
『
維
新
前
史
の
研
究
㎞
（
中
文
革
書
店
、
一
九
三
五
年
）
第
五
編
第
二

　
章
）
Q

②
「
魯
西
亜
人
馴
扱
手
留
扁
（
松
平
定
僑
旧
蔵
、
天
理
図
書
館
蔵
）
。
本
書
は
そ
の

　
筆
跡
か
ら
定
信
の
自
筆
本
と
考
え
ら
れ
る
。
研
究
史
上
使
用
さ
れ
て
き
た
東
京
大

　
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
写
本
は
、
悪
筆
の
原
本
を
読
み
解
く
上
で
欠
か
せ
な
い
良

　
質
な
写
本
で
あ
る
。

③
「
蝦
夷
御
備
一
件
扁
（
松
平
定
信
旧
蔵
、
天
理
下
戸
下
面
）
。
こ
の
史
料
は
、
ラ

　
ク
ス
マ
ン
来
航
後
に
幕
府
で
行
わ
れ
た
蝦
夷
地
防
衛
体
制
を
め
ぐ
る
議
論
を
定
儒

　
が
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
も
一
部
を
除
き
、
定
信
の
自
筆
本
で
あ
る
。

　
従
来
使
用
さ
れ
て
き
た
史
料
編
纂
所
の
写
本
は
、
「
魯
西
亜
人
取
扱
手
纏
」
同
様
、

　
良
質
な
写
本
で
あ
る
。

④
前
掲
注
②
。

⑤
井
野
辺
氏
は
、
前
掲
書
で
幕
府
へ
の
一
報
の
内
容
に
触
れ
、
定
信
が
「
露
国
の

　
真
意
が
、
名
を
漂
民
の
護
送
に
托
し
て
、
通
商
を
求
め
る
に
あ
る
譲
を
観
破
し
」

　
そ
の
対
策
を
練
っ
た
と
す
る
が
、
論
拠
は
示
さ
れ
ず
、
レ
ザ
ノ
ブ
来
航
時
の
要
求

　
を
遡
及
さ
せ
た
感
が
強
い
。

⑥
「
通
航
一
覧
」
（
第
七
冊
、
四
二
七
四
）
。
本
稿
で
は
、
国
書
刊
行
会
刊
行
の

　
糊
通
航
一
覧
㎞
を
利
用
し
た
。
以
下
、
「
通
航
一
覧
」
の
引
用
に
際
し
て
は
、

　
冊
・
巻
の
み
を
記
す
。
ま
た
、
「
国
法
轡
」
の
引
用
に
つ
い
て
は
～
々
出
典
を
記

　
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。

⑦
定
信
の
こ
の
記
述
に
従
え
ば
、
門
通
航
一
覧
」
の
表
題
「
異
国
人
に
被
諭
御
国

　
法
書
漏
は
、
門
異
曲
人
に
御
国
法
を
諭
さ
る
る
嘗
」
と
読
む
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　
た
だ
宣
論
罪
は
こ
の
書
付
を
「
御
国
法
書
」
と
表
現
し
て
お
り
（
「
魯
西
亜
人
取

　
扱
手
留
」
）
、
「
異
国
人
に
諭
さ
る
る
御
国
法
書
様
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

⑧
箭
掲
注
②
。
以
下
、
本
史
料
か
ら
の
引
用
は
注
記
を
省
き
、
本
文
中
に
「
手

　
留
」
と
記
す
こ
と
と
す
る
。

⑨
竹
内
誠
門
寛
政
改
革
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第
＝
悪
、
岩
波
書
店
、
一

　
九
七
六
年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

⑩
江
戸
行
き
を
禁
じ
る
理
由
を
、
「
大
意
」
で
は
「
此
義
ハ
た
と
へ
数
百
年
通
信

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
通
商
之
国
と
い
へ
と
も
外
湊
へ
来
り
候
ヘ
ハ
則
厳
重
之
処
置
二
及
候
事
（
傍
点
5
一

　
用
者
。
以
下
同
じ
と
と
し
て
い
る
が
、
「
国
法
書
」
で
は
「
其
所
以
は
、
古
よ
り

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
通
信
通
商
と
い
ふ
と
も
、
定
あ
る
の
外
は
狼
不
許
之
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
申
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
覚
」
を
見
る
と
、
傍
点
部
を
門
通
信
通
商
の
国
」
と
す
る
以
外
は
「
国
法
書
扁
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
「
の
国
」
を
入
れ
る
か
否
か
で
文
意
は
異
な
る
が
、
「
大
意
」

　
と
門
申
渡
書
」
の
記
述
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
「
国
法
書
」
の
こ
の
個
所
は
、
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
へ
直
に
来
る
こ
と
を
許
し
が
た
い
理
由
は
、
古
く
か
ら
の
通
儒
・
通
商
の
国
で
あ

　
っ
て
も
定
め
て
あ
る
他
は
江
戸
へ
直
接
来
る
こ
と
を
み
だ
り
に
許
し
て
い
な
い
か

　
ら
、
と
の
主
張
が
な
さ
れ
る
は
ず
の
個
所
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
門
通
航

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
一
覧
」
は
「
の
国
」
を
脱
落
さ
せ
て
誤
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
江

　
戸
行
き
を
め
ぐ
る
「
国
法
書
扁
の
記
述
は
「
大
意
」
の
倍
ほ
ど
の
長
文
と
な
り
、

　
も
し
強
行
す
れ
ば
「
我
国
法
に
ま
か
せ
」
る
こ
と
に
な
る
の
で
そ
の
期
に
及
ん
で
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「
悔
お
も
ふ
と
も
密
な
か
る
へ
し
」
と
結
ん
で
い
る
。
江
戸
回
航
の
拒
絶
と
い
う

　
趣
旨
に
変
化
は
な
い
が
、
「
大
意
」
で
見
ら
れ
た
相
手
を
慮
っ
た
書
い
回
し
は
消

　
え
、
打
ち
払
い
の
「
国
法
偏
を
よ
り
強
硬
に
警
告
す
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

⑪
宣
諭
使
は
同
じ
内
容
を
、
老
中
へ
の
伺
書
の
中
で
、
門
本
邦
之
御
国
禁
二
て
異

　
国
船
軍
二
本
朝
之
地
へ
致
着
岸
之
節
ハ
厳
重
之
御
取
斗
二
て
難
差
戻
事
二
有
之

　
候
」
（
門
手
留
」
）
と
記
し
、
「
国
法
」
で
は
な
く
「
国
禁
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。

⑫
本
文
で
雷
う
一
か
所
と
は
、
通
信
の
國
か
ら
の
漂
流
船
は
通
常
長
崎
経
由
で
帰

　
国
さ
せ
る
が
「
さ
れ
と
も
我
国
法
に
さ
ま
た
け
あ
る
は
猫
と
・
め
て
か
へ
さ
す
」

　
と
い
う
紀
述
で
あ
る
。
「
大
意
」
の
文
案
で
は
、
「
か
ね
て
通
商
等
い
た
し
候
国
之

　
　
　
　
　
　
　
ハ
キ
カ
じ

　
も
の
二
候
共
糺
味
味
の
上
国
法
二
無
相
障
ハ
、
長
崎
参
以
紅
毛
船
送
返
し
、
国

　
法
二
相
障
候
義
有
之
ハ
、
た
と
ひ
通
商
之
国
之
も
の
こ
候
と
も
容
易
ニ
ハ
不
相
返

　
候
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
「
国
法
」
が
異
国
船
の
打
ち
払
い
に
か
か
わ
る
も
の

　
で
は
な
く
、
国
内
統
治
の
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑬
ち
な
み
に
、
「
国
法
書
」
で
は
、
同
じ
個
所
を
、
「
（
使
節
は
）
送
来
る
所
の
ひ

　
と
は
、
も
と
よ
り
江
戸
官
府
の
人
に
わ
た
す
へ
し
と
の
旨
を
う
け
し
由
な
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
・
に
て
わ
た
さ
ん
も
其
子
細
あ
る
よ
し
（
を
需
い
）
、
さ
れ
は
我
国
法
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
て
其
所
望
を
ゆ
る
さ
・
れ
は
、
ま
た
送
り
来
る
入
を
も
わ
た
さ
じ
と
い
は
む
か
、

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
さ
ら
は
（
日
本
側
は
）
強
て
う
け
と
る
へ
き
に
も
あ
ら
す
（
傍
点
は
本
文
で
引
胴

　
し
た
「
申
渡
覚
」
と
異
な
る
個
所
）
」
と
し
て
い
る
。
江
戸
で
は
な
い
に
し
て
も

　
江
戸
役
人
に
漂
流
民
を
渡
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
文
句
は
な
い
は
ず
だ
、
と
い
わ
ん

　
ば
か
り
の
「
嘩
渡
覚
」
の
文
面
を
使
節
に
そ
の
ま
ま
伝
え
る
の
は
輝
ら
れ
た
の
で

　
あ
ろ
う
。
定
信
ら
が
「
漕
法
書
扁
の
表
現
に
心
を
砕
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

　
る
。

⑭
幕
府
に
貿
易
開
始
の
意
図
が
あ
る
こ
と
を
ラ
ク
ス
マ
ン
が
了
解
し
て
い
た
と
の

　
指
摘
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
が
、
ラ
ク
ス
マ
ン
の
こ
う
し
た
理
解
は
「
国
法
書
』

　
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
国
法
轡
扁
を
素
直
に
読
ん
だ
結
果

　
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。

⑮
定
信
は
、
「
宇
下
ム
署
」
（
松
平
定
光
校
訂
噌
宇
下
人
言
・
修
行
録
匝
岩
波
文
庫
、

　
一
九
四
二
年
）
で
は
、
「
ロ
ハ
礼
と
国
法
を
も
て
事
を
わ
け
さ
と
さ
る
べ
し
」
と
表

　
現
し
て
い
る
。

⑯
「
魯
西
亜
志
」
（
内
藤
耽
斐
校
訂
咽
少
年
必
読
日
本
文
庫
㎞
第
五
編
、
博
文
館
、

　
一
八
九
一
年
）
。

⑰
は
じ
め
に
注
③
。

⑱
桂
川
甫
周
凹
北
嵯
聞
略
画
（
亀
井
高
孝
校
訂
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
〇
年
）
。

松平定信とr鎖国」（岩崎〉

二
　
「
国
法
書
」
の
歴
史
的
位
置

　
前
章
で
は
、
「
国
法
書
」
が
、
ラ
ク
ス
マ
ン
の
江
戸
廻
航
要
求
に
対
し
て
、
異
国
船
打
ち
払
い
を
「
国
法
」
と
し
て
提
示
し
拒
絶
し
た
こ
と
、

松
前
で
の
書
簡
の
受
け
取
り
は
拒
否
す
る
が
、
紛
争
を
圓
漏
す
る
た
め
に
、
長
崎
を
通
信
・
通
商
の
交
渉
窓
ロ
と
し
て
示
し
た
こ
と
、
通
信
・

通
商
の
い
ず
れ
に
も
交
渉
の
余
地
が
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
な
が
ら
、
そ
の
実
、
通
信
は
拒
絶
、
通
商
は
受
け
入
れ
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
「
国
法
書
」
で
提
示
さ
れ
た
、
異
国
船
の
打
ち
払
い
、
通
信
・
通
商
、
交
渉
窓
口
と
し
て
の
長
崎
と
い
う
三
つ
の
論

点
は
、
近
世
対
外
政
策
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
。
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（
ご
　
異
国
船
打
ち
払
い
　
　
法
的
根
拠
の
存
在
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
九
月
、
幕
府
は
異
国
船
取
扱
令
を
出
し
た
。
異
国
船
と
は
唐
船
以
外
の
船
を
さ
す
。
そ
の
内
容
は
、
①
異
国
船
が

漂
着
し
た
ら
、
手
当
を
し
て
船
具
を
取
り
上
げ
た
上
で
長
崎
へ
送
る
か
ど
う
か
尋
ね
る
こ
と
、
②
漂
着
で
は
な
い
異
国
船
を
見
か
け
た
場
合
は
、

筆
談
役
か
見
分
の
者
を
派
遣
し
様
子
を
確
か
め
、
相
手
が
そ
れ
を
拒
絶
し
た
ら
船
も
人
も
打
ち
砕
き
、
船
に
乗
り
移
っ
て
迅
速
に
行
動
し
て
、

切
り
捨
て
た
者
を
召
し
捕
え
て
も
よ
い
。
打
ち
払
い
の
際
に
、
大
筒
や
火
矢
等
用
い
て
も
か
ま
わ
な
い
、
③
逆
に
、
筆
談
が
整
い
、
相
手
が
見

分
を
拒
絶
し
な
け
れ
ば
、
な
る
だ
け
穏
便
に
取
扱
い
、
船
を
繋
留
し
て
船
具
を
取
り
上
げ
、
乗
員
を
上
陸
さ
せ
、
船
に
戻
ら
な
い
よ
う
番
人
を

つ
け
て
お
き
、
も
し
抵
抗
し
た
ら
捕
え
置
く
こ
と
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
藤
田
氏
は
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
出
さ
れ
た
異
国
船
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
老
中
奉
書
を
参
照
し
、
寛
政
三
年
令
を
、
寛
永
・
正
保

期
以
来
一
五
〇
年
ぶ
り
の
異
国
船
取
扱
令
と
位
置
づ
け
た
（
第
一
部
第
～
章
）
。
氏
自
身
が
留
保
し
て
い
る
よ
う
に
、
正
保
か
ら
寛
政
ま
で
の
問
、

異
国
船
取
扱
令
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
シ
ュ
パ
ン
ベ
ル
グ
を
責
任
者
と
す
る
第
二
次
ベ
ー
リ
ン
グ
探
検
隊
の
別
働
隊
が
東
北
沿

岸
に
接
近
し
た
元
文
四
年
（
～
七
三
九
）
に
は
、
沿
岸
部
の
幕
領
や
私
領
に
対
し
て
、
異
国
船
の
者
が
上
陸
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
拘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

留
し
た
上
で
幕
府
へ
報
告
す
る
よ
う
布
達
が
出
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
三
二
年
後
、
ベ
ニ
ョ
フ
ス
キ
ー
来
航
時
に
老
中
か
ら
出
さ
れ
た
異
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

船
へ
の
対
応
に
関
す
る
下
問
に
対
し
て
、
土
佐
山
百
家
は
正
保
令
を
根
拠
に
回
答
し
て
お
り
、
～
八
世
紀
後
半
に
い
た
る
ま
で
正
保
令
が
異
国

船
に
対
す
る
基
本
法
令
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
寛
政
三
年
忌
を
正
保
令
以
来
の
も
の
と
み
る
藤
田
氏
の
理
解
は
妥
当

な
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
で
は
、
こ
の
寛
政
三
年
令
を
「
国
法
書
」
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
第
…
章
で
見
た
よ
う
に
、
「
国
法
書
」
で
「
い
に
し
へ
よ
り
」
の
「
国
法
」

と
し
て
提
示
し
た
の
は
、
通
信
の
な
い
国
の
船
を
「
召
捕
、
又
は
海
上
こ
て
打
払
ふ
事
」
で
あ
っ
た
。
藤
田
氏
は
、
「
国
法
書
」
に
臨
検
に
応

ず
る
か
否
か
の
「
前
提
条
件
」
が
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
寛
政
三
年
令
を
条
件
付
き
の
穏
便
策
と
し
、
対
す
る
「
国
法
書
」
を
異
国
船
打
ち
払
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い
を
原
則
と
す
る
異
国
船
取
扱
法
と
評
し
て
い
る
（
第
二
部
第
一
章
）
。
し
か
し
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
「
国
法
書
」
は
法
文
で
は
な
く
、
「
国

法
」
の
存
在
を
伝
え
る
た
め
の
外
交
文
書
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
江
戸
回
航
の
阻
止
が
「
国
法
書
」
の
最
大
の
焦
点
で
あ
っ
た
事
情
に
鑑
み

れ
ば
、
着
岸
地
で
対
応
す
る
か
の
よ
う
な
「
前
提
条
件
」
を
盛
り
込
む
余
地
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
寛
政
三
年
令
か
ら
こ
の
個
所
を

除
け
ば
、
藤
田
氏
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
両
者
の
内
容
は
近
似
し
て
い
る
（
第
一
部
第
一
章
）
。
す
な
わ
ち
、
上
陸
を
さ
せ
な
い
ま
ま
に
打
ち
払

う
こ
と
を
指
示
し
た
②
は
、
「
国
法
書
」
の
「
海
上
こ
て
打
払
ふ
事
」
に
当
た
る
し
、
上
陸
さ
せ
て
監
視
下
に
お
く
よ
う
指
示
す
る
③
は
、
「
召

捕
」
と
書
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
そ
も
そ
も
寛
政
三
年
令
は
、
ベ
ニ
ョ
フ
ス
キ
ー
の
警
告
に
端
を
発
し
た
ロ
シ
ア
対
策
の
一
環
と
し
て
発
令
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ラ
ク
ス
マ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
ネ
ム
ロ
滞
在
中
に
三
度
に
わ
た
っ
て
寛
政
三
年
令
の
遵
守
を
求
め
る
法
令
が
出
さ
れ
た
の
は
、
万
が
一
ラ
ク
ス
マ
ン
が
再
来
し
た
場
合
を
想

定
し
て
、
「
国
法
書
」
の
い
う
「
国
法
」
と
現
実
の
対
応
と
の
間
に
齪
酷
が
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
打
払
い
の
「
国

法
」
を
「
い
に
し
へ
よ
り
」
の
も
の
と
す
る
の
は
言
い
過
ぎ
だ
が
、
「
国
法
書
」
は
寛
政
三
年
令
を
前
提
に
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。

（一

黶j

@
通
信
と
通
商
一
先
例
の
存
在

松平定信と「鎖国」（岩崎）

　
通
商
は
容
認
す
る
が
通
信
は
受
け
付
け
な
い
と
い
う
態
度
に
も
歴
史
的
前
提
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
通
信
の
拒
否
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

寛
永
七
年
（
一
六
一
二
〇
）
を
最
後
に
日
本
か
ら
外
国
へ
の
国
書
の
送
達
を
停
止
し
た
後
も
、
外
国
か
ら
国
書
・
書
簡
が
長
崎
に
届
け
ら
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
は
あ
っ
た
。
松
平
定
信
の
旧
蔵
書
「
崎
鎮
要
録
」
（
以
下
、
「
要
録
」
と
略
記
す
る
。
）
は
、
長
崎
奉
行
の
記
録
を
も
と
に
定
信
自
身
が
編
ん
だ
編

纂
物
で
あ
る
が
、
そ
の
後
半
に
は
、
外
国
か
ら
国
書
・
書
簡
が
送
達
さ
れ
た
五
つ
の
先
例
に
関
わ
る
記
録
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
承
応
二
年
中
一
六
五
三
）
の
シ
ャ
ム
使
節
と
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
使
節
の
来
航
、
元
禄
八
年
の
安
南
国
王
か
ら
の
長
崎
奉

　
　
　
　
　
　
　
⑩

行
へ
の
書
簡
の
送
達
の
際
に
は
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
は
長
崎
奉
行
か
ら
老
中
に
上
申
が
あ
り
、
老
中
の
判
断
で
国
書
・
書
簡
と
音
物
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の
受
け
取
り
拒
否
が
決
定
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
・
寛
保
二
年
（
｝
七
四
二
）
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
使
者
に
対
し
て
は
、

も
は
や
老
中
に
判
断
を
あ
お
ぐ
こ
と
も
な
く
、
長
崎
奉
行
の
判
断
で
、
「
書
翰
井
進
物
共
差
返
序
段
以
通
事
申
渡
」
し
て
い
る
（
「
要
録
」
）
。
「
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

航
一
覧
」
に
は
、
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
使
節
の
来
航
を
「
江
府
言
上
」
し
た
記
事
が
あ
る
の
で
、
元
禄
以
降
遅
く
と
も

享
保
期
ま
で
に
、
外
国
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
国
書
・
書
簡
は
受
理
し
な
い
と
い
う
方
針
が
確
認
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
踏
襲
さ
れ
て
い
た
と
い
う

経
緯
が
見
て
と
れ
る
。

　
で
は
な
ぜ
、
幕
府
は
外
国
か
ら
の
書
簡
・
音
物
を
受
理
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
元
禄
五
年
の
事
例
か
ら
、
そ
の
理
由
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　
元
禄
五
年
八
月
、
「
東
哺
塞
之
王
よ
り
長
崎
奉
行
所
へ
書
翰
・
音
物
」
が
届
け
ら
れ
た
。
「
書
翰
鞍
骨
へ
相
帯
度
と
之
二
二
て
候
、
書
面
於
許

容
来
年
6
江
戸
へ
貢
礼
差
上
申
度
由
」
を
伝
え
る
た
め
の
使
者
で
あ
っ
た
。
王
の
書
簡
は
封
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
唐
通
詞
は
内
々
に

閲
覧
し
、
「
日
本
之
義
援
政
道
御
威
光
奉
感
候
文
章
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
唐
通
詞
か
ら
の
報
告
を
受
け
、
長
崎
奉
行
は
対
応
方
針
を

検
討
し
、
老
中
に
上
申
。
長
崎
奉
行
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
か
つ
て
「
蓬
羅
国
之
内
こ
て
邊
羅
6
鎮
官
を
差
遣
置
候
、
束
哺
塞
を

令
押
領
、
至
愚
ヘ
ハ
貢
礼
之
規
式
相
勤
」
め
て
き
た
が
、
当
時
は
「
束
哺
塞
屋
形
よ
り
自
身
邊
羅
へ
参
難
事
も
終
二
無
之
、
使
宮
を
差
遣
遂
貢

礼
候
迄
」
に
両
国
の
関
係
は
変
化
を
遂
げ
、
「
新
羅
属
国
と
ハ
申
な
か
ら
、
右
之
通
御
座
銀
器
今
程
ハ
束
捕
整
準
国
王
こ
て
外
二
貢
出
仕
候
所

も
無
之
」
、
か
つ
、
「
帝
都
北
京
6
も
か
ま
い
無
累
世
」
で
あ
り
、
「
処
々
へ
商
船
を
も
差
出
諸
用
弁
候
」
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
。
そ

し
て
、
「
異
国
之
国
王
6
日
本
へ
貢
礼
を
も
差
上
申
度
と
申
こ
し
候
義
」
自
体
は
書
ば
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
万
～
願
南
通
被
遊
御
赦
免
毎

年
貢
礼
を
差
上
来
其
已
後
奉
慕
候
ヘ
ハ
お
の
つ
か
ら
屡
本
へ
属
二
様
成
行
」
は
ず
で
あ
り
、
「
然
時
ハ
商
売
一
通
二
て
相
こ
し
候
阿
蘭
陀
杯
と

ハ
少
し
様
子
ち
か
ひ
汝
等
間
、
商
売
之
悪
難
黙
止
御
訴
訟
も
申
越
」
し
て
き
た
ら
、
「
御
面
倒
成
義
も
出
来
」
す
る
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
、

「
末
々
貢
野
里
仕
上
ハ
、
此
段
も
如
何
」
か
と
い
う
懸
念
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
長
崎
奉
行
が
提
案
し
た
の
は
、
書
簡
等

の
受
取
拒
否
で
あ
り
、
老
中
は
そ
れ
を
追
認
し
た
の
で
あ
っ
た
（
「
要
録
」
）
。

　
幕
府
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
日
本
が
「
貢
礼
」
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
国
と
し
て
評
価
し
つ
つ
も
、
内
外
に
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
影
響
を
吟
味
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し
、
使
節
の
要
求
を
拒
ん
だ
。
対
外
的
に
は
、
日
本
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
宗
王
国
の
立
場
に
な
っ
た
場
合
に
シ
ャ
ム
や
中
国
と
の
関
係
に
影
響
を

与
え
か
ね
な
い
こ
と
を
考
慮
し
、
国
内
的
に
は
、
い
っ
た
ん
取
り
結
ん
だ
「
戴
勝
」
関
係
が
途
絶
し
た
場
合
将
軍
の
権
威
を
傷
つ
け
か
ね
な
い

こ
と
を
警
戒
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
元
禄
期
に
お
い
て
、
外
国
か
ら
の
「
貢
礼
」
の
使
節
派
遣
が
、
将
軍
権
威
を
高
揚
さ
せ
る
道
具
立
て
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
こ
か
ら

生
じ
る
外
交
関
係
の
煩
雑
さ
か
ら
敬
遠
さ
れ
て
い
る
点
で
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
通
信
を
媒
介
と
し
て
結
ば
れ
る
関
係
が
、

「
商
売
一
通
こ
て
相
こ
し
候
阿
蘭
陀
杯
と
ハ
少
し
様
子
」
が
異
な
る
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
実
際
、
幕
府
は
通
信
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

拒
否
す
る
一
方
で
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
船
に
信
牌
を
発
行
し
通
商
を
認
め
て
い
る
。

　
同
様
の
こ
と
は
、
承
応
二
年
の
シ
ャ
ム
の
使
節
来
航
に
際
し
て
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
幕
府
は
、
「
為
臣
下
主
君
を
殺
不
義
働
仕
た
る

国
二
種
御
取
上
無
之
」
、
「
若
左
様
こ
も
無
為
二
お
い
て
ハ
、
申
わ
け
い
た
し
重
て
可
差
越
」
と
い
う
「
上
意
」
の
下
、
シ
ャ
ム
船
が
持
参
し
た

二
通
の
書
簡
を
返
却
し
、
帰
帆
さ
せ
た
（
「
要
録
」
）
。
臣
下
と
し
て
主
君
を
殺
害
し
た
不
義
と
い
う
の
は
、
山
田
長
政
の
謀
殺
に
い
た
っ
た
シ
ャ

ム
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
書
簡
の
拒
絶
と
い
う
日
本
側
の
対
応
に
、
両
国
間
の
歴
史
が
影
を
落
と
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
が
、
シ
ャ
ム
国
王
の
船
を
主
な
担
い
手
と
す
る
貿
易
関
係
は
継
続
し
た
。

　
東
南
ア
ジ
ア
と
近
世
日
本
と
の
関
係
は
唐
船
貿
易
と
い
う
概
念
で
一
括
さ
れ
見
え
に
く
い
が
、
国
家
問
の
関
係
を
求
め
た
東
南
ア
ジ
ア
の

国
々
か
ら
の
日
本
へ
の
働
き
か
け
は
確
か
に
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
日
本
式
は
そ
れ
に
答
え
ず
、
貿
易
の
み
を
許
容
し
た
。
通
信
関
係
と

「
商
売
一
通
」
の
関
係
と
の
間
に
は
明
ら
か
な
区
別
が
存
在
し
、
幕
府
が
逓
信
を
媒
介
と
す
る
国
家
間
の
外
交
関
係
を
き
ら
う
～
方
で
、
通
商

に
は
柔
軟
に
対
応
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
通
信
の
拒
否
と
い
う
幕
閣
の
問
で
一
致
し
た
方
針
は
、
元
禄
期
か
ら
享
保
期
に
か
け
て
確
認
さ
れ
た
幕
府
の
態
度
で
あ
っ
た
。

「
国
法
書
」
で
示
し
た
松
前
で
の
国
書
の
受
け
取
り
拒
否
は
こ
の
慣
例
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
長
崎
で
の
受
け
取
り
の
示
唆
は
、
従
来
の
あ

り
方
を
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ロ
シ
ア
と
い
う
脅
威
へ
の
対
応
の
一
つ
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
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「
手
払
」
の
中
で
定
信
は
、
信
牌
を
「
か
ん
ほ
ち
や
へ
上
下
書
例
」
に
言
及
し
、
さ
ら
に
は
、
「
（
ロ
シ
ア
に
対
し
て
）
一
向
二
相
こ
す
ま
し

き
と
申
候
て
ハ
、
呂
宋
・
天
南
国
・
束
哺
暴
之
国
々
已
二
長
崎
へ
相
こ
し
聞
事
ハ
可
試
写
在
候
ヘ
ハ
、
ヲ
ロ
シ
や
国
二
限
り
い
た
く
絶
候
様
二

字
候
て
も
い
か
・
」
と
述
べ
て
い
る
。
近
世
初
期
を
除
い
て
ル
ソ
ン
と
日
本
を
つ
な
ぐ
唐
船
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
「
天
南
国
」
は
ベ
ト
ナ

　
　
　
　
　
⑭

ム
と
考
え
ら
れ
、
日
本
が
東
南
ア
ジ
ア
と
取
り
結
ん
で
い
た
通
商
関
係
を
さ
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

か
ら
長
崎
に
船
が
来
航
し
て
い
る
事
実
を
ロ
シ
ア
が
了
解
し
て
い
る
可
能
性
に
触
れ
、
ロ
シ
ア
と
の
貿
易
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
疑
義
を
呈
し
て

い
る
。
定
信
は
、
唐
船
貿
易
の
実
績
を
踏
ま
え
、
「
活
路
」
と
し
て
ロ
シ
ア
に
通
商
の
可
能
性
を
示
し
た
の
だ
っ
た
。
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（
三
）
　
対
外
的
窓
口
と
し
て
の
長
崎
　
　
糊
度
の
改
編
i

　
「
国
法
書
」
の
中
で
、
ロ
シ
ア
側
に
「
活
路
」
を
示
す
上
で
重
要
な
役
割
を
与
え
ら
れ
た
の
が
長
崎
で
あ
る
。
「
国
法
書
」
で
は
、
通
信
・

通
商
の
交
渉
の
み
な
ら
ず
、
漂
流
民
送
還
に
つ
い
て
も
、
今
後
は
長
崎
を
介
す
る
よ
う
強
調
し
て
い
る
。
長
い
間
異
国
船
取
扱
い
の
基
本
法
で

あ
っ
た
正
保
二
年
の
老
中
奉
書
は
、
長
崎
へ
の
回
航
を
う
な
が
す
内
容
を
含
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
相
手
方
が
長
崎
で
は
な
く
着
岸
地
で
の
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

訟
を
望
ん
だ
場
合
に
は
、
そ
の
地
で
対
応
す
る
こ
と
も
容
認
し
て
お
り
、
「
国
法
書
」
の
よ
う
に
長
崎
を
唯
一
の
窓
口
と
す
る
確
固
た
る
意
志

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
ロ
シ
ア
と
の
貿
易
を
め
ぐ
る
寛
政
期
の
幕
閣
の
問
に
は
、
「
外
国
の
往
来
ハ
長
崎
之
港
あ
り
」
、
ゆ
え
に

「
長
崎
へ
来
ル
へ
し
と
い
ひ
て
か
へ
す
に
し
か
す
」
と
す
る
見
解
が
あ
る
～
方
で
、
「
通
商
之
道
開
き
た
く
ハ
蝦
夷
地
二
て
開
き
給
肥
り
候

ハ
・
可
然
」
（
「
手
留
」
）
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
「
国
法
書
」
の
長
崎
を
め
ぐ
る
叙
述
に
は
、
他
に
も
虚
構
が
あ
る
。
す
で
に
井
野
辺
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
荒
野
泰
典
氏
の
仕
事
に
よ
り
な

が
ら
、
「
国
法
書
」
の
内
容
と
近
世
の
漂
流
民
送
還
体
制
の
実
態
と
の
ズ
レ
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
外
国
人
漂
流
民
に
関
し
て
、
「
国
法

書
」
は
、
「
兼
て
よ
り
通
信
あ
る
国
の
も
の
に
て
も
、
長
崎
の
湊
よ
り
紅
毛
船
を
し
て
其
本
国
に
を
く
り
か
へ
さ
し
む
」
と
す
る
。
し
か
し
、

日
本
と
「
通
信
あ
る
国
」
と
は
、
朝
鮮
と
琉
球
で
あ
り
、
両
国
か
ら
の
漂
流
民
は
対
馬
・
薩
摩
を
介
し
て
送
還
す
る
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
た
。



松平定信とヂ鎖国」（岩爵紛

ま
た
、
「
国
法
書
」
は
、
「
仮
令
我
国
よ
り
漂
流
し
た
る
人
を
送
り
来
る
と
い
ふ
と
も
、
長
崎
の
外
の
湊
に
し
て
は
上
陸
の
こ
と
を
ゆ
る
さ
す
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
・
琉
球
以
外
へ
の
漂
流
に
は
妥
当
す
る
が
、
両
国
へ
の
日
本
人
漂
流
艮
は
対
馬
・
薩
摩
を
経
由
し
て
日
本
に
帰

還
す
る
体
制
が
整
っ
て
い
た
。
「
国
法
書
」
に
は
、
「
国
初
よ
り
通
信
な
き
国
よ
り
し
て
漂
流
し
来
る
は
船
は
打
く
た
き
人
を
永
く
と
・
め
て
か

へ
す
こ
と
な
く
」
と
の
文
言
も
見
え
る
が
、
通
信
関
係
に
は
な
い
中
国
の
漂
流
船
を
日
本
側
は
保
護
し
、
長
崎
を
介
し
て
送
還
し
て
い
る
。
漂

流
民
の
送
還
だ
け
で
は
な
い
。
「
国
法
書
」
で
は
、
通
信
に
せ
よ
、
通
商
に
せ
よ
、
対
外
的
な
窓
口
を
長
崎
に
限
定
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
近

盤
的
現
実
か
ら
い
か
に
ず
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
「
国
法
書
」
は
、
長
崎
以
外
の
対
外
的
窓
口
の
存
在
を
隠
ぺ
い
し
、
か
つ
、
制
度
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
長
崎
を
ロ
シ
ア
が
唯
一
日
号
と
接
触
で
き
る
窓
口
と
し
て
示
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
蝦
夷
地
を
推
す
声
も
あ
る
中
で
な
ぜ
長

崎
か
と
い
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
を
受
け
入
れ
て
き
た
と
い
う
実
績
や
通
詞
の
存
在
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
に
開
き
や
す
い
と
い
う
側
面
も
当
然
な

が
ら
考
慮
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
定
信
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
防
衛
体
制
の
充
実
が
決
め
手
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ラ
ク
ス
マ
ン
来
航
の

三
か
月
前
に
、
定
信
が
蝦
夷
地
の
警
備
に
つ
い
て
三
奉
行
に
諮
問
し
た
「
書
取
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亦

　
外
国
通
商
有
之
を
以
て
長
崎
表
品
々
御
漏
物
有
之
夫
々
御
役
人
被
差
置
座
上
、
交
代
大
名
所
者
黒
田
・
鍋
嶋
之
類
御
手
当
厳
重
成
丈
面
懸
、
（
中
略
）
其
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ

　
西
国
辺
の
警
固
今
切
・
箱
根
御
関
所
之
外
大
坂
・
駿
府
御
番
城
等
も
有
之
、
遠
国
奉
行
・
郡
代
等
も
被
差
遣
、
山
川
之
御
固
も
甚
以
御
手
厚
之
儀
二
候
、
唯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
奥
羽
之
際
二
者
房
州
御
関
所
有
之
而
巳
二
而
遠
国
奉
行
・
郡
代
其
外
交
職
場
も
無
煙
、
山
川
之
警
固
も
御
手
薄
二
有
之

　
西
国
の
警
備
の
充
実
、
特
に
、
長
崎
に
は
相
応
の
対
策
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
北
国
は
い
ま
だ
手
薄
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
信
の

現
状
認
識
で
あ
り
、
蝦
夷
地
に
ロ
シ
ア
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
な
ど
、
お
そ
ら
く
考
え
も
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
寛
政
期
に
長
崎
を
対
外
的
窓
口
と
す
る
考
え
方
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
近
世
初
頭
以
来
、
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
や
唐
船
貿
易
を
媒
介
し
て

き
た
長
崎
の
機
能
が
、
そ
う
し
た
見
方
を
支
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
寛
政
期
に
は
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
異
国
に
対
す
る
制
度
と
い
う
ほ

ど
の
も
の
で
は
な
く
、
慣
習
を
踏
ま
え
た
一
つ
の
主
張
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
実
際
、
蝦
夷
地
を
ロ
シ
ア
と
の
貿
易
の
候
補
地
と
す
る
意
見
も
存
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在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
定
信
は
、
海
軍
強
国
ロ
シ
ア
を
迎
え
る
に
足
る
場
所
と
し
て
、
長
崎
を
選
ん
だ
の
だ
っ
た
。

　
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
「
国
法
書
」
は
、
「
先
キ
か
た
之
申
旨
二
よ
つ
て
出
来
候
ニ
ハ
無
之
、
か
ね
て
之
御
国
法
を
申
渡
候
二
丁
」
「
赤

人
に
か
き
り
候
ニ
ハ
無
之
、
日
本
往
古
呑
之
国
法
異
国
へ
対
し
候
て
ハ
如
意
二
候
と
申
義
を
申
渡
偏
す
覚
悟
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る

（「

阨
i
」
）
。
「
国
法
書
」
は
、
長
崎
を
、
オ
ラ
ン
ダ
船
と
唐
船
の
み
に
開
か
れ
た
港
で
は
な
く
、
今
後
新
た
に
日
本
に
来
航
す
る
で
あ
ろ
う
異

国
に
対
し
て
ひ
と
し
な
み
に
窓
口
と
す
る
こ
と
を
、
内
外
に
向
け
て
初
め
て
宣
言
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
長
崎
を
唯
一

の
窓
ロ
と
す
る
主
張
は
、
長
崎
以
外
の
沿
岸
防
備
の
状
況
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
の
江
戸
回
航
を
恐
れ
て
強
調
さ
れ
た

異
国
船
打
ち
払
い
の
「
国
法
」
と
一
対
の
も
の
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

①
　
　
『
御
川
版
書
天
保
集
成
㎞
六
五
二
五
　
（
岩
波
書
店
、
　
九
四
一
年
）
。

②
「
御
備
向
御
用
留
」
第
一
冊
（
内
閣
文
庫
蔵
）
。

③
噸
ベ
ニ
ョ
フ
ス
キ
ー
航
海
記
㎞
（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
）
。

④
　
拙
稿
轟
三
国
通
覧
図
説
㎞
…
衝
撃
の
隅
蝦
夷
国
全
図
』
一
」
（
㎎
歴
史
と

　
地
理
　
日
本
史
の
研
究
』
二
三
一
号
、
二
〇
一
〇
年
）
。

⑤
噸
御
触
書
天
保
集
成
㎞
六
五
二
六
～
六
五
二
入
。
藤
田
氏
は
、
寛
政
五
年
三
月

　
に
繊
さ
れ
た
異
国
船
取
扱
令
の
「
右
等
之
用
度
二
付
、
用
金
等
之
沙
汰
二
及
、

　
下
々
難
儀
い
た
し
候
儀
な
と
ハ
有
之
間
怪
事
二
号
」
と
い
う
個
所
を
重
視
し
、
こ

　
こ
に
穏
便
策
へ
の
転
換
を
見
い
だ
し
て
い
る
（
第
二
部
第
一
章
）
。
し
か
し
こ
の

　
法
令
は
、
寛
政
三
年
九
月
以
来
幕
府
が
求
め
て
き
た
異
国
船
対
策
が
「
一
特
的
之

　
夢
二
も
無
之
、
永
久
之
備
」
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
、
領
民
の
負
握
軽
減

　
を
求
め
る
右
の
欄
所
は
、
「
永
久
之
備
」
を
視
野
に
入
れ
て
適
度
な
範
瀦
に
と
ど

　
め
る
よ
う
求
め
た
も
の
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ラ
ク
ス
マ

　
ン
来
航
の
報
が
江
戸
に
入
っ
て
問
も
な
い
一
〇
月
二
五
日
に
、
対
応
策
を
め
ぐ
っ

　
て
三
奉
行
が
老
中
に
提
出
し
た
建
言
書
「
松
前
志
摩
守
申
上
昇
蝦
爽
地
江
異
国
6

　
召
達
来
候
漂
流
人
里
儀
二
付
評
議
仕
候
趣
申
上
農
書
付
」
（
道
立
文
書
館
寄
託
阿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
部
家
文
書
）
に
は
、
ラ
ク
ス
マ
ン
が
「
万
一
壷
鐙
江
戸
表
迄
車
懸
越
段
申
候
ハ
・

　
御
国
之
御
法
令
を
不
用
も
の
織
豊
巴
町
上
上
取
斗
之
儀
相
伺
候
共
、
其
時
宜
次
第

　
打
殺
打
払
候
共
勝
手
次
第
疎
取
斗
旨
被
仰
渡
可
融
哉
、
諸
候
ハ
・
、
一
旦
得
心
之

　
凶
相
偽
海
上
乗
落
し
候
義
も
臨
本
候
間
、
東
海
西
海
浦
々
之
国
主
領
主
江
者
異
国

　
船
見
謂
候
ハ
・
可
打
払
旨
兼
而
被
仰
渡
可
然
奉
謝
候
扁
と
あ
り
、
ラ
ク
ス
マ
ン
滞

　
在
中
に
発
令
さ
れ
た
異
国
船
取
扱
令
が
、
ラ
ク
ス
マ
ン
の
他
地
域
へ
の
着
岸
を
警

　
劃
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
概
子
体
の

　
建
言
轡
は
、
藤
田
氏
が
発
見
し
翻
刻
・
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
（
第
　
部
第
一

　
章
）
が
、
右
の
引
用
を
含
む
ほ
ぼ
一
年
分
が
翻
刻
か
ら
は
脱
落
し
て
い
る
。
参
考

　
ま
で
に
引
用
個
所
の
後
続
部
分
を
示
せ
ば
、
「
但
異
国
人
共
儀
書
翰
拝
献
上
物
持

　
参
仕
候
由
之
所
、
右
書
翰
御
取
上
無
限
熱
海
も
不
寛
太
之
様
二
も
可
有
之
哉
二
付
、

　
右
書
翰
親
御
取
O
之
上
、
其
時
宜
二
随
ひ
御
沙
汰
も
可
有
御
座
哉
、
右
書
翰
等
受

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
取
不
藩
候
連
日
本
之
厳
剃
を
被
示
繊
雲
故
、
不
寛
太
継
母
腰
帯
も
相
当
り
申
間
敷

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
哉
二
奉
存
候
（
傍
点
は
藤
田
氏
の
翻
刻
個
所
ご
と
あ
る
。

⑥
藤
井
譲
治
コ
七
世
紀
の
日
本
」
（
『
岩
波
講
座
目
鼻
通
史
』
第
一
二
巻
、
岩
波

　
書
店
、
一
九
九
四
年
）
。

⑦
「
崎
鎮
要
録
」
（
天
理
図
書
館
蔵
）
は
、
定
信
自
筆
の
本
で
、
前
半
が
レ
ザ
ノ
ブ

　
長
崎
滞
在
中
の
経
過
、
後
半
が
外
国
か
ら
の
国
書
送
達
の
先
例
の
二
部
か
ら
成
る
。

56　（512）



松平定信と「鎖国」（岩山紛

　
文
化
四
（
一
八
〇
七
）
～
五
年
の
成
立
。
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
は
「
要
録
」

　
と
記
し
注
記
を
省
略
す
る
。
内
容
か
ら
推
し
て
「
崎
鎮
要
録
」
の
名
が
示
す
通
り
、

　
長
崎
奉
行
の
元
に
残
さ
れ
た
記
録
か
ら
編
纂
し
た
書
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧
「
通
航
一
覧
」
（
第
七
冊
、
二
二
六
八
）
は
、
「
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
の
後
、

　
逞
山
国
の
使
参
拝
の
儀
は
聞
え
す
」
と
記
し
、
次
の
渡
来
記
事
は
、
明
暦
二
年

　
（
一
六
五
六
）
五
月
で
あ
り
、
承
応
二
年
（
～
六
五
三
）
の
使
節
来
訪
の
記
蝦
は

　
見
え
な
い
。
明
暦
二
年
の
使
者
は
幕
府
に
通
商
を
求
め
た
が
許
さ
れ
ず
、
そ
の
後
、

　
時
期
は
不
明
だ
が
シ
ャ
ム
か
ら
貿
易
船
が
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
「
通
航
一
覧
」
（
第
七
鷺
、
巻
縮
六
九
）
で
は
、
明
暦
二
年
の
次
の
記
事
は
、
延

　
宝
入
年
（
一
六
八
○
）
の
渡
航
で
あ
り
、
こ
の
間
に
、
幕
府
は
シ
ャ
ム
と
の
貿
易

　
を
認
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨
門
通
航
～
覧
」
（
第
六
冊
、
巻
二
六
四
）
は
、
こ
の
使
節
に
つ
い
て
門
此
書
簡
等
、

　
其
詳
な
る
事
所
見
な
し
」
と
し
て
お
り
、
対
応
の
詳
細
を
記
す
門
崎
鎮
要
録
扁
の

　
記
事
は
重
要
な
史
料
と
い
え
よ
う
。

⑩
「
通
航
一
覧
偏
に
こ
の
記
事
は
な
い
が
、
『
華
夷
変
態
』
中
毒
（
東
洋
文
庫
（
再

　
版
）
一
九
八
～
年
）
に
こ
の
と
き
送
ら
れ
て
き
た
安
南
国
王
か
ら
の
書
簡
が
収
載

　
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
は
安
南
か
ら
の
漂
流
民
送
還
に
対
す
る
返
礼
と
し
て
送

　
ら
れ
て
き
た
が
、
臼
本
側
は
書
簡
も
音
物
も
返
却
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
「
通

　
航
一
覧
」
（
第
四
冊
、
巻
一
七
二
）
に
は
、
元
禄
元
年
（
＝
網
入
八
）
に
安
南
の

　
使
節
が
来
航
し
「
通
信
量
修
の
購
」
を
願
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
そ
の
と

　
き
の
対
応
に
つ
い
て
、
「
異
国
日
記
に
よ
る
に
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
の
後

三
定
信
の
「
鎖
国
」

　
は
御
返
簡
は
な
か
り
し
な
り
、
こ
た
ひ
も
ま
た
然
る
や
、
御
返
同
所
見
な
し
」
と

　
記
し
て
い
る
。

⑪
「
通
航
～
覧
」
（
第
六
冊
、
巻
向
六
四
）
。

⑫
門
通
航
二
見
」
（
第
四
冊
、
巻
…
六
三
）
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
船
を
「
唐
船
束
哺
纂

　
国
の
麗
物
を
稜
来
る
船
に
し
て
か
の
本
国
船
に
は
あ
ら
さ
る
な
り
」
と
す
る
が
、

　
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
王
の
意
向
で
派
遣
さ
れ
る
船
も
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
今
後
検
証

　
が
必
要
で
あ
る
。

⑬
飯
岡
直
子
「
ア
ユ
タ
ヤ
国
王
の
対
日
貿
易
－
鎖
国
下
の
長
崎
に
来
航
し
た
退

　
羅
船
の
渡
航
経
路
の
検
討
1
」
（
哩
南
方
文
化
㎞
第
二
醤
輯
、
天
理
南
方
文
化
研

　
究
会
、
一
九
九
七
年
目
。

⑭
「
通
航
～
覧
」
（
第
四
冊
、
巻
一
七
二
）
の
「
冠
鳩
国
部
二
」
の
内
、
「
通
商
井

　
品
書
献
物
御
返
簡
等
」
の
項
に
掲
載
さ
れ
た
慶
長
一
一
年
（
一
六
〇
六
）
九
月
の

　
記
事
に
、
「
按
ず
る
に
、
笛
竹
国
一
に
天
南
国
と
も
称
す
扁
と
の
編
纂
者
に
よ
る

　
注
記
が
あ
る
。
な
お
、
鍛
治
宏
介
氏
よ
り
、
『
通
航
一
覧
』
第
四
冊
巻
一
七
四
、

　
及
び
、
『
大
日
本
史
料
臨
　
＝
一
編
四
葬
慶
長
一
一
年
九
月
一
五
日
条
の
記
事
を
根

　
拠
に
、
「
天
南
国
」
は
ベ
ト
ナ
ム
で
は
な
い
か
と
の
ご
教
示
を
得
た
。

⑮
山
本
博
文
噸
鎖
国
と
海
禁
の
時
代
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
）
掲
載
の
老

　
中
奉
書
を
参
照
し
た
。

⑯
井
野
辺
前
掲
書
第
五
立
脚
二
章
。

⑰
　
荒
野
泰
典
興
近
世
零
本
と
東
ア
ジ
ア
匝
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
。

⑱
『
向
山
誠
斎
雑
認
㎞
天
保
・
弘
化
篇
第
九
巻
（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
。

　
ラ
ク
ス
マ
ン
が
帰
国
せ
ず
に
直
接
長
崎
に
来
航
す
る
こ
と
も
想
定
し
て
い
た
定
信
で
あ
っ
た
が
、
定
信
が
老
中
の
職
に
あ
る
問
に
、
ロ
シ
ア

か
ら
の
使
節
が
日
本
に
再
来
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ラ
ク
ス
マ
ン
の
持
ち
帰
っ
た
信
牌
を
携
え
た
ロ
シ
ア
使
節
レ
ザ
ノ
ブ
が
長
崎
に
現
れ
た
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の
は
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
秋
。
ラ
ク
ス
マ
ン
が
帰
帆
し
、
定
信
が
老
中
を
辞
し
て
か
ら
一
二
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
幕
府
は
来
航
し
た
レ
ザ
ノ
ブ
か
ら
信
牌
を
取
り
上
げ
、
半
年
余
り
待
た
せ
た
挙
句
、
国
書
の
受
け
取
り
を
拒
絶
す
る
と
と
も
に
、
貿
易
の
拒

否
を
も
宣
言
し
、
即
刻
帰
帆
す
る
よ
う
促
し
た
。
な
ぜ
幕
府
は
寛
政
期
の
周
到
に
考
え
ら
れ
た
対
応
方
針
を
変
更
し
、
通
信
の
み
な
ら
ず
通
商

ま
で
も
断
固
拒
否
す
る
態
度
を
示
し
た
の
か
。
こ
の
問
題
の
解
明
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
本
章
で
は
、
レ
ザ
ノ
ブ
へ
の
幕
府
の
対
応
に
批
判
的

で
あ
っ
た
定
信
が
、
「
鎖
国
」
論
者
へ
と
転
換
し
た
事
実
に
注
目
し
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
よ
う
。

　
定
信
が
通
商
の
拒
絶
を
支
持
す
る
立
場
に
詣
る
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
文
化
文
意
事
件
、
す
な
わ
ち
、
長
崎
で
の
対
応
に
不
満
を
持

っ
た
ロ
シ
ア
側
が
、
文
化
三
年
九
月
か
ら
翌
年
六
月
に
か
け
て
、
エ
ト
ロ
フ
・
カ
ラ
フ
ト
の
日
本
側
の
施
設
や
船
を
散
発
的
に
襲
撃
し
、
日
本

人
を
連
行
す
る
な
ど
し
た
事
件
で
あ
る
。
定
信
は
、
刻
々
と
伝
え
ら
れ
る
情
報
を
も
と
に
、
事
件
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
幕
閣
に
献
策
し
た
。

こ
の
背
景
に
は
、
将
軍
家
斉
を
は
じ
め
幕
営
の
中
枢
部
に
定
信
の
知
見
を
得
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
藤
田
第
一
部

第
四
章
）
。
本
章
で
は
、
北
見
市
立
図
書
館
が
所
蔵
す
る
定
信
自
筆
の
献
策
草
案
を
素
材
に
、
定
信
が
寛
政
期
以
来
の
通
商
容
認
の
態
度
を
翻

し
、
通
商
の
拒
絶
へ
と
転
換
す
る
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
幕
府
に
と
っ
て
「
鎖
国
」
の
意
味
が
大
き
く
変
化
す
る
契
機
を
さ
ぐ
っ

て
い
こ
う
。

58　（514）

（｝

j
　
文
化
露
霧
事
件
を
め
ぐ
る
定
信
の
献
策

　
北
見
市
立
図
書
館
が
所
蔵
す
る
「
蝦
夷
地
～
件
意
見
書
草
案
」
は
、
現
在
四
巻
に
表
具
さ
れ
て
お
り
、
全
文
を
翻
刻
し
た
藤
田
氏
は
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
四
通
と
紹
介
し
た
（
第
一
部
第
四
章
）
。
写
真
帳
を
架
蔵
す
る
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
北
方
資
料
室
も
、
「
草
稿
四
通
」
と
把
握
し
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
、
定
信
の
献
策
書
は
少
な
く
と
も
四
通
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　
四
巻
に
は
そ
れ
ぞ
れ
巻
頭
に
題
簸
が
あ
り
、
第
一
巻
の
題
簸
に
は
「
蝦
夷
地
一
件
意
見
書
草
案
　
松
平
定
信
自
筆
　
一
」
と
あ
る
。
巻
ご
と

に
末
尾
の
漢
数
字
は
「
二
」
「
三
」
「
四
」
と
異
な
り
、
藤
田
氏
は
こ
の
数
字
に
従
い
「
意
見
書
案
一
」
～
「
意
見
書
案
四
」
か
ら
な
る
四
通
の



別
箇
の
文
書
と
し
て
翻
刻
し
て
い
る
。
氏
の
翻
刻
を
読
み
進
ん
で
い
く
と
、
「
意
見
書
案
二
」
の
本
文
一
〇
行
目
ま
で
と
一
一
行
目
以
降
の
内

容
と
が
う
ま
く
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
難
所
を
原
本
で
確
認
し
て
み
る
と
、
藤
田
氏
翻
刻
の
一
〇
行
目
は
原
本
巻
「
二
」
の
第
一
紙

の
最
終
行
に
、
藤
田
氏
翻
刻
の
＝
行
目
は
原
本
巻
コ
こ
の
第
二
紙
の
冒
頭
の
行
に
あ
た
り
、
か
つ
、
こ
の
二
紙
の
張
り
継
ぎ
は
虫
食
い
の

跡
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
表
装
時
の
乱
丁
の
可
能
性
を
念
頭
に
置
い
て
各
巻
の
虫
食
い
の
状
況
を
検
証
し
た
と
こ
ろ
、
原
本
巻
「
二
」
第
～
紙
奥
の
虫
食
い
と
原
本
巻

「
四
」
第
一
紙
の
端
の
虫
食
い
が
ほ
ぼ
一
致
し
、
し
か
も
、
原
本
巻
「
二
」
の
第
一
紙
と
第
二
紙
の
間
に
原
本
巻
「
四
」
を
挿
入
す
る
と
意
味

が
通
じ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
原
本
巻
「
二
」
と
原
本
巻
「
四
」
と
は
、
も
と
も
と
一
通
を
な
し
て
い
た
が
、
表
具
さ
れ
る
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
異
な
る
巻
子
に
分
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
六
月
一
五
日
に
書
か
れ
た
原
本
巻
＝
」
と
、
八
月
三
日
付
け
の
原
本
巻
「
三
」
と
の
問
に
、
七
月
二
日
付
け
の

原
本
巻
「
二
」
・
「
四
」
を
置
き
、
こ
れ
ら
三
通
の
草
案
（
以
下
、
「
草
案
」
と
略
記
す
る
。
）
を
、
江
戸
に
伝
え
ら
れ
る
情
報
に
対
応
さ
せ
て
み
る

と
〔
表
〕
、
定
信
の
見
解
が
状
況
の
進
展
に
応
じ
て
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
が
如
実
に
わ
か
る
。
以
下
、
ロ
シ
ア
の
脅
威
と
国
内
情
勢
の
狭
間

で
変
化
を
と
げ
る
そ
の
経
過
を
た
ど
っ
て
い
こ
う
。

（
二
）
　
定
信
の
「
鎖
国
」
支
持
へ
の
転
換

松平定信とF鎖国」（岩崎）

　
六
月
一
五
日
付
け
「
草
案
」
は
、
四
月
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
エ
ト
ロ
フ
襲
撃
の
報
告
が
幕
府
に
入
っ
た
段
階
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

と
き
定
信
は
、
「
エ
ト
ロ
フ
嶋
等
二
蛮
人
お
り
候
ハ
・
、
何
と
か
御
手
を
被
揃
厳
し
く
打
潰
」
す
か
、
「
又
ハ
外
海
辺
へ
蛮
船
来
り
候
ハ
・
、
火

術
等
こ
て
一
旦
厳
し
く
攻
戦
焼
捨
二
仕
」
り
、
「
御
武
威
を
被
示
僧
上
」
で
、
「
蝦
夷
島
々
へ
狼
籍
之
義
、
何
故
之
旨
趣
二
候
哉
」
を
糺
し
、
そ

の
回
答
次
第
で
、
「
御
処
置
有
之
か
た
」
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
。
回
答
が
、
通
商
を
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
「
後
患
無
業
様
二
善
果
御
評

義
可
墨
差
免
」
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
側
が
「
隣
交
を
絶
命
心
得
に
て
不
法
之
辞
を
な
し
候
ハ
・
」
「
其
返
簡
は
不
被
遣
、
只
海
辺
防
禦
を
被
界
雷
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外
有
之
ま
し
く
哉
と
奉
存
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
は
武
威
を
示
し
、
そ
の
上
で
ロ
シ
ア
側
が
求
め
る
な
ら
通
商
要
求
に
応
ず
べ
し
、
と
い

う
提
言
は
、
海
防
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
は
有
事
の
時
に
間
に
合
わ
ず
、
諸
大
名
も
疲
弊
す
る
に
違
い
な
く
、
そ
の
期
に
及
ん
で
ロ
シ

ア
に
和
解
を
求
め
る
よ
う
で
は
国
威
が
立
た
な
い
の
で
、
ロ
シ
ア
と
の
こ
れ
以
上
の
摩
擦
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
配
慮
し
た
進
言
で
あ
っ
た
。
紛

争
と
い
う
事
態
に
立
ち
至
っ
て
も
な
お
、
寛
政
期
と
同
様
、
軍
事
大
国
ロ
シ
ア
へ
の
警
戒
心
が
、
定
信
を
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
七
月
二
日
付
け
「
草
案
」
の
主
旨
は
、
六
月
の
「
草
案
」
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、
武
威
を
示
し
た
上
で
貿
易
に
応
ず
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、

実
力
行
使
に
及
ぶ
べ
き
場
所
が
、
「
エ
ト
ロ
フ
6
先
キ
之
嶋
々
二
三
嶋
」
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
七
月
の
「
草
案
」
は
、
ロ

シ
ア
側
が
カ
ラ
フ
ト
・
エ
ト
ロ
フ
か
ら
連
行
し
た
日
本
入
を
解
放
し
、
通
商
を
要
求
す
る
書
簡
を
託
さ
れ
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
幕
府
に
伝
え
ら

れ
た
時
期
に
あ
た
る
〔
表
〕
。
こ
の
事
実
を
定
信
が
承
知
し
て
い
た
こ
と
は
、
「
此
度
魯
西
亜
人
蝦
夷
之
離
嶋
侵
掠
い
た
し
聖
上
」
「
連
行
候
日

本
人
を
相
か
へ
し
」
「
猶
又
通
商
之
今
旦
ひ
候
趣
U
と
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
定
信
は
、
も
し
ロ
シ
ア
側
の
通
商
要
求
に
応
じ
れ
ば
、
長

崎
で
外
交
上
の
手
続
き
を
踏
ん
で
求
め
た
際
に
は
拒
絶
さ
れ
た
の
に
、
「
侵
掠
い
た
し
候
ヘ
ハ
願
ひ
相
撃
」
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
「
信
も

不
相
立
」
、
「
御
武
威
難
処
こ
も
奉
恐
入
候
」
だ
け
で
な
く
、
仮
に
「
諸
蛮
夷
右
を
承
り
候
ハ
・
、
御
国
華
墨
武
威
軽
蔑
い
た
し
」
、
通
商
を
要

求
す
る
可
能
性
は
高
ま
り
、
要
求
が
通
ら
な
け
れ
ば
「
侵
掠
之
故
智
旧
習
ひ
蔭
膳
有
之
ま
し
く
と
も
難
申
」
い
こ
と
、
ま
た
、
ロ
シ
ア
と
の
貿

易
に
お
い
て
も
「
主
客
之
勢
ひ
ハ
大
二
た
か
ひ
」
日
本
側
が
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
か
ね
な
い
こ
と
を
懸
念
材
料
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
そ
し

て
、
ロ
シ
ア
側
が
侵
略
の
「
其
罪
を
謝
し
申
候
ハ
・
格
別
、
其
罪
に
伏
不
頭
う
ち
ハ
交
易
之
義
歯
難
被
免
」
い
の
で
、
南
部
・
津
軽
両
家
に
命

じ
て
、
「
エ
ト
ロ
フ
6
先
キ
之
嶋
々
二
三
嶋
へ
も
相
鎚
、
武
威
を
顕
し
可
被
題
画
」
と
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
寛
政
一
　
年
に
東
蝦
夷
地
が
幕
領
化
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
エ
ト
ロ
フ
ま
で
が
そ
の
範
囲
と
さ
れ
た
の
は
、
ウ
ル
ツ
プ
島
ま
で
は
す
で
に
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

シ
ア
の
勢
力
圏
に
あ
る
と
い
う
情
勢
認
識
の
下
、
エ
ト
ロ
フ
を
ロ
シ
ア
に
対
抗
す
る
最
前
線
基
地
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
旨
的
が
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
七
月
の
「
草
案
」
は
、
エ
ト
ロ
フ
よ
り
北
部
の
、
ロ
シ
ア
の
勢
力
下
に
遣
か
れ
た
島
々
へ
の
実
力
行
使
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
日

本
側
の
支
配
領
域
た
る
エ
ト
ロ
フ
を
対
象
と
し
て
い
た
六
月
置
「
草
案
」
と
は
、
示
さ
れ
る
べ
き
武
威
の
質
を
異
に
し
て
い
る
。
寛
永
期
以
降
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松平定信とヂ鎖国」（岩崎）

〔表〕文化露竃事件と江戸への情報伝達の経過

年　月　日 情報伝達の実態

文化3年（1806）9月 ロシア船、カラフトのクシュンコタンを襲撃。番人富五部らを拉致。

文化4年4月18日 箱館奉行羽太正養、ロシア船によるカラフト襲撃を江戸に報告。⇒5月

V日に在府の箱館奉行戸川劇論、老中牧野忠精へ報告

文化4年4月25日 ロシア船、エトロフのナイホを襲撃。番入五郎次らを拉致。

文化4年4月29日～

@　5月2日

ロシア船、エトロフのシャナを襲撃。南部藩火薬師大村治五平らを拉致。

坙{側は詰所を放棄。幕吏戸田又太夫自殺。

文化4年5月15日 箱館奉行羽太正養、ロシア船によるエトロフのナイホ襲撃を江戸に報告。

ﾋ5月宋には江戸着か。

文化4年5月18日 箱館奉行羽太正養、ロシア船によるエトロフのシャナ襲撃を江戸に報告。

ﾋ6月初には江戸着か。

文化4年5月21日 ロシア船カラフトのオフイトマリを襲撃。

文化4年5月29日～

@　6月2日

ロシア船、リイシリ等ソウや近海で幕府船・松前土船・商船を襲撃。

文化4年6月5臼 ロシア船、リイシリを襲撃。人質8人を解放。幕府宛て書状を託す。

文化4年6月12日 箱館奉行所役人田中伴四郎、エトロフでの幕吏の失態を報じる。

文化4年6月13日 松前商人久太郎、リイシリでのロシア船の乱暴、幕府船の放棄等を報じ

驕B人質が持ち帰ったロシアの書状の訳文を付す。

文化4年6月15日 松平導爆意見書草案

文化4年6月19日 箱館奉行羽太正養ら、人質の解放・ロシアの書簡を江戸へ送付。⇒7月

奄ﾟには江戸着か

文化4年7月2臼 松平定信意見書草案

文化4年7月2B 箱館奉行羽太正養ら、リイシリ島での幕府船の焼討の詳細を江戸へ報告。

ﾋ7月半ば過ぎに江戸着か

文化4年8月3日 松平定信意見書草案

※ジ新北海道史壽第2巻・「休明光記附録別巻」（『新撰北海道史』第5巻）・「翠嵐の白波」から作成

　
箱
館
奉
行
が
幕
府
に
届
け
た
エ
ト
ロ
フ
一
件

の
最
初
の
報
告
は
、
ロ
シ
ア
側
は
「
大
船
へ
数

百
人
乗
組
、
大
豊
彩
河
積
入
」
れ
二
子
が
渡
来
、

一
方
の
日
本
側
は
二
三
〇
人
ほ
ど
の
勤
番
が
他

へ
配
備
さ
れ
て
お
り
、
「
全
く
シ
ャ
ナ
ニ
不
詰
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勤
番
義
士
先
後
レ
を
取
候
義
杯
、
誹
田
島
ま
し

き
と
も
難
治
候
へ
は
、
御
国
内
に
と
り
候
て
も

誠
二
以
不
安
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か

が
え
る
（
「
草
案
」
）
。

の
対
外
的
な
武
力
の
行
使
が
B
本
沿
岸
に
留
ま

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
み
て
も
、
一
線
を
踏
み
越

え
た
献
策
と
い
え
よ
う
。

　
定
信
が
、
こ
の
よ
う
な
建
雷
を
し
た
契
機
と

し
て
は
、
武
威
の
喪
失
と
い
う
事
態
が
諸
外
国

に
与
え
る
で
あ
ろ
う
影
響
に
加
え
て
、
こ
の
一

件
に
向
け
ら
れ
た
日
本
国
内
の
ま
な
ざ
し
が
重

要
な
意
味
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
定
信
が

幕
府
へ
の
批
判
が
さ
さ
や
か
れ
つ
つ
あ
る
気
配

を
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
は
、
「
（
エ
ト
ロ
フ
で
）



　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

合
」
、
「
必
死
二
相
成
争
戦
」
し
た
が
、
防
戦
も
難
し
く
や
む
な
く
会
所
か
ら
退
却
し
た
と
伝
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ロ
シ
ア
側
の
人
数
は
ご

く
少
数
で
、
日
本
側
は
ほ
と
ん
ど
戦
わ
ず
し
て
敗
走
し
た
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
り
、
こ
う
し
た
情
報
は
、
箱
館
奉
行
か
ら
江
戸
へ
と
い
う
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

式
の
ル
ー
ト
以
外
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
〔
表
〕
。
七
月
二
日
に
「
草
案
」
を
書
く
時
点
で
、
定
信
は
幕
吏
敗
走
の
情
報
を
把
握
し
て
い
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
「
誹
誘
」
を
か
わ
す
に
は
、
よ
り
強
硬
な
武
威
を
示
す
以
外
に
方
法
は
な
い
と
い
う
の
が
、
定
儒
の
判
断
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

、
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憶
）

　
と
は
い
え
、
こ
の
献
策
の
後
半
で
は
、
「
通
商
之
雨
漏
御
旧
典
も
可
有
之
義
、
只
製
缶
ニ
幽
い
つ
れ
と
も
難
申
上
」
い
と
し
、
「
愚
考
ニ
ハ
、

古
墨
平
戸
西
之
せ
つ
は
　
向
二
規
律
も
無
之
哉
二
、
何
と
な
く
承
り
及
ひ
」
、
「
当
時
ハ
こ
と
の
外
之
御
厳
重
之
趣
も
、
是
又
何
と
な
く
承
り

及
」
ん
で
い
る
が
、
「
通
商
極
メ
て
後
喜
可
有
之
と
も
難
申
」
い
と
述
べ
て
お
り
、
レ
ザ
ノ
ブ
へ
の
幕
府
の
対
応
に
定
信
が
批
判
的
で
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ロ
シ
ア
の
脅
威
と
国
内
情
勢
と
の
狭
間
に
あ
っ
て
、
エ
ト
ロ
フ
で
の
幕
吏
敗
走
の
汚
名
を
雪
ぐ
よ
う
な
武
威
を
示
す
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
通
商
は
ま
だ
定
信
の
許
容
範
囲
の
内
に
あ
っ
た
。

　
定
信
の
通
商
へ
の
態
度
が
大
き
く
転
換
す
る
の
は
、
八
月
三
日
付
け
の
「
草
案
」
で
あ
る
。
八
月
段
階
で
の
定
信
の
意
見
を
聞
い
て
み
よ
う
。

　
最
初
ハ
御
武
威
立
候
上
二
塁
ヘ
ハ
可
然
候
へ
と
も
、
通
便
之
手
段
い
た
し
通
商
懇
願
い
た
し
、
侵
掠
之
罪
を
謝
し
た
に
い
た
し
下
層
・
、
其
願
を
も
可
被
免

　
哉
と
認
候
へ
と
も
、
段
々
風
説
等
承
り
候
ヘ
ハ
、
余
り
に
勤
番
等
親
外
船
々
等
之
始
末
、
御
武
威
立
有
之
と
申
世
継
も
無
之
、
甚
以
如
何
之
様
こ
も
風
聞
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
候
、
異
国
斗
ニ
ハ
無
識
、
御
国
内
之
御
取
締
こ
も
、
右
様
二
て
ハ
乍
恐
甚
不
可
然
事
哉
と
奉
深
患
候
坪
付
、
只
今
二
て
ハ
通
商
等
早
速
さ
し
ゅ
る
さ
れ
可
申

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
筋
ニ
ハ
、
万
々
有
之
ま
し
く
と
奉
存
候
、
再
三
思
慮
仕
候
て
も
、
一
章
実
以
不
容
易
御
事
心
付
、
思
慮
も
単
記
奉
準
準
（
傍
点
引
用
者
）

　
武
威
を
示
し
た
上
で
の
通
商
容
認
と
い
う
当
初
の
案
を
撤
回
し
、
通
商
を
許
す
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
断
じ
て
い
る
。

藤
田
氏
は
、
右
の
史
料
の
傍
点
部
分
を
引
用
し
、
七
月
二
日
付
草
案
の
「
通
商
許
可
に
消
極
的
な
意
見
へ
」
の
変
化
を
指
摘
し
て
は
い
る
も
の

の
（
第
～
部
第
四
章
）
、
全
て
の
草
案
か
ら
導
き
出
せ
る
定
信
の
「
意
見
の
核
心
は
、
日
本
側
が
武
威
を
示
し
ロ
シ
ア
が
謝
罪
す
る
こ
と
を
条
件

に
貿
易
を
認
め
る
と
い
う
も
の
」
（
第
一
部
第
三
章
）
と
し
、
変
化
の
意
味
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
定
信
が
、
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寛
政
期
以
来
の
通
商
容
認
論
の
立
場
を
放
棄
し
た
事
実
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

　
右
の
史
料
の
三
行
目
「
余
り
に
勤
番
等
其
外
船
々
等
之
始
末
」
と
は
、
先
の
エ
ト
ロ
フ
で
の
敗
走
に
加
え
て
、
幕
府
の
御
用
船
万
春
思
が
ロ

シ
ア
に
よ
っ
て
焼
き
捨
て
ら
れ
た
事
実
を
指
す
〔
表
〕
。
青
春
丸
が
ロ
シ
ア
の
焼
き
討
ち
に
あ
っ
た
の
は
、
場
所
請
負
商
人
伊
達
家
の
船
や
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

前
著
の
藩
船
が
焼
き
払
わ
れ
た
事
実
を
知
り
、
幕
吏
を
含
め
乗
組
員
が
戦
う
こ
と
な
く
万
黒
丸
を
捨
て
去
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
不
意
打
ち
を

受
け
た
エ
ト
ロ
フ
と
は
異
な
り
、
防
備
の
た
め
軍
事
物
資
を
積
ん
で
ソ
ウ
ヤ
に
派
遣
さ
れ
た
船
で
あ
っ
た
だ
け
に
豊
春
丸
の
一
件
が
与
え
た
衝

撃
は
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
武
威
と
は
程
遠
い
幕
吏
の
こ
の
よ
う
な
失
態
を
め
ぐ
る
風
説
が
、
「
御
国
内
之
御
取
締
」
を
も
揺
る
が
し
て
い

る
と
い
う
認
識
の
下
、
定
信
は
寛
政
期
以
来
つ
い
一
か
月
ほ
ど
前
ま
で
堅
持
し
続
け
て
き
た
通
商
の
容
認
と
い
う
立
場
を
放
棄
し
、
幕
府
の
と

る
べ
き
道
は
通
商
拒
否
以
外
に
な
い
と
、
そ
の
態
度
を
翻
し
た
の
で
あ
っ
た
。
定
信
に
と
っ
て
、
ロ
シ
ア
の
軍
事
力
を
云
々
す
る
余
裕
す
ら
な

い
程
、
事
態
は
深
刻
化
し
て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

（
三
）
　
「
鎖
国
」
の
国
是
化

松平定信と「鎖国」（岩崎）

　
定
信
の
進
言
が
幕
府
の
政
策
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。
が
、
前
節
で
見
た
定
信
の
翻
意
は
、
露
量
事
件
後
の
幕
府
の

動
き
の
背
景
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
。
以
下
こ
の
点
に
付
書
し
て
お
き
た
い
。

　
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
定
信
が
ロ
シ
ア
の
貿
易
要
求
に
応
ず
る
道
は
な
い
と
態
度
を
改
め
た
の
は
、
エ
ト
ロ
フ
の
敗
走
に
加
え
て
、
幕
府
船

の
放
棄
と
い
う
失
態
が
、
風
聞
と
し
て
渦
巻
き
「
御
国
内
之
御
取
締
」
に
も
支
障
を
来
す
よ
う
な
事
態
に
立
ち
至
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
分
析

に
よ
っ
て
い
た
。
「
御
国
内
之
御
取
締
」
を
阻
害
す
る
よ
う
な
事
態
と
は
、
幕
府
役
人
の
失
態
に
向
け
ら
れ
た
批
判
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
言
辞
は
、
井
野
辺
氏
以
来
数
多
く
紹
介
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
平
田
篤
胤
の
弁
に
注

目
し
よ
・
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
文
化
八
年
、
平
田
篤
胤
は
、
文
化
極
冠
事
件
に
ま
つ
わ
る
数
々
の
書
状
や
文
書
を
収
載
し
た
「
千
島
の
白
波
」
を
編
ん
だ
。
フ
ェ
ー
ト
ン
号
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事
件
関
連
の
史
料
も
収
め
ら
れ
て
は
い
る
が
全
八
巻
の
内
一
巻
に
過
ぎ
ず
、
北
方
問
題
が
本
書
の
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
篤

胤
は
そ
の
序
文
で
、
元
冠
の
と
き
神
風
が
吹
い
て
元
軍
が
全
滅
し
勝
利
を
得
た
歴
史
に
触
れ
、
「
大
御
国
」
に
お
い
て
は
「
必
然
あ
る
へ
き
道

理
」
と
し
た
う
え
で
、
「
蕃
人
と
の
戦
ひ
に
道
な
ら
ぬ
女
々
し
き
所
為
の
有
な
む
に
ハ
、
万
代
ま
で
の
凝
り
を
受
け
、
畏
く
も
大
御
国
の
、
大

御
光
を
傷
ふ
理
に
し
有
れ
バ
、
其
罪
軽
ら
ず
、
鹿
略
に
思
ふ
べ
き
に
生
ず
」
と
、
文
化
露
冠
事
件
に
お
け
る
幕
府
役
人
の
「
女
々
し
き
所
為
」

を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
エ
ト
ロ
フ
の
敗
走
と
幕
府
船
の
放
棄
と
い
う
失
態
は
、
日
本
貰
下
以
来
の
恥
と
し
て
、
日
本
の
歴
史
の
中
に
刻
印

さ
れ
た
の
で
あ
り
、
幕
府
が
よ
っ
て
た
つ
と
こ
ろ
の
武
威
に
、
も
は
や
つ
く
ろ
う
こ
と
の
で
き
な
い
深
い
傷
を
与
え
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

こ
う
し
た
幕
府
へ
の
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
こ
そ
が
、
八
代
将
軍
吉
宗
を
祖
父
に
も
ち
、
一
時
は
政
権
の
申
枢
に
あ
り
、
老
中
引
退
後
は
溜
聞
詰

の
有
力
大
名
で
あ
っ
た
定
信
を
、
通
商
の
否
認
へ
と
転
換
さ
せ
た
力
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
定
信
の
こ
の
転
換
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
、
文
化
四
年
一
二
月
、
幕
府
は
、
貿
易
要
求
に
応
じ
な
け
れ
ば
大
軍
を
派
遣
す
る
と
い
う
洞
喝

と
も
い
う
べ
き
ロ
シ
ア
側
の
書
簡
に
対
す
る
態
度
を
表
明
し
た
。
「
ロ
ハ
蛮
夷
の
船
を
バ
打
払
ふ
方
こ
そ
御
国
体
の
厳
威
を
も
示
し
給
ふ
方
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

べ
し
」
と
い
う
判
断
の
下
、
ロ
シ
ア
船
の
打
ち
払
い
を
命
じ
た
の
だ
。
打
ち
払
い
令
に
は
、
「
蝦
夷
之
瀬
々
え
来
り
、
狼
藷
二
お
よ
ひ
候
上
ハ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
お
ろ
し
や
船
と
見
請
候
ハ
・
厳
重
に
打
払
ヒ
」
、
「
畢
覚
お
ろ
し
や
人
平
将
之
次
第
墨
付
取
計
方
き
ひ
し
く
い
た
し
候
わ
け
に
候
」
と
あ
り
、

ロ
シ
ア
側
の
不
法
に
対
し
て
決
然
と
立
ち
向
か
う
姿
勢
が
際
立
っ
て
い
る
。

　
藤
田
氏
は
、
レ
ザ
ノ
ブ
来
航
後
に
大
名
・
旗
本
に
向
け
て
出
さ
れ
た
幕
府
の
触
れ
を
分
析
し
、
そ
の
背
景
に
、
限
定
的
な
が
ら
事
実
を
伝
え

る
こ
と
で
雑
説
を
し
ず
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
第
一
部
第
五
章
）
。
法
令
の
形
で
公
表
さ
れ
た
の
は
、
レ

ザ
ノ
ブ
の
通
商
要
求
を
日
本
側
が
拒
否
し
た
事
実
、
エ
ト
ロ
フ
で
ロ
シ
ア
か
ら
の
襲
撃
を
受
け
シ
ャ
ナ
会
所
を
放
棄
し
た
事
実
、
ロ
シ
ア
側
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

人
質
を
解
放
し
再
度
通
商
を
要
求
し
た
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
風
聞
と
あ
い
ま
っ
て
、
ロ
シ
ア
の
再
来
と
そ
の
対
応
へ
の
関
心
を

否
が
応
で
も
高
め
た
は
ず
だ
。
い
ず
れ
や
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
ロ
シ
ア
に
対
し
て
、
幕
府
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
の
か
。
打
ち
払
い
令

の
文
面
は
、
幕
府
に
注
が
れ
た
で
あ
ろ
う
そ
う
し
た
視
線
に
呼
応
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
幕
府
内
に
は
ロ
シ
ア
と
の
紛
争
の
リ
ス
ク
を
回
避

64　（520）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
べ
く
通
商
を
容
認
す
る
声
も
な
お
存
在
し
て
い
た
が
、
ロ
シ
ア
の
圧
力
に
屈
す
る
よ
う
な
軟
弱
な
態
度
で
は
面
目
が
立
た
な
い
状
況
に
追
い

込
ま
れ
た
幕
府
に
は
、
ロ
シ
ア
船
の
打
ち
払
い
を
声
高
に
宣
言
す
る
よ
り
他
に
道
は
な
か
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
藤
田
氏
は
、
露
冠
事
件
の
後
に
日
本
中
に
渦
巻
い
た
幕
府
批
判
を
、
「
エ
ト
ロ
フ
嶋
攻
撃
に
『
敗
北
』
し
た
責
任
」
を
問
う
も
の
と
、
「
こ
の

事
件
の
発
端
と
な
っ
た
レ
ザ
ノ
ブ
へ
の
対
応
の
『
誤
り
』
」
を
指
弾
す
る
も
の
と
の
二
つ
の
系
統
に
分
類
し
、
前
者
の
批
判
は
、
「
御
武
威
・
御

威
光
を
維
持
し
な
が
ら
い
か
に
紛
争
を
解
決
で
き
る
か
扁
と
い
う
課
題
を
、
後
者
の
批
判
は
「
幕
府
の
外
交
政
策
の
正
当
性
を
い
か
に
確
保
す

る
の
か
」
と
い
う
課
題
を
幕
府
に
突
き
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
（
第
一
部
第
五
章
）
。
そ
し
て
、
と
く
に
後
者
の
批
判
を
「
鎖
国
」
の
祖

法
化
の
動
き
に
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
が
、
貿
易
の
開
始
を
覚
悟
の
上
で
ラ
ク
ス
マ
ン
へ
の
対
応
を
主
導
し
た
定
信
の
、
通
商
否
認
論
者
へ

の
転
換
の
経
緯
か
ら
は
、
幕
府
外
交
の
正
当
化
と
は
別
の
次
元
で
、
幕
府
に
「
鎖
国
」
が
求
め
ら
れ
る
契
機
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

つ
ま
り
、
藤
田
氏
の
言
う
第
一
の
系
統
の
風
聞
こ
そ
が
、
幕
府
を
し
て
「
鎖
国
」
を
改
め
て
選
ば
し
め
た
よ
り
決
定
的
な
契
機
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
幕
府
は
異
国
に
い
か
に
対
す
る
の
か
。
そ
れ
は
日
本
開
開
以
来
の
恥
を
雪
ぐ
よ
う
な
態
度
で
あ
る
の
か
。
文
化
信
証
事
件
を
機
に
、
幕
府
の

外
交
態
度
は
注
視
の
的
と
な
っ
た
。
レ
ザ
ノ
ブ
に
示
し
た
通
信
・
通
商
を
拒
否
す
る
態
度
、
す
な
わ
ち
「
鎖
国
」
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
色
彩
を
帯
び
つ
つ
、
幕
府
の
統
治
者
と
し
て
の
正
統
性
を
支
え
る
要
件
1
1
国
是
へ
と
転
化
し
た
の
で
あ
る
。
ペ
リ
ー
の
砲
艦
外
交
に
屈
し

て
国
書
を
受
け
取
っ
た
と
き
幕
府
の
瓦
解
が
始
ま
る
構
図
は
、
こ
の
と
き
成
立
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

松平定信と「鎖国」（岩山f）

①
『
日
本
北
辺
関
孫
旧
記
目
録
㎞
（
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
、
一
九
九
〇
年
）
。

②
　
現
在
の
表
具
は
、
北
見
市
立
図
書
館
に
入
る
前
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
巻
「
三
偏
の
題
籏
に
の
み
「
松
平
定
信
自
筆
」
に
続
け
て
コ
一
通
扁

　
と
あ
る
が
、
表
装
さ
れ
て
い
る
の
は
｝
通
で
あ
る
。
以
下
、
本
史
料
か
ら
の
引
用

　
は
注
記
を
省
い
た
。

③
拙
稿
「
蝦
夷
地
・
琉
球
の
『
近
代
雛
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編

　
魍
講
座
日
本
歴
史
㎞
第
七
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
目
。

④
羽
太
正
養
「
休
明
光
記
附
録
」
別
巻
三
一
二
（
噸
新
撰
北
海
道
史
腫
第
五
巻
史

　
料
一
、
北
海
道
庁
、
　
一
九
三
六
年
）
。

⑥
平
田
篤
胤
「
千
島
の
白
波
」
（
噸
北
方
史
史
料
集
成
』
第
五
巻
、
北
海
道
出
版
企

　
画
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
四
年
）
。

⑥
羽
太
正
養
「
休
明
光
記
」
巻
之
九
（
『
新
撰
北
海
道
史
』
第
五
巻
史
料
一
）
。
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⑦
井
野
辺
前
掲
轡
第
六
編
第
三
章
・
藤
田
第
一
部
第
五
章
の
他
、
菊
池
勇
夫
『
エ

　
ト
ロ
フ
島
㎞
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
、
藤
田
覚
『
近
世
後
期
日
露
紛
争
の

　
政
治
史
的
意
義
』
（
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
潜
、
二
〇
〇
一
年
）
な

　
ど
。

⑧
前
掲
注
⑤
。

＠＠CD＠
淡
斎
如
水
「
休
明
光
記
遺
稿
」
巻
之
七
（
『
新
撰
北
海
道
史
』
第
五
巻
史
料
一
）
。

『
御
触
書
天
冠
除
集
成
塩
　
山
ハ
甲
血
四
〇
。

『
御
胃
触
惣
剛
天
倶
冊
集
成
』
六
五
三
五
～
六
五
一
灘
九
。

井
野
辺
晶
嗣
掲
書
第
山
ハ
編
第
四
章
、
藤
田
筑
二
部
第
一
二
章
。
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結
び
に
か
え
て

　
文
化
露
坐
事
件
後
の
文
化
五
年
（
一
八
○
八
）
、
定
信
は
子
孫
の
た
め
に
「
秘
録
大
要
」
を
著
し
、
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
学
ぶ
必
要
を
説
い
た
。

巻
末
に
は
、
読
む
べ
き
書
物
の
リ
ス
ト
を
付
し
て
い
る
。
定
信
が
熟
考
し
て
選
ん
だ
全
三
ニ
タ
イ
ト
ル
の
内
容
は
、
お
お
む
ね
、
ロ
シ
ア
事
情
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

レ
ザ
ノ
ブ
来
航
、
文
化
露
坐
事
件
、
西
洋
の
軍
備
、
そ
し
て
、
付
録
的
に
追
加
さ
れ
た
世
界
各
地
の
地
誌
に
分
類
で
き
る
。
興
味
を
引
く
の
は
、

こ
の
分
類
の
ど
こ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
「
鎖
国
論
」
が
、
五
番
目
の
書
目
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

　
こ
の
「
鎖
国
論
」
、
よ
く
知
ら
れ
る
志
筑
忠
雄
の
「
鎖
国
論
」
に
間
違
い
な
い
。
ケ
ン
ペ
ル
の
著
作
、
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る

日
本
論
と
言
う
べ
き
「
鎖
国
論
」
を
、
定
信
が
ロ
シ
ア
学
習
の
た
め
の
書
籍
の
一
つ
に
掲
げ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　
志
下
が
紹
介
し
た
ケ
ン
ペ
ル
の
主
張
は
、
要
す
る
に
、
日
本
近
世
の
繁
栄
と
安
定
は
、
「
鎖
国
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
下
支
え
す
る
武
威
を
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
は
な
い
特
性
と
し
て
位
置
づ
け
、
日
本
の
近
世
に
、
神
の
意
志
を
超
え
た

「
奇
跡
」
と
い
う
極
め
て
高
い
評
価
を
与
え
た
。
志
筑
は
あ
と
が
き
で
、
ケ
ン
ペ
ル
の
主
張
を
「
鎖
国
の
一
件
、
元
よ
り
こ
れ
大
に
義
あ
り
利

あ
る
の
務
た
り
」
と
要
約
し
て
い
る
。
志
望
は
後
段
で
ロ
シ
ア
の
接
近
に
触
れ
、
「
外
を
禦
ぎ
内
を
親
し
む
の
最
も
切
聖
な
る
心
を
固
く
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
遵
に
於
て
、
裂
く
稗
益
す
る
所
も
あ
り
な
ん
か
し
」
と
翻
訳
の
意
図
を
述
べ
て
い
る
。
要
は
、
ロ
シ
ア
か
ら
の
通
信
・
通
商
要
求
の
拒
否
に

根
拠
を
与
え
る
べ
く
、
志
筑
は
「
鎖
国
論
」
を
翻
訳
し
た
の
だ
っ
た
。
志
筑
は
、
幕
府
が
ラ
ク
ス
マ
ン
に
長
崎
来
航
の
信
牌
を
与
え
た
こ
と
を

受
け
、
ロ
シ
ア
を
ど
う
迎
え
る
べ
き
か
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
～
つ
の
回
答
を
示
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。



　
武
威
を
も
っ
て
決
然
と
通
商
要
求
を
拒
否
す
べ
し
。
文
化
露
難
事
件
を
経
験
し
た
定
信
に
と
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
ロ
シ
ア
に
対
し
て
日
本
が

と
る
べ
き
態
度
で
あ
り
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
本
書
に
託
し
て
子
孫
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
の
通
商
容
認
論
に
後
戻
り
す

る
こ
と
な
ど
、
定
信
に
は
も
は
や
あ
り
得
べ
き
道
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
拙
稿
「
コ
ラ
ム
松
平
定
信
と
ロ
シ
ア
扁
（
藤
井
譲
治
・
伊
藤
之
雄
編
噌
日
本
　

②
「
鎖
国
論
」
（
松
平
定
信
旧
蔵
書
、
天
理
図
書
館
蔵
）
。
な
お
こ
の
写
本
は
、
太

　
　
の
歴
史
㎞
近
世
・
近
現
代
編
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
轡
房
、
二
〇
一
〇
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
南
畝
の
写
本
の
系
統
に
属
す
る
。

　
　
［
付
記
］
　
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
藤
井
譲
治
先
生
に
ご
意
見
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
天
理
大
学
天
理
図
書
館
・
北
見
市
立
図
書
館
に
は
、
史
料
の
閲
覧
に

　
　
　
　
際
し
て
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
◎
（
課
題
番
号
二
一
五
二
〇
六
七
〇
）
「
松

　
　
　
　
平
定
信
の
世
界
観
と
国
家
意
識
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
｝
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
総
合
博
物
館
教
授
）

松平定信と「鎖国」（岩崎）
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The　Reaction　of　the　Edo　Shogunate　to　the　Russian　lnitiatives

　　　　　during　the　Late　Edo　Period：　Matsudaira　Sadanobu

　　　　　　　　　　　　　　　　and　the　Policy　of　“Sakoku”

by

IwAsAKI　Naoko

　　The　aim　of　this　paper　is　to　clarify　the　historical　significance　of　the

reaction　of　the　Edo　shogunate　to　Russian　initiatives　during　the　late　Edo

period　using　the　documents　of　Matsudaira　Sadanobu．

　　In　1792　the　Russlan　envoy　Laxman　sailed　into　Nemuro　hopiBg　to　return

Japanese　castaways　by　delivering　them　to　Edo．　ln　rejectiRg　Laxman’s

demands，　the　Edo　shogunate　dispatched　a　high　level　official　to　Matsumae　to

meet　with　Laxman　and　declare　that　Japanese　iaw　stipulated　that　all　foreign

ships　that　sailed　Rear　the　Japanese　coastline　would　be　driven　off．　However，

since　the　shogunate　felt　an　obligation　to　the　emissary　who　had　brought　the

castaways　home　and　since　there　was　fear　of　instigating　war　with　a　militarily

powerful　Russia，　the　shogunate　conveyed　its　readiness　to　enter　into

negotiations　for　the　opening　of　relations　and　trade　if　Laxman　would　voyage

to　Nagasaki．

　　It　is　generally　thought　that　Japan　followed　the　policy　of　sakoku　during　the

Edo　period．　However，　throughout　the　Edo　period　it　was　simply　not　the　case

that　diplomatlc　and　trade　relations　with　nations　other　than　those　that　had

beeR　designated　by　the　shogunate　were　not　conducted．　The　policy　of　Bot

establishing　diplomatic　relatioRs　was　adopted　in　the　process　of　reacting　to

the　approaches　made　by　various　Southeast　Asian　couRtries　in　the　first　half

of　the　18th　century，　but　in　regard　to　trade　the　shogunate　displayed　a

permissive　attitude．　ln　short，　the　conveying　to　Laxman　the　willingness　to

negotiate　reflected　the　thinlcing　of　the　shogunate　on　foreign　reiations　and

international　trade　that　had　been　built　up　over　the　first　150　years　of　the

Early　ModerB　period．　lf　the　Russians　returned，　the　shogunate　intended　to

respond　to　the　trade　offer，　even　if　it　refused　dip｝omatic　relations．

　　Yet　it　is　also　true　that　there　were　great　changes　to　aspects　of　the　previous

foreign　policy　seen　in　the　response　to　Laxman．　This　was　that　Nagasaki　was
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now　to　be　the　sole　port　open　to　ships　of　varioRs　foreign　nations．　Nagasaki

had　previously　been　the　port　for　Dutch　and　Chinese　ships，　but　it　had　never

been　considered　as　a　location　that　would　receive　ships　from　other　nations．

The　shogunate　vvas　coRcerned　about　the　system　of　coastal　defenses　for　the

nation，　and　NTagasaki　was　the　harbor　whose　military　defenses　were　most

prepared．　Thus，　lt　directed　the　Russians　to　Nagasaki　as　the　only　port　that

could　accommodate　foreign　ships．

　　However，　when　the　second　Russian　envoy　Rezanov　sailed　into　Nagasaki　in

18e5，　the　shogunate　refused　not　only　diplomatic　relatioRs　but　also　trade．

Dissatisfied，　the　Russians　attacked　Japanese　strategic　points　of　Etorofu　and

Karafuto，　and　the　shoguRate　forces　there　were　defeated．　Rumors　of　the

defeat　of　the　shogunate　forces　lmmediately　spread　throughout　the　country

and　people’s　fears　were　incited　while　at　the　same　time　criticism　of　the

shogunate　arose．　That　eriticism　grew　out　of　the　historical　consciousness　that

Japan　had　never　once　been　defeated　by　a　foreign　country　since　its　founding．

The　defeat　at　the　hands　of　the　Russian　severely　injured　the　authority　of　the

shoguRate　as　rulers　of　the　nation．

　　The　shogunate　was　reduced　to　a　state　in　which　it　had　to　struggle　to

restore　its　authority．　ln　particular，　of　great　significance　for　the　shoguRate

was　the　ietter　that　Russians　entrusted　to　the　freed　hostages　who　had　been

captured　in　the　at£ack，　because　it　stated　that　if　Japan　didn’t　respond　to

demands　for　the　opening　of　trade，　a　large　force　would　be　dispatched．　News

of　the　let£er　spread　instantly　throughout　society，　and　how　the　shogunate

would　react　became　a　focal　point　for　the　public．　Responding　to　Russian　trade

demands　meant　submitting　to　the　Russians．　ln　this　manner，　the　shogunate

issued　a　law　ordering　that　Russian　ships　be　repelled　in　order　to　maintain　lts

authority　as　the　rulers　of　the　nation．　This　signified　that　the　shogunate　was

proclaiming　its　will　to　firmly　refuse　Russian　trade　demaRds　for　the　domestic

audience．

　　The　collapse　of　the　Edo　shogunate　first　began　when　the　shogunate　bowed

to　the　threat　of　warships　and　accepted　the　letter　of　the　AmericaR　emissary

Perry．　lts　underlyiRg　composition　in　which　the　display　of　a　weak－kneed

attitude　toward　a　foreign　nation　resulted　in　a　fatal　blow　to　the　legitimacy　of

the　shogunate　as　national　rulers　was　established　when　shogunate　forces

were　defeated　in　the　Russian　attack．
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