
国
際
仲
裁
と
国
際
世
論

一
八
八
三
年
︑﹁
越
南
問
題
﹂
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
外
交
官
の
関
与
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て

望

月

直
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【
要
約
】

一
八
八
〇
年
代
前
半
に
ベ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
﹁
越
南
問
題
﹂
は
︑
清
朝
が
自
ら
の
属
国
と
み
な
す
国
を
め
ぐ
っ
て
欧
米
諸
国
と
戦
火

を
交
え
た
唯
一
の
事
例

清
仏
戦
争
に
至
っ
た
︒
従
来
︑﹁
越
南
問
題
﹂
は
︑
清
朝
と
フ
ラ
ン
ス
両
当
事
国
の
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
が
︑
本
稿

は
第
三
国
と
し
て
関
与
し
た
ア
メ
リ
カ
の
影
響
を
検
討
す
る
︒
第
一
章
で
は
︑
一
八
八
三
年
七
月
初
め
に
行
わ
れ
た
清
朝
に
よ
る
対
米
仲
裁
依
頼
が
︑
国

際
世
論
と
国
際
仲
裁
を
結
び
つ
け
た
ア
メ
リ
カ
駐
清
公
使
ヤ
ン
グ
の
助
言
に
基
づ
く
こ
と
を
示
す
︒
第
二
章
で
は
︑
国
際
仲
裁
の
実
現
を
目
指
し
た
ア
メ

リ
カ
外
交
官
の
活
動
が
︑
清
仏
の
対
立
を
深
刻
さ
せ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒
第
三
章
で
は
︑
一
八
八
三
年
一
一
月
に
清
朝
の
発
し
た
各
国
宛
同
文
通

牒
が
︑
ア
メ
リ
カ
駐
清
公
使
館
員
の
助
言
に
も
依
拠
し
て
い
た
こ
と
︑
こ
の
同
文
通
牒
が
国
際
世
論
を
動
か
し
て
和
平
の
実
現
と
い
う
目
的
と
は
逆
に
︑

清
仏
の
軍
事
衝
突
を
決
定
的
と
し
た
こ
と
を
示
す
︒

史
林

一
〇
一
巻
二
号

二
〇
一
八
年
三
月

は

じ

め

に

一
九
世
紀
後
半
︑
清
朝
と
欧
米
諸
国
・
日
本
の
間
で
前
者
が
﹁
属
国
﹂
と
み
な
す
東
ア
ジ
ア
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
を
め
ぐ
っ
て
た
び

た
び
紛
争
が
起
こ
っ
た
︒
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
﹁
中
華
秩
序
﹂
と
﹁
欧
米
近
代
国
際
秩
序
﹂
の
矛
盾
・
衝
突
と
し
て
︑
同
時
代
よ
り
注
目
さ
れ
て

き
て
い
る
︒
な
か
で
も
ベ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
っ
て
起
き
た
﹁
越
南
問
題
﹂
は
︑
清
朝
が
﹁
属
国
﹂
と
み
な
す
国
を
め
ぐ
っ
て
欧
米
諸
国
と
戦
火
を

交
え
た
唯
一
の
事
例

清
仏
戦
争
に
い
た
っ
て
お
り
︑
近
代
中
国
外
交
史
研
究
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
︒
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も
と
よ
り
﹁
越
南
問
題
﹂
の
具
体
的
な
経
緯
は
︑
早
く
か
ら
数
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る①
︒
た
だ
近
年
︑

﹁
欧
米
近
代
国
際
秩
序
﹂
に
対
応
し
た
清
朝
の
政
策
転
換
︑
あ
る
い
は
国
際
法
の
受
容
な
い
し
利
用
と
い
っ
た
方
面
か
ら
︑
新
た
な
知
見
が
示

さ
れ
て
き
て
い
る
︒
茂
木
敏
夫
氏
は
︑
清
朝
が
一
八
八
〇
年
代
に
入
っ
て
朝
貢
や
冊
封
な
ど
儀
礼
面
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
ベ
ト
ナ
ム
王
朝
と
の

関
係
を
転
換
し
︑
積
極
的
な
軍
事
介
入
な
ど
ベ
ト
ナ
ム
を
自
ら
の
勢
力
圏
と
し
て
確
保
す
る
動
き
を
示
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た②
︒
最
近
︑
岡
本

隆
司
氏
は
︑
清
朝
が
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
国
際
法
上
の
﹁
保
護
﹂
の
確
保
を
目
指
し
て
フ
ラ
ン
ス
と
交
渉
し
︑
こ
れ
が
清
仏
の
妥
協
を
困
難
に

し
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る③
︒

さ
て
︑
こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
論
点
が
生
ず
る
︒﹁
越
南
問
題
﹂
は
︑
清
朝
に
よ
る
国
際
法
の
利
用
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
戦
争
に
よ
る
決

着
と
い
う
結
果
に
行
き
着
い
た
︒
さ
ら
に
﹁
越
南
問
題
﹂
で
は
︑
第
三
国
に
よ
る
国
際
仲
裁
が
清
朝
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
提
案

さ
れ
た
も
の
の
︑
フ
ラ
ン
ス
は
一
貫
し
て
こ
れ
を
拒
ん
だ
︒
清
朝
に
よ
る
国
際
法
へ
の
準
拠
が
清
朝
の
望
む
結
果
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
︒
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
も
そ
も
︑
国
際
法
を
準
則
と
す
る
﹁
欧
米
近
代
国
際
秩
序
﹂
は
︑
多
く
の
強
み
を
持
つ
一
方
で
︑
大
き
な
弱
点
も
抱
え
て
き
た
︒
主
権
平

等
の
原
則
ゆ
え
に
︑
国
家
の
上
位
に
あ
っ
て
強
制
管
轄
権
を
保
持
す
る
司
法
機
関
の
設
立
が
困
難
で
あ
る
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な

国
際
社
会
に
あ
っ
て
︑
国
際
法
は
紛
争
当
事
国
間
の
論
争
を
加
熱
さ
せ
る
危
険
性
が
あ
る
と
早
く
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る④
︒
し
か
し
︑
こ
の

﹁
欧
米
近
代
国
際
秩
序
﹂
の
弱
点
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
近
代
中
国
史
研
究
は
あ
ま
り
注
意
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た⑤
︒
だ
が
︑
東
ア
ジ
ア
諸
国

が
国
際
法
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
︑
東
ア
ジ
ア
諸
国
も
当
然
な
が
ら
欧
米
が
悩
ま
さ
れ
続
け
た
﹁
欧
米
近
代
国
際
秩
序
﹂
の
弱
点
か

ら
影
響
を
被
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

す
で
に
筆
者
は
︑
一
八
七
四
年
の
第
二
次
サ
イ
ゴ
ン
条
約
に
関
す
る
検
討
に
お
い
て
︑
清
朝
と
フ
ラ
ン
ス
の
価
値
基
準
・
評
価
基
準
の
相
違

か
ら
両
者
と
も
﹁
現
状
﹂
を
自
ら
の
基
準
に
ひ
き
つ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
︑
客
観
的
も
し
く
は
理
論
上
は
相
容
れ
な
い
は
ず
の
﹁
現

状
﹂
に
自
得
し
︑
こ
れ
が
双
方
の
自
制
に
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
ま
た
︑
フ
ラ
ン
ス
に
先
ん
じ
て
行
わ
れ
た
清
朝
の
ベ
ト

国際仲裁と国際世論（望月）
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ナ
ム
出
兵
が
清
朝
の
﹁
属
国
﹂
主
張
に
国
際
法
上
の
論
拠
を
与
え
て
お
り
︑
こ
れ
が
か
え
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
国
際
法
上
の
保
護
権
確
立
の
た
め

の
強
硬
な
政
策
を
推
進
さ
せ
た
こ
と
も
示
し
た⑥
︒
つ
ま
り
︑
清
仏
と
も
に
国
際
法
を
用
い
た
議
論
を
繰
り
返
す
う
ち
に
︑
主
張
を
尖
鋭
化
さ
せ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
本
稿
は
︑﹁
越
南
問
題
﹂
に
お
け
る
国
際
仲
裁
に
向
け
た
ア
メ
リ
カ
外
交
当
局
の
動
向
を
取
り
上
げ
る
︒
も
と
よ
り
︑﹁
越
南
問
題
﹂

に
お
け
る
国
際
仲
裁
の
努
力
は
︑﹁
越
南
問
題
﹂
の
古
典
的
研
究
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た⑦
︒
ま
た
︑
ア
メ
リ
カ
外
交
史
研
究
の
側
か
ら
も
︑

﹁
越
南
問
題
﹂
に
お
け
る
国
際
仲
裁
に
向
け
た
ア
メ
リ
カ
の
活
動
を
取
り
上
げ
て
検
討
を
加
え
た
論
考
が
あ
る⑧
︒
た
だ
︑
こ
れ
ら
先
行
研
究
は
︑

ア
メ
リ
カ
の
国
際
仲
裁
に
向
け
た
活
動
を
実
現
し
な
か
っ
た
試
み
と
し
て
扱
う
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
国
際
法
に
準
拠
し
た
平
和
的
解
決
の
追

求
が
紛
争
の
激
化
に
つ
な
が
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
︑
考
慮
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
一
九
世
紀
末
よ
り
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
外

交
に
つ
い
て
は
︑
二
〇
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
外
交
官
ケ
ナ
ン
︵
G
eorge
F
rost
K
ennan
︶
に
よ
っ
て
︑﹁
体
系
的
な
法
律
的
規
則
お
よ
び
制
約
を
受

諾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
国
際
社
会
に
お
け
る
各
国
政
府
の
無
秩
序
で
か
つ
危
険
な
野
心
を
抑
制
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
信
念
﹂
に

基
づ
い
た
﹁
法
律
家
的
・
道
徳
家
的
ア
プ
ロ
ー
チ
︵
legalistic-m
oralistic
approach
︶
﹂
が
︑
外
交
を
硬
直
化
さ
せ
目
的
と
は
逆
の
結
果
を
も
た

ら
し
て
き
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る⑨
︒
ケ
ナ
ン
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
国
際
仲
裁
裁
判
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
取
り
組
み
も
﹁
法
律
家

的
・
道
徳
家
的
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
に
含
め
て
お
り
︑
こ
の
歴
史
的
文
脈
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
越
南
問
題
﹂
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
活
動
も
︑
清
仏
和

平
の
達
成
を
促
す
と
い
う
目
的
と
は
逆
の
結
果
に
つ
な
が
っ
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

も
と
よ
り
︑
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
欧
米
に
お
け
る
国
際
政
治
史
お
よ
び
国
際
政
治
思
想
史
は
︑
欧
米
に
お
け
る
歴
史
的
経

験
を
重
視
し
て
き
た
︒
た
だ
︑
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
い
わ
ゆ
る
﹁
世
界
の
一
体
化
﹂
に
と
も
な
っ
て
︑
国
際
法
を
準
則
と
す
る
近
代
国
際
秩

序
は
世
界
を
覆
う
こ
と
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
︑
非
欧
米
地
域
に
お
け
る
実
践
と
結
果
に
い
ま
少
し
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
そ
こ

で
本
稿
は
︑
一
八
八
三
年
の
ア
メ
リ
カ
の
国
際
仲
裁
に
向
け
た
努
力
が
清
仏
間
の
交
渉
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
検
討
し
︑
そ
の
歴

史
的
意
義
を
示
し
た
い
と
考
え
る
︒

42 (358)



①

邵
循
正
﹃
中
法
越
南
関
係
始
末
﹄
河
北
教
育
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
﹇
一
九
三

五
﹈
年
︒
李
恩
涵
﹃
曾
紀
沢
的
外
交
﹄
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
︑
一
九
六
六

年
︒
龍
章
﹃
越
南
与
中
法
戦
争
﹄
台
湾
商
務
印
書
館
︑
一
九
九
六
年
︒
H
enri

C
ordier,
H
istoire
des
relations
de
la
C
hine
avec
les
puissances

occidentales
(1860-1900),
Paris
:
A
lcan,1902,
t.
II.

②

茂
木
敏
夫
﹁
中
華
世
界
の
﹁
近
代
﹂
変
容

清
末
の
辺
境
支
配
﹂
溝
口
雄
三
ほ

か
編
﹃
地
域
シ
ス
テ
ム
﹄︵
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る

二
︶
東
京
大
学
出
版
会
︑
一

九
九
三
年
︒
こ
の
ほ
か
鈴
木
智
夫
﹃
洋
務
運
動
の
研
究

一
九
世
紀
後
半
の
中
国

に
お
け
る
工
業
化
と
外
交
の
革
新
に
つ
い
て
の
考
察
﹄
汲
古
書
院
︑
一
九
九
二
年
︑

第
五
編
第
三
章
︒
柳
岳
武
﹃
清
代
藩
属
体
系
研
究
﹄
人
民
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年
︑

第
四
章
︒

③

岡
本
隆
司
﹃
中
国
の
誕
生
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
六
年
︑
第
四

六

章
︒

④

E
m
er
de
V
attel,
L
e
droit
des
gens
:
ou
P
rincipes
de
la
loi

naturelle
appliqués
à
la
conduite
et
aux
affaires
des
nations
et
des

souverains,
N
euchâtel:
Im
prim
erie
de
la
Société
typographique,

1758,
t.2,
pp.138-139.
そ
も
そ
も
外
交
は
︑
こ
の
よ
う
な
国
際
法
の
欠
陥
に

基
づ
い
て
国
際
政
治
を
運
営
す
る
技
術
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
人
間
そ
れ
ぞ
れ
が

独
善
的
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
︒
外
交
の
古
典
的
な
手
引
書
で
あ
る
︑

カ
リ
エ
ー
ル
︵
F
rançois
de
C
allières︶
の
﹃
外
交
談
判
法
﹄
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
︒﹁
自
分
が
間
違
っ
て
い
る
と
か
︑
自
分
が
思
い
違
い
を
し
て
い
る

と
か
を
白
状
し
た
い
と
い
う
人
間
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
︒
ま
た
︑
他
人
が
唯
︑
こ

ち
ら
と
正
反
対
の
道
理
を
あ
げ
て
反
駁
し
て
来
る
場
合
に
は
︑
相
手
の
そ
の
道
理

が
い
か
に
立
派
で
あ
っ
て
も
︑
自
分
の
意
見
を
完
全
に
捨
て
て
︑
そ
の
相
手
の
意

見
に
賛
成
す
る
も
の
は
︑
ほ
と
ん
ど
い
な
い
︒
し
か
し
︑
あ
る
点
で
ひ
と
が
賛
成

し
て
く
れ
る
と
︑
別
の
点
で
自
分
の
意
見
を
捨
て
る
こ
と
の
で
き
る
人
な
ら
ば
大

勢
あ
る
も
の
で
あ
る
︒﹂︵
カ
リ
エ
ー
ル
著
・
坂
野
正
高
訳
﹃
外
交
談
判
法
﹄
岩
波

文
庫
︑
一
九
七
八
年
︑
一
〇
六
頁
︶︒

⑤

日
本
史
で
は
︑
日
本
が
﹁
旧
外
交
﹂
に
習
熟
し
て
ゆ
く
過
程
と
二
〇
世
紀
に
欧

米
で
﹁
新
外
交
﹂
が
主
流
を
占
め
つ
つ
あ
っ
た
時
代
潮
流
と
の
タ
イ
ム
ラ
グ
な
ど

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
千
葉
功
﹃
旧
外
交
の
形
成

日
本
外
交
一
九
〇
〇

一
九

一
九
﹄
勁
草
書
房
︑
二
〇
〇
八
年
︶︒

⑥

望
月
直
人
﹁
フ
ラ
ン
ス
対
清
朝
サ
イ
ゴ
ン
条
約
通
告
と
ベ
ト
ナ
ム
出
兵
問
題

一
八
七
〇
年
代
後
半
︑
ベ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
る
清
仏
関
係
の
再
考
﹂﹃
東
洋
史
研
究
﹄

六
八

三
︑
二
〇
〇
九
年
︒
同
﹁﹁
秩
序
再
建
﹂
と
﹁
保
護
﹂

清
仏
戦
争
前
︑

フ
ラ
ン
ス
の
清
越
関
係
観
に
関
す
る
一
考
察
﹂﹃
東
ア
ジ
ア
近
代
史
﹄
一
五
︑
二

〇
一
二
年
︒
同
﹁
清
仏
戦
争
前
に
お
け
る
清
朝
対
仏
政
策
の
転
換
過
程

ト
ン
キ

ン
出
兵
か
ら
の
﹁
継
続
﹂
と
し
て
﹂﹃
東
洋
学
報
﹄
九
四

三
︑
二
〇
一
二
年
︒

⑦

邵
循
正
﹃
中
法
越
南
関
係
始
末
﹄
二
三
〇

二
三
一
頁
︒
李
恩
涵
﹃
曾
紀
沢
的

外
交
﹄
二
〇
九
頁
︒
龍
章
﹃
越
南
与
中
法
戦
争
﹄
一
七
四

一
七
六
頁
︒

C
ordier.
op.
cit.,
p.399.

⑧

D
avid
L.
A
nderson,
Im
perialism

and
Idealism

:
A
m
erican

D
iplom
ats
in
C
hina,
1861-1898,
B
loom
ington:
Indiana
U
niversity

Press,1985,
pp.126-139.
Lew
is
M
.
C
here,
D
iplom
acy
of
the
Sino-

French
W
ar
1883-85:
G
lobal
C
om
plications
of
an
U
ndeclared
W
ar,

N
otre
D
am
e:
C
ross
C
ultural
Publications,
1988;
T
yler
D
ennett,

“A
m
erican
G̓
ood
O
ffices̓
in
A
sia,”
A
m
erican
Journal
of
International

L
aw
,
16-1,
1922;
Jack
L.
H
am
m
ersm
ith,
“A
m
erican
A
ttem
pts
to

Prevent
a
W
ar
O
ver
V̓
ietnam
:̓
T
he
E
xperience
of
John
R
ussell

Y
oung,1882-85”,
T
he
H
istorian,
38-2,1976;
R
obert
T
opkins
M
iller,

U
nited
States
and
V
ietnam
1787-1941,
W
ashington,
D
.C
.:
N
ational

D
efense
U
niversity
Press,1990.

⑨

G
eorge
F
.
K
ennan,
A
m
erican
D
iplom
acy,
1900-1950,
C
hicago
:

U
niversity
of
C
hicago
Press,1951,pp.91-103.邦
訳
は
ケ
ナ
ン
著
︑
近
藤
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晋
一
・
飯
田
藤
次
・
有
賀
貞
訳
﹃
ア
メ
リ
カ
外
交
五
〇
年
﹄
岩
波
現
代
文
庫
︑
二

〇
〇
〇
年
︑
一
三
八

一
五
六
頁
︒

第
一
章

ア
メ
リ
カ
駐
清
公
使
ヤ
ン
グ
の
助
言

﹁
越
南
問
題
﹂
は
︑
一
八
八
〇
年
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
︒
こ
の
年
に
フ
ラ
ン
ス
が
ト
ン
キ
ン
と
呼
ば
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
北
部
へ
の
出
兵
の
方
針

を
決
め
︑
清
朝
駐
仏
兼
駐
英
公
使
曾
紀
沢
が
こ
れ
に
抗
議
し
︑
問
題
が
顕
在
化
し
た
︒
一
八
八
二
年
一
〇
月
以
降
︑
清
朝
の
直
隷
総
督
李
鴻
章

と
フ
ラ
ン
ス
駐
清
公
使
ブ
ー
レ
︵
A
lbert
B
ourée︶
が
話
し
合
い
︑
清
仏
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
実
質
的
な
分
割
管
理
な
ど
を
定
め
た
李
・

ブ
ー
レ
草
案
を
ま
と
め
た
︒
し
か
し
︑
フ
ラ
ン
ス
で
政
権
交
代
が
起
こ
り
︑
一
八
八
三
年
二
月
に
成
立
し
た
フ
ェ
リ
︵
Jules
F
erry
︶
内
閣
は

こ
の
草
案
を
拒
否
︑
ブ
ー
レ
を
更
迭
す
る
︒
一
八
八
三
年
六
月
︑
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
駐
日
公
使
ト
リ
ク
ー
︵
A
rthur
T
ricou
︶
を
全
権
特
使
と

し
て
上
海
に
派
遣
し
︑
李
鴻
章
と
話
し
合
わ
せ
た
も
の
の
︑
協
議
は
平
行
線
を
た
ど
っ
た
︒

交
渉
妥
結
の
見
通
し
が
立
た
な
い
こ
と
か
ら
︑
李
鴻
章
は
交
渉
を
打
ち
切
っ
て
︑
七
月
五
日
に
上
海
か
ら
天
津
に
戻
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
清

仏
交
渉
の
打
開
を
模
索
す
る
た
め
︑
す
で
に
李
鴻
章
は
別
途
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
・
ロ
シ
ア
・
ア
メ
リ
カ
に
周
旋
を
打
診
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑

イ
ギ
リ
ス
・
ロ
シ
ア
・
ド
イ
ツ
か
ら
は
明
確
な
回
答
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
︒
七
月
四
日
︑
李
鴻
章
は
ア
メ
リ
カ
駐
清
公
使
ヤ
ン
グ
︵
John

R
ussell
Y
oung
︶
と
会
談
し
︑
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
へ
仲
裁
︵
arbitration
︶
を
要
請
す
る
こ
と
と
な
る
︒

こ
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
国
際
仲
裁
の
要
請
に
つ
い
て
︑
先
行
研
究
は
︑
李
鴻
章
が
自
発
的
に
申
し
出
た
と
し
て
き
た①
︒
し
か
し
︑
李
鴻
章
が
国

際
仲
裁
を
要
請
し
た
七
月
四
日
の
会
談
に
関
す
る
ヤ
ン
グ
の
報
告
に
は
︑
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
︒

そ
れ
か
ら
李
鴻
章
閣
下
は
︑
私
が
以
前
の
会
談
で
行
っ
た
提
言
︵
the
suggestion
I
had
m
ade
in
a
form
er
conversation
︶
を
検
討
し
た
と
述
べ
ま

し
た
︒
こ
の
提
言
は
︑
清
仏
間
の
紛
争
に
つ
い
て
第
三
国
に
仲
裁
を
要
請
す
る
妥
当
性
に
関
す
る
も
の
で
す②
︒
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つ
ま
り
︑
こ
の
会
談
よ
り
前
︑
ヤ
ン
グ
は
李
鴻
章
に
国
際
仲
裁
に
よ
る
紛
争
の
解
決
を
助
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
会
談
の
翌
日
に
︑

李
鴻
章
の
要
請
に
つ
い
て
︑
ヤ
ン
グ
は
ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
フ
リ
ー
リ
ン
グ
ハ
イ
ゼ
ン
(F
rederick
T
heodore
F
relinghuysen)に
次
の
よ

う
な
電
報
を
打
っ
て
い
る
︒

長
時
間
の
会
談
が
あ
り
ま
し
た
︒
李
鴻
章
は
︑
フ
ラ
ン
ス
と
の
平
和
に
導
く
た
め
︑
我
が
政
府
の
周
旋
を
要
望
し
ま
し
た
︒
李
鴻
章
は
︑﹁
イ
ギ
リ
ス
・
ロ

シ
ア
が
周
旋
を
了
承
し
た
け
れ
ど
も
︑
特
に
ア
メ
リ
カ
に
お
願
い
し
た
い
﹂
と
述
べ
ま
し
た
︒
私
は
﹁
ア
メ
リ
カ
は
友
好
国
と
し
て
の
助
言
が
で
き
る
だ

け
で
す
﹂
と
述
べ
︑
中
国
が
フ
ラ
ン
ス
に
ア
ラ
バ
マ
号
事
件
の
よ
う
な
仲
裁
を
提
案
す
る
よ
う
に
提
言
し
ま
し
た
︒
李
鴻
章
は
こ
れ
を
了
承
し
ま
し
た③
︒

ア
ラ
バ
マ
号
事
件
と
は
︑
ア
メ
リ
カ
南
北
戦
争
時
に
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
建
造
さ
れ
た
南
軍
軍
艦
ア
ラ
バ
マ
号
が
北
軍
艦
船
に
甚
大
な
被
害
を

与
え
た
こ
と
に
関
連
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
イ
ギ
リ
ス
の
国
際
法
違
反
を
指
摘
し
た
も
の
で
︑
一
八
七
一
年
よ
り
翌
年
に
か
け
て
行

わ
れ
た
国
際
仲
裁
裁
判
に
よ
り
︑
ア
メ
リ
カ
勝
訴
の
形
で
解
決
し
た
︒
先
の
ヤ
ン
グ
の
電
報
か
ら
は
︑
彼
が
ア
ラ
バ
マ
号
事
件
を
念
頭
に
置
い

て
国
際
仲
裁
を
提
言
し
︑
李
鴻
章
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
国
際
仲
裁
を
要
請
し
た
と
い
う
経
緯
を
窺
え
る
︒

す
で
に
龍
章
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
︑
ヤ
ン
グ
は
休
暇
で
の
上
海
滞
在
を
利
用
し
て
︑
清
仏
両
当
局
者
に
積
極
的
に
働
き
か
け
を

行
っ
て
い
た
︒
ト
リ
ク
ー
は
﹁
全
く
も
っ
て
仲
介
と
い
う
行
為
に
惚
れ
込
ん
で
い
﹂
る
と
︑
ヤ
ン
グ
を
寸
評
し
て
い
る④
︒
ヤ
ン
グ
は
︑
清
仏
間

の
和
平
を
実
現
す
べ
く
︑
し
き
り
に
ト
リ
ク
ー
と
接
触
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
︒

彼
は
ま
た
︑
世
論
の
影
響
力
も
非
常
に
重
視
し
て
い
る
︒
時
期
は
不
明
だ
が
︑
ヤ
ン
グ
は
李
鴻
章
に
︑﹁
世
界
の
世
論
﹂
の
影
響
力
に
つ
い

て
︑
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
︒

中
国
の
真
実
か
つ
唯
一
の
手
段
は
平
和
︑
平
和
で
す
︒
そ
し
て
世
界
の
世
論
に
訴
え
る
こ
と
で
す
︵
an
appeal
to
the
public
opinion
of
the
w
orld
︶︒
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⁝
⁝
も
し
も
西
洋
諸
国
の
世
論
が
︑
中
国
が
正
し
く
︑
中
国
は
虐
げ
ら
れ
傷
つ
け
ら
れ
て
い
る
国
で
あ
る
︑
フ
ラ
ン
ス
が
誤
ち
を
犯
し
て
い
る
︑
と
感
じ

る
に
至
っ
た
な
ら
ば
︑
西
洋
諸
国
の
共
感
や
敬
意
の
念
か
ら
フ
ラ
ン
ス
を
疎
外
さ
せ
る
効
果
を
生
じ
ま
す
︒
世
界
の
世
論
と
は
︑
賢
い
公
人
な
ら
ば
等
閑

視
し
な
い
力
な
の
で
す
︒
南
北
戦
争
の
際
︑
我
々
は
絶
え
ず
世
界
の
世
論
を
喚
起
し
続
け
ま
し
た
︒
ビ
ス
マ
ル
ク
も
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
中
に
た
び
た
び

世
界
の
世
論
に
訴
え
ま
し
た
︒
ど
う
し
て
中
国
は
︑︵
戦
争
と
い
う
︶
よ
り
厳
し
く
よ
り
不
確
か
な
手
段
を
用
い
る
前
に
︑︵
世
論
に
訴
え
る
と
い
う
︶
こ

の
手
段
を
使
い
切
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か⑤
︒

ヤ
ン
グ
は
︑
李
鴻
章
に
相
当
の
時
間
を
割
き
欧
米
に
お
け
る
世
論
に
つ
い
て
講
釈
し
て
お
り
︑
そ
の
思
い
入
れ
の
程
が
よ
く
わ
か
る⑥
︒
龍
章
氏

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
フ
ラ
ン
ス
政
府
を
牽
制
す
る
た
め
︑
ヤ
ン
グ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
パ
リ
の
新
聞
社
に
清
仏
の
紛
争
に
関
す
る
情
報
を

送
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
も
上
述
の
よ
う
な
ヤ
ン
グ
の
国
際
政
治
認
識
に
基
づ
い
た
行
動
と
言
え
よ
う⑦
︒

こ
う
し
た
ヤ
ン
グ
の
国
際
世
論
に
対
す
る
見
方
は
︑
国
際
仲
裁
に
関
す
る
助
言
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
先
述
の
通
り
︑
七
月
四
日
の
会
談

で
︑
ヤ
ン
グ
は
ア
ラ
バ
マ
号
事
件
を
意
識
し
て
李
鴻
章
を
説
得
し
た
︒
そ
の
際
に
彼
は
︑
次
の
よ
う
に
国
際
仲
裁
の
利
点
を
指
摘
し
て
い
る
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
中
国
側
が
誠
実
な
仲
裁
の
提
案
を
行
い
︑
フ
ラ
ン
ス
が
十
分
な
理
由
も
な
く
こ
れ
を
拒
否
す
れ
ば
︑
人
類
の
目
に
は
中
国
の
言
い
分
が

勝
る
と
映
り
ま
し
ょ
う⑧
︒

こ
の
助
言
に
は
李
鴻
章
も
注
目
し
て
お
り
︑
李
鴻
章
が
ア
メ
リ
カ
へ
の
要
請
を
決
断
す
る
材
料
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
ヤ
ン
グ
は
フ
リ
ー
リ

ン
グ
ハ
イ
ゼ
ン
か
ら
の
返
電
を
李
鴻
章
に
伝
え
る
際
に
も
︑

中
国
は
既
に
中
立
の
友
好
国
に
よ
る
公
平
な
調
停

(原
文
)を
望
ん
だ
の
で
す
か
ら
︑
後
日
に
戦
争
と
和
平
成
立
の
い
ず
れ
に
至
っ
て
も
︑
天
下
万
国
は
必
ず
中
国
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に
理
が
あ
る
と
看
做
し
ま
し
ょ
う⑨
︒

と
国
際
世
論
の
支
持
獲
得
と
い
う
利
点
を
解
説
し
た
︒
李
鴻
章
は
総
理
衙
門
へ
の
書
翰
で
︑
こ
の
言
葉
を
捉
え
て
︑

思
う
に
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
絶
対
に
友
好
国
の
調
停

(原
文
)を

望
ま
な
い
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
︑
こ
の
提
案
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
︑
フ
ラ
ン
ス
人
は
自
ら
の
理
屈
が

弱
い
と
わ
か
り
︑
各
国
の
公
論

(原
文
)を

慮
っ
て
︑
国
際
平
和
を
破
壊
す
る
よ
う
な
気
ま
ま
な
挑
発
を
行
わ
な
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん⑩
︒

と
論
じ
て
い
る
︒
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
国
際
仲
裁
の
拒
否
は
織
り
込
み
済
み
だ
が
︑
そ
れ
で
も
国
際
世
論
へ
の
配
慮
か
ら
フ
ラ
ン
ス
が
軟
化
す
る

可
能
性
が
あ
る
︑
と
李
鴻
章
は
踏
ん
だ
わ
け
で
あ
る
︒

結
局
の
と
こ
ろ
︑
ア
メ
リ
カ
外
交
官
た
ち
の
精
力
的
な
運
動
に
も
拘
ら
ず
︑
フ
ラ
ン
ス
は
第
三
国
に
よ
る
国
際
仲
裁
を
拒
否
し
た
︒
そ
れ
で

も
ヤ
ン
グ
は
︑
清
朝
に
よ
る
仲
裁
の
申
し
出
そ
の
も
の
を
非
常
に
有
意
義
な
試
み
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
し
た
︒
一
〇
月
八
日
︑
彼
は
以
下
の

よ
う
に
フ
リ
ー
リ
ン
グ
ハ
イ
ゼ
ン
に
報
告
し
て
い
る
︒

中
国
が
友
好
国
の
政
府
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
政
府
の
仲
介
︵
m
ediation
︶
に
委
ね
よ
う
と
し
た
事
案
は
︑
世
界
中
に
宗
主
権
︵
suzerainty
︶
の
問
題
に

関
連
す
る
と
認
知
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
︒
中
国
が
帝
国
の
特
権
に
影
響
す
る
問
題
を
外
国
の
裁
定
︵
judgem
ent︶
に
委
ね
よ
う
と
し
た
と
い
う
事
実

は
︑
国
際
礼
譲
︵
international
com
ity
︶
に
向
か
う
う
え
で
新
た
な
ス
テ
ッ
プ
で
す
︒
こ
の
こ
と
は
︑
中
国
に
よ
る
近
代
文
明
の
最
も
重
要
な
諸
原
則

の
一
つ
の
受
容
で
あ
り
︑
我
が
公
使
館
は
こ
れ
を
中
国
の
進
歩
を
示
す
兆
候
と
考
え
ま
す⑪
︒

こ
の
文
章
か
ら
︑
ヤ
ン
グ
が
︑
本
来
は
当
事
者
間
の
取
り
次
ぎ
と
要
求
の
折
衷
を
目
的
と
し
た
仲
介
を
仲
裁
の
よ
う
な
裁
定
に
引
き
つ
け
て
解
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釈
し
て
い
た
と
わ
か
る
︒
ま
た
︑
フ
リ
ー
リ
ン
グ
ハ
イ
ゼ
ン
の
ヤ
ン
グ
宛
電
報
に
は
﹁
仲
裁
や
和
解
と
い
う
意
味
で
の
我
々
の
周
旋
︵
our

good
offices
in
the
sense
of
an
arbitration
or
settlem
ent︶
﹂
と
い
っ
た
表
現
も
見
ら
れ
る⑫
︒
さ
ら
に
翌
一
八
八
四
年
に
も
︑
ヤ
ン
グ
を
は
じ

め
と
す
る
ア
メ
リ
カ
外
交
官
は
清
仏
の
和
解
を
促
す
べ
く
周
旋
や
仲
介
を
フ
ラ
ン
ス
に
打
診
し
た
が
︑
お
そ
ら
く
意
図
的
に
周
旋
や
仲
介
を
仲

裁
と
混
同
さ
せ
て
お
り
︑
フ
ラ
ン
ス
は
こ
れ
に
苛
立
っ
て
い
る⑬
︒
こ
れ
は
︑
何
と
し
て
も
国
際
仲
裁
を
成
立
さ
せ
た
い
と
い
う
︑
ア
メ
リ
カ
外

交
官
の
前
の
め
り
な
姿
勢
を
表
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
︒
フ
ラ
ン
ス
外
交
官
は
﹁
ア
メ
リ
カ
は
常
に
仲
裁
を
提
案
し
て
き
た
﹂
と
述
べ
て
い

る
が⑭
︑
ア
メ
リ
カ
外
交
官
は
︑
ア
ラ
バ
マ
号
事
件
の
前
例
ゆ
え
に
︑
国
際
仲
裁
と
い
う
裁
判
形
式
の
紛
争
解
決
に
大
き
な
期
待
を
持
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
主
権
平
等
を
原
則
と
す
る
近
代
国
際
社
会
は
︑
当
事
国
の
同
意
な
し
に
戦
争
事
由
の
当
否
や
国
際
法
違
反
の
是
非
に
つ
い

て
判
断
す
る
法
的
権
限
を
持
つ
者
が
存
在
し
な
い
︒
こ
の
状
況
下
で
当
事
国
が
国
際
法
を
用
い
て
戦
争
の
正
当
事
由
を
議
論
す
る
と
︑
紛
争
が

際
限
な
く
激
化
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
︑
一
八
世
紀
の
著
名
な
ス
イ
ス
人
国
際
法
学
者
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
︵
E
m
m
erlich
de
V
attel︶
な
ど
は
︑
戦

争
の
正
当
事
由
を
棚
上
げ
す
る
方
が
よ
い
と
主
張
し
た⑮
︒
こ
れ
は
﹁
無
差
別
戦
争
観
﹂
と
さ
れ
︑
最
終
的
に
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
主
流
を
占

め
た
と
さ
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
恒
久
平
和
を
志
向
し
た
平
和
論
も
一
八
世
紀
以
降
に
数
多
く
提
出
さ
れ
た
︒
一
九
世
紀
に
入
る
と
︑
会
議

外
交
や
国
際
仲
裁
と
い
う
戦
争
に
よ
ら
な
い
紛
争
解
決
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
た
︒
こ
う
し
た
趨
勢
は
︑
や
が
て
国
際
紛
争
の
仲
裁
付
託
を
義
務

化
す
る
運
動
へ
と
進
ん
で
い
く
︒
一
八
七
〇
年
代
に
入
る
と
︑
万
国
国
際
法
学
会
︵
Institut
de
D
roit
International︶
な
ど
の
学
会
が
樹
立
さ

れ
る
が
︑
こ
れ
は
国
際
紛
争
を
国
際
法
で
裁
定
す
る
国
際
仲
裁
の
広
が
り
を
意
識
し
た
動
き
で
あ
る
︒
ま
た
︑
一
九
世
紀
に
入
っ
て
平
和
維
持

や
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
︑
世
論
︵
public
opinion
︶
で
あ
る
︒
国
際
世
論
が
︑
国
家
の
上
位
に
位
置
す

る
法
執
行
機
関
が
存
在
し
な
い
国
際
社
会
に
お
け
る
︑
国
際
法
違
反
に
対
す
る
抑
止
・
制
裁
の
手
段
と
し
て
着
目
さ
れ
た
︒
実
際
に
︑
国
際
世

論
の
影
響
力
を
前
提
と
し
た
外
交
政
策
も
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
る⑯
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
国
際
平
和
運
動
の
潮
流
に
国
家
レ
ベ
ル
で
最
も
積
極

性
を
見
せ
た
の
が
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
あ
っ
た
︒
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三
牧
聖
子
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ラ
ッ
ド
の
﹃
武
力
に
よ
ら
な
い
国
際
紛
争
解
決
の
た
め
の
諸
国
家
の
議
会
に

関
す
る
覚
書
﹄︵
一
八
四
〇
年
刊
行
︶
以
来
︑
ア
メ
リ
カ
の
国
際
平
和
思
想
は
国
際
世
論
を
重
視
し
て
き
た
︒
ま
た
︑
一
八
七
一
年
の
ア
ラ
バ
マ

号
事
件
に
関
す
る
国
際
仲
裁
裁
判
の
後
は
︑
国
際
仲
裁
も
紛
争
の
平
和
的
解
決
手
段
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
ア
ラ
バ
マ
号
事
件

を
め
ぐ
る
国
際
仲
裁
裁
判
当
時
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
グ
ラ
ン
ト
︵
U
lysses
S.G
rant︶
は
︑﹁
今
後
は
巨
大
な
常
備
軍
に
代
わ
っ
て
︑
あ
ら
ゆ
る

国
家
の
承
認
を
受
け
た
国
際
法
廷
が
国
際
紛
争
の
解
決
を
担
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
﹂
と
表
明
し
て
い
る⑰
︒

後
述
す
る
よ
う
に
︑﹁
越
南
問
題
﹂
に
際
し
て
︑
ヤ
ン
グ
の
み
な
ら
ず
︑
ア
メ
リ
カ
の
駐
仏
公
使
館
や
駐
北
京
公
使
館
の
外
交
官
た
ち
は
︑

国
際
仲
裁
の
実
現
に
向
け
て
積
極
性
を
見
せ
た
︒
ま
た
︑
ア
メ
リ
カ
人
の
宣
教
師
・
法
律
家
で
﹃
万
国
公
法
﹄
を
監
訳
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る

北
京
同
文
館
総
教
習
マ
ー
テ
ィ
ン
︵
W
illiam
A
lexander
Parsons
M
artin
︶
な
ど
も
︑
一
八
八
四
年
に
ア
メ
リ
カ
が
働
き
か
け
た
国
際
仲
裁
を

フ
ラ
ン
ス
が
拒
否
し
た
後
︑﹁
フ
ラ
ン
ス
が
ア
メ
リ
カ
の
調
処
(原
文
)
を
受
け
入
れ
な
い
の
は
︑
ま
こ
と
に
理
が
な
い
﹂︑﹁
フ
ラ
ン
ス
の
今
般
の
行
為

は
ま
さ
し
く
強
盗
で
あ
る
﹂
と
述
べ
︑
清
朝
は
フ
ラ
ン
ス
の
要
求
を
拒
否
す
べ
き
と
助
言
し
て
い
る⑱
︒
彼
ら
も
上
述
し
た
ア
メ
リ
カ
の
国
際
平

和
思
想
の
潮
流
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

①

D
ennett,
op.
cit.;
H
am
m
ersm
ith,
op.
cit.;
M
iller,
op.
cit..

②

A
D
PP,
vol.5,
Y
oung
to
F
relinghuysen,
N
o.232,16
A
ugust
1883.

③

U
SD
S/D
D
,
C
hina,
vol.
65,
Y
oung
to
F
relinghuysen,
telegram
,
5

July
1883.
な
お
︑
李
鴻
章
は
英
露
が
周
旋
を
了
承
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
︑
こ

れ
は
ア
メ
リ
カ
向
け
の
方
便
で
あ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
少
な
く
と
も
イ
ギ
リ

ス
は
こ
の
時
点
で
は
周
旋
を
了
承
し
て
い
な
い
︒
張
志
勇
﹁
一
八
八
三

一
八
八

五
年
英
国
対
中
法
矛
盾
的
斡
旋
﹂︵
張
俊
義
・
陳
紅
民
主
編
﹃
近
代
中
外
関
係
史

研
究
︵
第
五
輯
︶﹄
社
会
科
学
文
献
出
版
社
︑
二
〇
一
五
年
︶
参
照
︒

④

M
A
E
/C
PC
,
t.62,
T
ricou
à
C
hallm
el-Lacour,
télégram
,19
juillet

1883.

⑤

A
D
PP,
vol.5,
Y
oung
to
F
relinghuysen,
N
o.230,8
A
ugust
1883.

⑥

ヤ
ン
グ
は
︑
か
つ
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
う
え
︑
ア
ラ
バ
マ
号
事
件
当

時
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
グ
ラ
ン
ト
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
︒
グ
ラ
ン
ト
が
琉
球
問

題
で
日
清
の
仲
介
に
あ
た
っ
た
際
に
も
︑
こ
れ
に
関
与
し
て
い
る
︵
岡
本
隆
司

﹃
中
国
の
誕
生
﹄
九
二

九
三
頁
︒
こ
う
し
た
経
歴
か
ら
︑
彼
は
国
際
世
論
の
喚

起
や
国
際
仲
裁
と
い
う
外
交
手
段
に
期
待
を
か
け
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

⑦

龍
章
﹃
越
南
与
中
法
戦
争
﹄
一
三
四
頁
︒﹃
李
文
忠
公
全
集
﹄︵
文
海
出
版
社
︑

一
九
六
四
年
︶
訳
署
函
稿
巻
一
四
﹁
論
法
事
暫
難
就
議
﹂
光
緒
九
年
五
月
十
七
日
︒

同
電
稿
巻
一
﹁
致
曾
侯
﹂
光
緒
九
年
六
月
二
十
四
日
︒

⑧

A
D
PP,
vol.5,
Y
oung
to
F
relinghuysen,
N
o.232,16
A
ugust
1883.

⑨

﹃
李
文
忠
公
全
集
﹄
訳
署
函
稿
巻
一
四
﹁
論
各
国
調
停
法
事
並
購
器
宜
加
考

究
﹂
光
緒
九
年
六
月
十
二
日
︒
こ
の
書
翰
で
李
鴻
章
は
﹁
調
停
﹂
の
語
を
用
い
て
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い
る
︒
こ
れ
は
︑
注
⑫
の
電
報
と
突
き
合
わ
せ
る
と
︑
周
旋
︵
good
offices︶

に
当
た
る
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
同
じ
電
報
に
あ
る
仲
裁
︵
arbitration
︶
の
語
は

訳
出
さ
れ
て
い
な
い
︒
な
お
︑
当
時
清
朝
の
外
交
当
局
者
は
国
際
仲
裁
に
﹁
公

評
﹂
と
い
う
漢
語
を
当
て
て
い
た
︒
箱
田
恵
子
氏
よ
り
︑
国
際
仲
裁
裁
判
を
持
ち

出
し
た
ヤ
ン
グ
と
︑
フ
ラ
ン
ス
と
の
交
渉
妥
結
を
望
む
李
鴻
章
は
︑
清
朝
の
ア
メ

リ
カ
に
対
す
る
依
頼
内
容
に
つ
い
て
見
解
を
異
に
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
と
の

指
摘
を
受
け
た
︒
こ
の
時
期
は
︑
漢
語
と
欧
米
近
代
の
用
語
と
の
対
応
関
係
が
確

定
し
て
い
な
い
部
分
も
多
く
︑
現
代
日
本
語
と
し
て
の
訳
出
が
不
用
意
と
な
る
可

能
性
も
あ
る
︒
以
下
︑
そ
の
よ
う
な
箇
所
に
つ
い
て
は
︑︵
原
文
︶
と
ル
ビ
を
振

る
︒

⑩

﹃
李
文
忠
公
全
集
﹄
訳
署
函
稿
巻
一
四
﹁
述
美
国
意
欲
調
停
法
事
﹂
光
緒
九
年

六
月
二
十
五
日
︒

⑪

A
D
PP,vol.5,Y
oung
to
F
relinghuysen,N
o.268,8
O
ctober
1883.フ

リ
ー
リ
ン
グ
ハ
イ
ゼ
ン
は
法
曹
界
の
出
身
で
︑
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
司
法
長
官

を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
︒﹁
和
解
︵
settlem
ent︶﹂
も
︑
裁
判
所
の
関
与
す
る
民

事
訴
訟
上
の
和
解
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

⑫

A
D
PP,
vol.5,
F
relinghuysen
to
Y
oung,
telegram
,12
July
1883,

enclosure
in
D
ispatch
N
o.232,
Y
oung
to
F
relinghuysen.

⑬

元
来
︑
周
旋
︵
good
offices︶
は
︑
当
事
国
間
の
交
渉
の
開
始
・
進
展
を
促

す
た
め
に
第
三
国
が
口
入
れ
・
と
り
つ
ぎ
を
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
仲
介
︵
m
edia-

tion
︶
は
︑
紛
争
解
決
策
を
具
体
的
に
提
案
す
る
も
の
で
よ
り
介
入
の
度
合
い
は

強
い
も
の
の
︑
拘
束
力
は
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
仲
裁
︵
arbitration
︶
は
当

事
国
の
合
意
︵
契
約
︶
に
基
づ
い
て
仲
裁
人
︵
国
︶
を
選
定
し
︑
そ
の
紛
争
の
裁

定
を
委
ね
る
も
の
で
︑
裁
判
の
形
式
を
取
り
︑
前
の
二
者
と
大
き
く
異
な
る
︒
と

こ
ろ
が
︑
一
八
八
三
年
お
よ
び
一
八
八
四
年
の
ア
メ
リ
カ
の
提
案
で
は
︑
三
者
が

峻
別
さ
れ
て
い
な
い
︒
実
際
に
︑
フ
ラ
ン
ス
側
は
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
︒
例

え
ば
︑
フ
ラ
ン
ス
首
相
フ
ェ
リ
は
︑
一
八
八
四
年
八
月
二
九
日
付
文
書
で
﹁
こ
れ

は
も
う
周
旋
で
は
な
く
︑
厳
密
に
は
︑
我
々
の
原
則
的
権
利
そ
の
も
の
を
取
り
上

げ
︑
係
争
中
の
問
題
に
つ
い
て
最
終
的
な
裁
定
を
第
三
国
に
委
任
す
る
と
い
う
︑

仲
裁
で
あ
る
﹂
と
書
い
て
お
り
︑
言
葉
と
内
実
の
乖
離
を
指
摘
し
て
い
る

︵
LJT
/C
T
,t.1,N
o
66,F
erry
à
Sala,29
août
1884︶︒
こ
の
ほ
か
︑
フ
ラ

ン
ス
外
務
省
政
治
局
長
ビ
ヨ
も
︑
同
様
な
見
解
を
記
し
て
い
る
︵
LJT
/C
T
,
t.1,

N
o
135,
B
illot
à
W
addington,
8
novem
bre
1884.
U
n
D
iplom
ate,

L
a̓ffaire
du
T
onkin
:
histoire
diplom
atique
de
l̓établissem
ent
de

notre
protectorat
sur
l̓A
nnam
et
de
notre
conflit
avec
la
C
hine,

1882-1885,
Paris
:
J.
H
etzel
et
C
ie,1888,
pp.303-334︶︒

⑭

D
D
F
,
N
o
434,
W
addington
à
F
erry,
télégram
,
très
confidentiel,21

novem
bre
1884.

⑮

梅
田
徹
﹁
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
戦
争
論
︵
二
︶﹂﹃
麗
沢
大
学
紀
要
﹄
三
九
︑
一
九
八

五
年
︒

⑯

Ｈ
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
︵
斎
藤
真
・
深
谷
満
雄
訳
︶﹃
外
交
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑

六
七

六
八
頁
︒
Ｆ
・
Ｈ
・
ヒ
ン
ズ
リ
ー
﹃
権
力
と
平
和
の
模
索

国
際
関
係
史

の
理
論
と
現
実
﹄
勁
草
書
房
︑
二
〇
一
五
年
︑
一
三
七

二
二
六
頁
︒
三
牧
聖
子

﹃
戦
争
違
法
化
運
動
の
時
代

﹁
危
機
の
二
〇
年
﹂
の
ア
メ
リ
カ
国
際
関
係
思

想
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
四
年
︑
四
〇

八
二
頁
︒

⑰

三
牧
聖
子
﹃
戦
争
違
法
化
運
動
の
時
代
﹄
四
〇

八
二
頁
︒

⑱

﹃
交
渉
史
料
﹄
巻
二
一
︵
九
九
一
︶
附
件
一
﹁
総
理
衙
門
与
丁
韙
良
問
答
﹂
光

緒
十
年
六
月
十
九
日
︒
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第
二
章

八
月
一
八
日
付
﹁
照
会
﹂

︵
一
)

ア
メ
リ
カ
外
交
当
局
者
の
活
動

清
朝
の
国
際
仲
裁
提
案
は
︑
ア
メ
リ
カ
外
交
官
の
努
力
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
フ
ラ
ン
ス
の
拒
否
に
あ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た①
︒
た
だ
︑
先
行
研

究
に
は
考
慮
し
て
い
な
い
点
が
存
在
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
第
三
国
の
関
与
が
当
事
国
間
の
和
解
に
負
の
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
点
で
あ
る
︒﹁
越

南
問
題
﹂
に
お
い
て
︑
早
く
に
そ
の
点
を
指
摘
し
た
人
物
が
い
る
︒
一
八
八
二
年
一
二
月
に
曾
紀
沢
か
ら
干
渉
︵
intervention
︶
を
打
診
さ
れ

た
イ
ギ
リ
ス
外
相
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
︵
G
ranville
G
eorge
Leveson-G
ow
er,2nd
E
arl
G
ranville︶
は
︑
第
三
国
の
関
与
が
諸
刃
の
剣
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た②
︒
こ
れ
は
︑
パ
ー
マ
ス
ト
ン
︵
H
enry
John
T
em
ple,3rd
V
iscount
Palm
erston
︶
政
権
末
期
に
国
際
世
論
や
国
際
会
議
に
よ
る

外
交
の
失
敗
を
目
の
当
た
り
に
し
た
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
ら
し
い
知
見
と
言
え
よ
う③
︒
実
際
︑
龍
章
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る
が
︑
ア
メ
リ
カ
の
周
旋

に
︑
フ
ラ
ン
ス
政
府
当
局
者
は
感
情
を
ひ
ど
く
害
し
た④
︒
た
だ
︑
龍
章
氏
も
ア
メ
リ
カ
の
関
与
が
フ
ラ
ン
ス
の
不
興
を
買
っ
た
理
由
に
つ
い
て

は
立
ち
入
っ
た
考
察
を
し
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
本
章
で
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
関
与
が
清
仏
交
渉
に
及
ぼ
し
た
負
の
影
響
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
と

考
え
る
︒

ま
ず
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
活
動
を
具
体
的
に
追
っ
て
み
よ
う
︒

七
月
初
め
︑
ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
フ
リ
ー
リ
ン
グ
ハ
イ
ゼ
ン
は
ア
メ
リ
カ
駐
仏
公
使
モ
ー
ト
ン
︵
Levi
Parsons
M
orton
︶
に
︑
清
仏
の
紛

争
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
に
ア
ラ
バ
マ
号
事
件
と
同
じ
よ
う
な
国
際
仲
裁
を
打
診
す
る
よ
う
に
訓
電
し
た⑤
︒
モ
ー
ト
ン
が
休
暇
中
で
あ
っ
た
た
め
︑

代
理
公
使
ブ
ル
ラ
ツ
ア
ー
︵
E
.
J.
B
rulatour︶
が
︑
フ
リ
ー
リ
ン
グ
ハ
イ
ゼ
ン
の
訓
電
を
フ
ラ
ン
ス
外
相
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
︵
Paul

A
rm
and
C
hallem
el-Lacour︶
に
提
示
し
た
︒
同
月
一
七
日
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
か
ら
ブ
ル
ラ
ツ
ア
ー
へ
返
事
が
送
ら
れ
︑
ブ
ル
ラ
ツ

ア
ー
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
本
国
へ
打
電
し
て
い
る
︒

国際仲裁と国際世論（望月）
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フ
ラ
ン
ス
政
府
は
あ
な
た
の
善
意
に
感
謝
し
て
い
ま
す
︒
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
︑
あ
な
た
の
善
意
が
中
国
と
の
紛
争
の
解
決
を
も
た
ら
し
た
な
ら
喜
ぶ
こ
と

で
し
ょ
う
が
︑
彼
ら
は
提
案
さ
れ
て
い
る
紛
争
処
理
の
形
式
を
受
け
入
れ
る
前
に
︑
解
決
す
べ
き
点
が
何
で
あ
る
か
を
正
確
に
知
り
た
が
っ
て
い
ま
す
︒

中
国
は
い
ま
だ
こ
の
点
に
つ
い
て
何
の
情
報
も
与
え
て
い
ま
せ
ん
︒
フ
ラ
ン
ス
は
︑
現
在
ベ
ト
ナ
ム
で
従
事
し
て
い
る
軍
事
行
動
を
続
行
す
る
権
利
お
よ

び
条
約
が
フ
ラ
ン
ス
に
保
証
し
て
い
る
利
益
を
︑
問
題
と
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
に
外
務
大
臣
は
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
解
決

し
よ
う
と
努
力
す
る
問
題
に
つ
い
て
正
確
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
あ
な
た
が
こ
の
点
に
つ
い
て
何
ら
か
の
情
報
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か

尋
ね
て
い
ま
す⑥
︒

七
月
二
三
日
に
は
︑
休
暇
明
け
の
ア
メ
リ
カ
駐
仏
公
使
モ
ー
ト
ン
が
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
と
会
談
し
︑
国
際
仲
裁
に
つ
い
て
話
し
合

っ
た
︒
会
談
の
席
で
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
﹁
我
々
の
知
る
限
り
︑
仲
裁
に
付
託
す
べ
き
事
柄
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
発
言
し
た
︒
こ
れ

に
対
し
て
︑
モ
ー
ト
ン
は
﹁
も
し
あ
な
た
が
よ
ろ
し
い
よ
う
な
ら
︑
あ
な
た
が
清
仏
紛
争
の
い
か
な
る
本
当
の
原
因
︵
any
real
cause︶
も
ご

存
じ
な
く
︑
あ
な
た
が
こ
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
と
望
ん
で
い
る
︑
と
フ
リ
ー
リ
ン
グ
ハ
イ
ゼ
ン
氏
に
知
ら
せ
た
い
と
思
い
ま

す
﹂
と
答
え
た⑦
︒
最
終
的
に
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
︑

中
国
政
府
の
主
張
が
わ
か
っ
て
い
る
の
な
ら
︑
ア
メ
リ
カ
が
か
く
も
親
切
に
申
し
出
て
く
れ
た
周
旋
を
フ
ラ
ン
ス
が
利
用
す
る
こ
と
も
︑
お
そ
ら
く
は
可

能
で
し
ょ
う
が
︵
if
the
pretentions
of
the
C
hinese
governm
ent
w
ere
know
n,
perhaps
it
w
ould
be
possible
for
F
rance
to
avail

herself
of
the
good
offices
so
kindly
tendered
by
the
U
nited
States.
⑧

︶︒

と
述
べ
て
会
談
を
締
め
く
く
っ
た
︒
会
談
後
︑
モ
ー
ト
ン
は
フ
リ
ー
リ
ン
グ
ハ
イ
ゼ
ン
宛
の
文
書
で
︑
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私
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
ア
メ
リ
カ
の
申
し
出
に
感
謝
し
て
お
り
︑
一
定
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
仲
介
︵
m
ediation
︶
の
受
け
入
れ
に
完

全
に
消
極
的
な
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
感
触
を
得
て
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
の
も
と
を
後
に
し
ま
し
た
︒
た
だ
し
︑
中
国
人
た
ち
の
言
い
分
に
お
い

て
︑
ど
こ
に
問
題
が
存
在
し
︑
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
︑
と
い
う
点
を
説
明
す
る
責
任
は
︑
全
面
的
に
中
国
人
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と

に
し
ま
し
た⑨
︒

と
書
い
て
い
る
︒
モ
ー
ト
ン
も
ブ
ル
ラ
ツ
ア
ー
同
様
︑
清
朝
に
よ
る
交
渉
条
件
の
提
示
が
な
さ
れ
れ
ば
︑
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
国
際
仲
裁
が
成
立

す
る
可
能
性
が
あ
る
と
踏
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

モ
ー
ト
ン
は
︑
清
朝
側
の
要
求
を
﹁
説
明
す
る
責
任
﹂
に
つ
い
て
﹁
全
面
的
に
中
国
人
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
し
﹂
た
と
し
て
い
る
が
︑
実
の

と
こ
ろ
︑
ア
メ
リ
カ
駐
仏
公
使
館
は
清
朝
駐
仏
公
使
館
へ
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
る
︒
ア
メ
リ
カ
駐
仏
代
理
公
使
ブ
ル
ラ
ツ
ア
ー
は
︑
七
月

二
八
︑
二
九
︑
三
〇
︑
八
月
一
︑
二
︑
七
︑
八
︑
一
一
日
と
頻
繁
に
︑
清
朝
駐
仏
兼
駐
英
公
使
曾
紀
沢
と
会
談
を
重
ね
た⑩
︒
八
月
六
日
︑
曾
紀

沢
は
︑フ

ラ
ン
ス
政
府
は
中
国
の
意
向
を
認
知
し
た
う
え
で
ア
メ
リ
カ
の
調
停

(原
文
)を
受
け
入
れ
る
か
決
定
す
る
︑
と
の
こ
と
で
︑
ア
メ
リ
カ
代
理
公
使
は
何
度
も
訊

い
て
き
ま
し
た⑪
︒

と
︑
総
理
衙
門
に
打
電
し
て
い
る
︒
ア
メ
リ
カ
駐
仏
公
使
館
は
︑
ア
メ
リ
カ
が
清
朝
の
要
求
を
フ
ラ
ン
ス
に
通
達
す
れ
ば
︑
国
際
仲
裁
が
成
立

す
る
可
能
性
が
あ
る
と
見
た
と
わ
か
る
︒

曾
紀
沢
は
﹁
総
理
衙
門
の
訓
令
と
偽
り
﹂︑
ブ
ル
ラ
ツ
ア
ー
に
ま
ず
七
つ
の
条
件
を
示
し
て
い
る
︒
そ
の
七
条
件
は
︑
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
︒

国際仲裁と国際世論（望月）

53 (369)



一
︑
フ
ラ
ン
ス
は
ベ
ト
ナ
ム
を
滅
ぼ
し
て
は
な
ら
な
い
︒
一
八
六
二
年
お
よ
び
一
八
六
七
年
に
占
領
し
た
コ
ー
チ
シ
ナ
六
省
以
外
に
土
地
を
占

領
し
て
は
な
ら
な
い
︒

二
︑
最
近
占
拠
し
た
ト
ン
キ
ン
各
地
か
ら
撤
兵
し
︑
当
地
に
領
事
を
設
置
し
て
通
商
港
と
す
る
こ
と
を
交
渉
す
る
︒

三
︑
中
国
は
ホ
ン
河
上
流
を
各
国
の
通
商
に
開
放
し
︑
屯
鶴
関
を
通
商
港
と
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
︒

四
︑
ベ
ト
ナ
ム
が
中
国
に
属
す
る
こ
と
は
旧
来
通
り
で
変
更
し
な
い
︒

五
︑
ホ
ン
河
北
岸
近
辺
の
鉱
山
に
つ
い
て
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
が
貸
し
出
す
の
で
な
け
れ
ば
︑
フ
ラ
ン
ス
が
勝
手
に
所
有
・
開
発
し
て
は
な
ら
な
い
︒

六
︑︵
華
人
私
兵
集
団
︶
黒
旗
軍
に
よ
る
通
商
路
の
妨
害
に
つ
い
て
は
︑
適
切
に
処
置
を
講
じ
る
べ
き
で
︑
こ
と
さ
ら
武
力
に
頼
っ
て
は
な
ら
な

い
︒

七
︑
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ト
ナ
ム
が
新
条
約
を
締
結
す
る
際
に
は
︑
中
国
に
問
い
合
わ
せ
る⑫
︒

実
の
と
こ
ろ
︑
曾
紀
沢
は
李
・
ブ
ー
レ
草
案
を
土
台
と
し
た
交
渉
妥
結
の
腹
案
を
持
っ
て
い
た⑬
︒
総
理
衙
門
も
︑
曾
紀
沢
へ
の
返
電
で
︑

﹁
撤
兵
は
ブ
ー
レ
交
渉
の
前
例
を
鑑
と
せ
よ
︒
ラ
オ
カ
イ
を
通
商
地
と
す
る
と
劉
永
福
の
居
場
所
が
な
く
な
る
︒
雲
南
省
を
通
商
に
開
放
す
る

こ
と
は
︑
上
意
も
輿
論
も
了
承
し
な
い
﹂
と
伝
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る⑭
︒
こ
こ
か
ら
も
︑
七
条
件
は
︑
曾
紀
沢
が
ブ
ル
ラ
ツ
ア
ー
の
要
望
を

受
け
て
独
自
に
用
意
し
た
も
の
と
わ
か
る
︒

最
終
的
に
︑
曾
紀
沢
は
︑
鉱
山
開
発
に
関
わ
る
﹁
五
﹂
を
除
い
て
︑
残
り
の
六
か
条
を
︑
フ
ラ
ン
ス
側
に
提
示
す
る
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
駐
仏

公
使
館
に
要
請
し
た⑮
︒
こ
れ
を
受
け
て
八
月
七
日
︑
ブ
ル
ラ
ツ
ア
ー
は
︑
六
か
条
を
フ
リ
ー
リ
ン
グ
ハ
イ
ゼ
ン
に
打
電
す
る
︒
フ
リ
ー
リ
ン
グ

ハ
イ
ゼ
ン
は
﹁
こ
の
提
案
は
︑
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
を
除
く
ベ
ト
ナ
ム
領
土
の
中
立
化
な
い
し
実
質
的
な
自
治
を
了
承
す
る
こ
と
で
︑
合
意
に
達

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
﹂
も
の
と
考
え
た
︒
さ
っ
そ
く
彼
は
電
報
で
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
に
通
知
す
る
よ
う
︑
ブ
ル
ラ
ツ
ア
ー
に
訓

令
し
た⑯
︒
と
こ
ろ
が
一
一
日
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
ブ
ル
ラ
ツ
ア
ー
が
持
参
し
た
覚
書
の
受
理
を
拒
否
し
た
︒
清
朝
の
公
使
が
フ
ラ
ン

ス
に
い
る
の
に
︑
ど
う
し
て
ア
メ
リ
カ
代
理
公
使
が
清
朝
の
交
渉
条
件
の
通
知
を
代
行
す
る
の
か
理
解
に
苦
し
む
︑
と
い
う
の
が
シ
ャ
ル
メ
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ル
・
ラ
ク
ー
ル
の
言
い
分
で
あ
っ
た⑰
︒
そ
こ
で
ブ
ル
ラ
ツ
ア
ー
は
︑
こ
の
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
の
言
葉
を
曾
紀
沢
に
伝
え
た
︒
八
月
一
八

日
︑
曾
紀
沢
が
あ
ら
た
め
て
六
か
条
を
記
し
た
照
会
︵
以
下
﹁
照
会
﹂︶
を
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
に
渡
し
︑
こ
れ
を
﹁
交
渉
の
た
た
き
台
に

す
る
﹂
よ
う
に
要
望
し
た
︒

し
か
し
︑
こ
の
﹁
照
会
﹂
の
送
付
は
︑
フ
ラ
ン
ス
外
交
当
局
者
を
ひ
ど
く
刺
激
し
た
︒
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
フ
ラ
ン
ス
首
相
フ
ェ
リ

宛
の
書
翰
で
︑

⁝
⁝
ブ
ル
ラ
ツ
ア
ー
氏
︑
こ
の
ア
メ
リ
カ
駐
仏
代
理
公
使
は
︑
経
験
に
乏
し
く
手
順
を
顧
み
な
い
が
︑
い
く
ら
か
狡
知
を
持
っ
た
人
間
で
す
︒
私
は
︑
前

に
彼
が
命
じ
ら
れ
て
我
々
に
打
診
し
て
き
た
周
旋
を
断
り
ま
し
た
が
︑
そ
の
際
に
私
が
彼
に
示
し
た
丁
重
さ
に
彼
は
つ
け
込
ん
で
き
た
の
で
す⑱
︒

と
︑
ブ
ル
ラ
ツ
ア
ー
を
非
難
し
て
い
る
︒
八
月
一
八
日
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
モ
ー
ト
ン
と
会
談
を
持
ち
︑
曾
紀
沢
か
ら
﹁
け
ん
か
腰

な
交
渉
条
件
﹂
を
渡
さ
れ
た
と
不
快
感
を
述
べ
︑
ア
メ
リ
カ
の
関
与
を
固
辞
す
る
意
志
を
明
確
に
伝
え
た⑲
︒
モ
ー
ト
ン
は
︑
反
論
す
る
こ
と
で

﹁
無
用
な
論
争
を
引
き
起
こ
す
の
は
賢
明
で
は
な
い
と
思
っ
た
﹂
と
書
い
て
い
る
か
ら
︑
か
な
り
険
悪
な
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る⑳
︒

さ
て
︑
上
述
の
一
連
の
過
程
に
お
い
て
︑
ア
メ
リ
カ
駐
仏
公
使
館
と
し
て
は
︑
す
べ
て
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
の
言
葉
ど
お
り
こ
と
を
運

ん
だ
よ
う
に
見
え
る
︒
よ
っ
て
︑
単
純
に
と
れ
ば
︑
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
仲
裁
拒
否
は
食
言
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
貴
族
社
会
の
余
薫
漂
う
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
外
交
の
世
界
は
︑
独
特
の
言
語
体
系
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
き
た
︒
で
は
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
外
交
辞
令
の
裏
に
ど
の
よ
う

な
意
図
を
込
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
あ
ら
た
め
て
フ
ラ
ン
ス
外
交
当
局
者
の
視
点
に
即
し
て
︑
一
連
の
経
過
を
見
直
し
て
み
よ
う
︒

︵
二
)

フ
ラ
ン
ス
の
立
場

七
月
初
め
に
ア
メ
リ
カ
駐
仏
公
使
館
よ
り
仲
裁
の
提
案
を
受
け
た
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
は
︑
次
の
よ
う
な
返
書
の
草
案
を
用
意
し
た
︒
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こ
の
提
案
が
︑
以
前
に
我
々
が
ベ
ト
ナ
ム
と
結
ん
だ
条
約
か
ら
生
じ
た
地
位
や
ホ
ン
河
流
域
で
ベ
ト
ナ
ム
人
匪
賊
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
軍
事
活
動
を

継
続
す
る
権
利
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
明
白
に
仲
裁
︵
arbitrage︶
に
付
託
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
こ
の
二
点
の
ほ
か
に
︑
裁
定

︵
judgem
ent︶
に
供
す
る
問
題
を
我
々
が
正
確
に
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
し
︑
中
国
が
表
明
す
べ
き
要
求
や
彼
ら
の
念
頭
に
あ
る
条
件
に
つ
い
て
︑

い
ま
な
お
中
国
は
我
々
に
何
ら
説
明
を
し
て
い
ま
せ
ん㉑
︒

正
式
の
返
書
で
は
︑
外
交
辞
令
を
駆
使
し
た
文
章
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
が
︑
趣
旨
は
変
わ
ら
な
い
︒

提
案
さ
れ
た
解
決
方
法
を
採
用
す
る
よ
り
も
前
に
︑
我
が
フ
ラ
ン
ス
に
対
象
と
さ
れ
る
争
点
を
正
確
に
定
め
さ
せ
る
必
要
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
︒
さ
て
︑

中
国
は
今
に
至
る
ま
で
︑
彼
ら
が
表
明
す
べ
き
要
求
や
彼
ら
が
念
頭
に
し
て
い
る
条
件
に
つ
い
て
︑
我
が
フ
ラ
ン
ス
に
何
ら
説
明
を
し
て
い
ま
せ
ん
︒
だ

い
い
ち
︑
留
保
す
べ
き
点
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
︒
例
を
挙
げ
ま
す
と
︑
我
が
フ
ラ
ン
ス
は
︑
以
前
に
我
々
が
ベ
ト
ナ
ム
と
結
ん
だ
条
約
か
ら
生
じ
た
地

位
や
ホ
ン
河
流
域
で
ベ
ト
ナ
ム
人
匪
賊
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
軍
事
活
動
を
継
続
す
る
権
利
を
取
り
上
げ
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す㉒
︒

シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
正
式
回
答
の
要
点
を
上
海
に
い
る
フ
ラ
ン
ス
全
権
使
節
ト
リ
ク
ー
に
打
電
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
も
両
次
サ
イ
ゴ

ン
条
約
の
定
め
る
地
位
と
ベ
ト
ナ
ム
で
の
軍
事
行
動
の
権
利
を
﹁
ま
ず
明
白
に
留
保
し
た
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る㉓
︒

さ
ら
に
七
月
一
八
日
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
ト
リ
ク
ー
か
ら
次
の
よ
う
な
返
電
を
受
け
取
っ
て
い
る
︒

実
際
の
と
こ
ろ
︑
第
三
国
の
介
入
が
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
我
々
の
活
動
を
妨
害
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
ま
す
︒
ま
た
他
方
で
は
︑
こ
れ
が
回
避
す
る

の
が
賢
明
と
思
わ
れ
る
宗
主
権
の
問
題
を
清
朝
が
提
起
す
る
の
を
許
し
︑
我
々
と
中
国
の
紛
争
を
複
雑
化
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
ま
す㉔
︒
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清
朝
と
の
紛
争
は
︑
お
お
む
ね
一
八
六
二
年
の
第
一
次
サ
イ
ゴ
ン
条
約
お
よ
び
一
八
七
四
年
の
第
二
次
サ
イ
ゴ
ン
条
約
の
規
定
︑
も
し
く
は

ベ
ト
ナ
ム
で
の
自
国
の
軍
事
行
動
に
関
わ
る
と
言
え
る
︒
清
朝
の
主
張
す
る
宗
主
権
も
︑
第
二
次
サ
イ
ゴ
ン
条
約
が
ベ
ト
ナ
ム
の
独
立
を
明
記

し
て
い
る
以
上
︑
フ
ラ
ン
ス
が
こ
れ
を
国
際
仲
裁
の
対
象
と
す
る
可
能
性
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い㉕
︒
つ
ま
り
︑
フ
ラ
ン
ス
が
清
仏
間
の
問

題
に
つ
い
て
国
際
仲
裁
を
受
け
入
れ
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
七
月
二
三
日
の
会
談
に
お
い
て
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル

は
﹁
我
々
の
知
る
限
り
︑
仲
裁
に
付
す
べ
き
事
柄
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
発
言
し
た
が
︑
フ
ラ
ン
ス
と
し
て
は
︑
両
次
サ
イ
ゴ
ン
条
約
の
規
定
な

ど
フ
ラ
ン
ス
が
譲
れ
ぬ
諸
条
件
を
国
際
仲
裁
の
対
象
と
す
る
意
志
が
な
い
と
示
唆
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
八
月
一
八
日
の
会
談
で
︑

シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
モ
ー
ト
ン
に
﹁
私
の
考
え
で
は
︑
現
実
的
な
達
成
目
標
や
対
象
が
な
い
の
で
︑
申
し
出
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
﹂
と
述
べ
︑
ブ
ル
ラ
ツ
ア
ー
へ
の
返
書
も
﹁
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
目
下
の
と
こ
ろ
ア
メ
リ
カ
の
周
旋
を
有
用
と
見
て
い
な
い
﹂
と
の

趣
旨
だ
っ
た
と
解
説
し
て
い
る㉖
︒

さ
て
︑
七
月
二
三
日
の
会
談
で
モ
ー
ト
ン
が
好
感
触
を
得
た
の
は
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
の
︑﹁
中
国
政
府
の
主
張
が
わ
か
っ
て
い
る

の
な
ら
︑
ア
メ
リ
カ
が
か
く
も
親
切
に
申
し
出
て
く
れ
た
周
旋
を
フ
ラ
ン
ス
が
利
用
す
る
こ
と
も
︑
お
そ
ら
く
は
可
能
で
し
ょ
う
が
﹂
と
い
う

言
葉
か
ら
で
あ
っ
た
︒
英
語
の
仮
定
法
過
去
す
な
わ
ち
反
実
仮
想
の
言
葉
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
お
そ
ら
く
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ

ク
ー
ル
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
条
件
法
を
用
い
て
発
言
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
の
発
言
は
︑
フ
ラ
ン
ス
が
国
際
仲
裁
の
提
案
を
受
諾
す

る
条
件
を
提
示
し
た
も
の
と
単
純
に
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

さ
ら
に
︑﹁
照
会
﹂
が
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
の
怒
り
を
買
っ
た
の
に
も
︑
理
由
が
あ
る
︒
一
八
八
〇
年
以
来
の
交
渉
に
お
い
て
︑
清
仏

は
保
護
権
や
宗
主
権
と
い
っ
た
﹁
原
則
問
題
﹂
に
触
れ
な
い
形
で
の
妥
協
を
模
索
し
て
き
た㉗
︒
一
八
八
二
年
末
の
李
・
ブ
ー
レ
草
案
に
し
て
も
︑

こ
の
よ
う
な
方
針
に
沿
っ
て
作
成
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
曾
紀
沢
の
示
し
た
六
か
条
に
は
﹁
ベ
ト
ナ
ム
が
中
国
に
属
す
る
と
い
う
状
態
は
旧
来
通

り
と
し
て
改
変
し
な
い
﹂
と
い
う
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
項
目
は
︑
ブ
ル
ラ
ツ
ア
ー
の
フ
リ
ー
リ
ン
グ
ハ
イ
ゼ
ン
宛
電
報
で
も
﹁
中

国
・
ベ
ト
ナ
ム
間
の
臣
属
関
係
︵
R
elations
of
vassalage
betw
een
A
nnam
and
C
hina︶
を
変
更
し
な
い
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る㉘
︒
さ
ら
に
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﹁
照
会
﹂
も
︑
漢
文
版
で
は
﹁
ベ
ト
ナ
ム
が
中
国
の
属
邦
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
全
面
的
に
旧
来
通
り
と
し
て
改
変
し
な
い
︵
越
南
為
中

国
属
邦
︑
其
一
切
情
形
応
照
旧
不
改
︶
﹂
と
し
︑
清
朝
駐
仏
公
使
館
が
用
意
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
版
も
﹁
ベ
ト
ナ
ム
を
中
国
に
結
び
つ
け
る
臣
属
関
係

︵
les
liens
de
vassalité
quiunissent
l̓A
nnam
à
la
C
hine︶
は
旧
来
の
ま
ま
と
す
る
﹂
と
し
て
い
る㉙
︒
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
は
︑
八
月
一
一
日
に

覚
書
の
受
理
を
拒
否
し
た
が
︑
そ
の
際
に
当
該
項
目
を
﹁
中
国
の
ベ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
宗
主
権
︵
La
suzeraineté
de
la
C
hine
sur
l̓A
nnam
︶

が
承
認
さ
れ
る
こ
と
﹂
と
要
約
し
て
い
る㉚
︒
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
政
治
局
長
ビ
ヨ
︵
A
lbert
B
illot︶
も
︑
曾
紀
沢
の
六
条
件
に
つ
い
て
︑

こ
う
し
て
中
国
は
︑
ト
ン
キ
ン
か
ら
の
撤
兵
︑
中
国
の
ベ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
宗
主
権
︑
ベ
ト
ナ
ム
の
政
治
的
地
位
の
不
可
侵
︑
と
ど
の
つ
ま
り
は
我
々
の

保
護
権
の
確
立
を
中
止
す
る
こ
と
を
求
め
た㉛
︒

と
自
著
の
中
で
書
い
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
六
か
条
の
提
示
は
︑
宗
主
権
と
い
う
﹁
原
則
問
題
﹂
を
交
渉
妥
結
の
条
件
と
し
て
俎
上
に
載
せ
た
わ

け
で
︑
従
前
の
交
渉
の
範
疇
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
に
な
っ
た
︒
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
フ
ェ
リ
宛
の
書
翰
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

︵
ベ
ト
ナ
ム
で
の
軍
事
上
の
︶
決
定
的
な
成
功
が
な
い
限
り
︑
も
は
や
中
国
と
い
か
な
る
合
意
に
至
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
︒
中
国

は
︑
非
常
に
か
け
離
れ
た
条
件
か
ら
歩
み
寄
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
で
す㉜
︒

結
局
の
と
こ
ろ
︑
六
か
条
の
提
示
は
︑
フ
ラ
ン
ス
外
交
当
局
に
清
仏
の
主
張
の
隔
た
り
を
印
象
づ
け
る
結
果
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

こ
の
結
果
に
至
ら
し
め
た
ア
メ
リ
カ
外
交
官
の
短
慮
を
岡
目
八
目
で
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
は
た
や
す
い
が
︑
米
仏
の
す
れ
違
い
の
本
質
は
別
の

と
こ
ろ
に
あ
る
︒
仲
裁
で
は
︑
紛
争
当
事
者
双
方
が
意
見
陳
述
を
行
い
︑
そ
の
う
え
で
仲
裁
者
と
し
て
選
任
さ
れ
た
第
三
者
が
裁
定
な
い
し
仲

裁
案
を
提
示
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
裁
定
者
を
意
識
す
れ
ば
︑
各
当
事
者
の
原
則
と
論
拠
を
明
確
に
主
張
す
る
必
要
が
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
外
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交
は
︑
双
方
の
原
則
や
利
益
︑
体
面
を
損
な
わ
ぬ
よ
う
に
問
題
を
処
理
す
る
交
渉
で
あ
る
︒
争
点
を
明
確
化
し
な
け
れ
ば
国
際
仲
裁
を
実
施
で

き
な
い
が
︑
争
点
が
明
確
に
な
る
と
当
事
国
間
の
妥
協
は
よ
り
困
難
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
仲
裁
と
外
交
と
い
う
二
つ
の
紛
争
処
理
方
法
が
矛
盾

撞
着
を
起
こ
し
た
わ
け
で
あ
る㉝
︒

結
局
︑
ア
メ
リ
カ
の
努
力
は
︑
双
方
の
感
情
的
な
溝
を
深
め
た
だ
け
に
終
わ
っ
た
︒
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
︑
フ
ェ
リ
宛
て
の
書
翰
の

中
で
︑
曾
紀
沢
を
﹁
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
厚
か
ま
し
い
勇
み
足
﹂
を
し
た
と
詰
っ
て
い
る㉞
︒
他
方
︑
清
朝
駐
仏
代
理
公
使
劉
翰
清
も
﹁
落
胆
し

て
﹂︑今

回
の
事
は
相
当
に
遺
憾
で
す
︒
曾
紀
沢
侯
爵
は
提
案
を
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
へ
正
式
に
通
達
し
ま
し
た
が
︑
い
ま
だ
何
の
応
答
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑

シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
氏
が
曾
侯
爵
の
提
案
を
拒
否
す
る
と
決
断
し
た
な
ら
ば
︑
こ
れ
は
深
刻
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
で
し
ょ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
中

国
は
す
で
に
最
大
限
可
能
な
譲
歩
を
し
て
お
り
︑
平
和
の
た
め
に
自
ら
の
名
誉
と
体
面
を
犠
牲
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
す㉟
︒

と
︑
モ
ー
ト
ン
に
愚
痴
を
こ
ぼ
し
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
八
月
二
七
日
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
曾
紀
沢
に
︑
い
く
つ
か
の
項
目
の
性
質
か
ら
フ
ラ
ン
ス
は
﹁
照
会
﹂
を
交
渉
の
た
た

き
台
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と
返
答
し
た
︒
だ
が
︑
ビ
ヨ
が
﹁
八
月
一
八
日
に
度
外
れ
た
声
明
を
し
た
後
で
︑
中
国
が
そ
の
声
明
の
撤
回

に
踏
み
出
し
︑
自
発
的
に
新
た
な
提
案
を
表
明
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
﹂
と
書
い
て
い
る
よ
う
に㊱
︑
清
朝
当
局
も
正
式
に
通
告
し
た
条
件
を

容
易
に
撤
回
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
て
清
仏
の
交
渉
は
︑
フ
ェ
リ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑﹁
六
月
よ
り
後
退
﹂
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る㊲
︒

︵
三
)

イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
周
旋
の
挫
折

上
述
の
よ
う
に
︑﹁
照
会
﹂
を
め
ぐ
っ
て
清
仏
の
交
渉
は
困
難
を
増
し
た
︒
そ
れ
で
も
︑
こ
の
の
ち
清
仏
に
は
新
た
な
交
渉
の
機
会
が
生
ま
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れ
た
︒
八
月
二
〇
日
︑
ベ
ト
ナ
ム
阮
朝
の
首
都
フ
エ
が
陥
落
し
︑
二
五
日
に
は
フ
ラ
ン
ス
軍
と
阮
朝
の
間
で
第
一
次
フ
エ
条
約
が
結
ば
れ
た
︒

こ
の
軍
事
的
成
功
に
よ
り
︑
フ
ラ
ン
ス
に
清
朝
と
妥
協
す
る
余
裕
や
清
朝
の
軟
化
へ
の
期
待
が
生
ま
れ
た㊳
︒
こ
う
し
て
九
月
五
日
︑
フ
ラ
ン
ス

は
イ
ギ
リ
ス
の
周
旋
︵
bon
offices︶
を
要
請
し
た
︒
フ
ラ
ン
ス
と
し
て
は
︑
李
・
ブ
ー
レ
草
案
に
沿
っ
て
フ
ラ
ン
ス
案
を
作
成
し
︑
清
朝
が

こ
れ
に
同
意
す
る
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
と
共
同
で
圧
力
を
か
け
る
算
段
で
あ
っ
た㊴
︒

イ
ギ
リ
ス
外
相
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
︑
フ
ラ
ン
ス
駐
英
大
使
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
︵
W
illiam
H
enry
W
addington
︶
か
ら
伝
え
ら
れ
た
︑
周
旋
の
申

し
入
れ
を
快
諾
し
た
︒
た
だ
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
︑
英
仏
二
国
で
清
朝
に
フ
ラ
ン
ス
案
の
受
諾
を
迫
る
こ
と
に
つ
い
て
は
拒
否
し
︑
そ
の
う
え
で

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
・
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
・
曾
紀
沢
の
三
者
に
よ
る
協
議
を
提
案
︑
清
仏
両
国
の
意
見
の
す
り
合
わ
せ
を
試
み
て
い
る㊵
︒
し
か
し
︑
こ

こ
で
障
害
と
な
っ
た
の
が
︑
く
だ
ん
の
﹁
照
会
﹂
で
あ
る
︒
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
提
案
に
従
う
と
︑
曾
紀
沢
が
﹁
照
会
﹂
に
提
示
さ
れ
た
六
か
条

を
提
示
で
き
て
し
ま
う
た
め
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
難
色
を
示
し
た㊶
︒
そ
こ
で
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
︑
清
朝
側
に
新
た
な
提
案
を
す
る
よ

う
に
促
し
︑
そ
の
う
え
で
九
月
一
一
日
に
清
朝
駐
英
公
使
館
参
事
官
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
︵
Sir
Sam
uel
H
alliday
M
acartney
︶
を
私
邸
ウ
ォ
ル

マ
ー
城
に
呼
ん
だ
︒
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
は
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
か
ら
伝
え
聞
い
た
会
談
内
容
を
︑
次
の
よ
う
に
フ
ェ
リ
へ
報
告
し
て
い
る
︒

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
卿
の
質
問
に
対
し
て
︑
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
氏
は
交
渉
全
般
に
わ
た
る
中
国
の
見
方
に
つ
い
て
解
説
し
︑
曾
侯
爵
が
ど
の
よ
う
に
し
て
八
月
一

八
日
に
我
々
へ
送
付
し
た
文
書
に
盛
り
込
ま
れ
た
六
か
条
を
表
明
す
る
に
至
っ
た
の
か
説
明
し
ま
し
た
︒
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
氏
は
︑
曾
侯
爵
は
今
も
彼
の
条

件
へ
の
回
答
を
待
っ
て
い
る
と
付
け
加
え
ま
し
た
︒
ま
ず
も
っ
て
彼
は
新
提
案
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
の
う
え
彼
は
︑
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
李
・
ブ
ー
レ

草
案
の
回
復
を
提
案
し
た
と
清
朝
駐
仏
公
使
館
に
伝
え
た
こ
と
︑
全
て
を
フ
ラ
ン
ス
に
与
え
中
国
に
は
何
も
残
さ
な
い
こ
の
草
案
を
こ
れ
ま
で
中
国
は
受

諾
し
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
︒
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
卿
は
︑
も
し
も
中
国
が
確
実
に
敗
北
す
る
戦
争
が
始
ま
っ
て
し
ま
え
ば
︑
中
国
政

府
が
ひ
ど
い
責
め
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
感
じ
さ
せ
よ
う
と
説
得
に
つ
と
め
ま
し
た
︒
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
氏
は
︑
敗
北
は
不
可
避
だ
ろ
う
と
認
め
た
も
の
の
︑

中
国
政
府
も
曾
侯
爵
同
様
に
北
京
の
主
戦
派
の
突
き
上
げ
を
受
け
て
お
り
︑
西
太
后
も
主
戦
派
に
つ
め
寄
ら
れ
て
い
る
︑
と
述
べ
ま
し
た㊷
︒
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実
際
に
︑
清
朝
朝
廷
で
は
︑
強
硬
論
を
主
張
す
る
清
議
派
の
影
響
力
が
強
ま
っ
て
い
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
フ
ラ
ン
ス
の
世
論
も
ま
た
強
硬
で

あ
っ
た
︒
九
月
一
二
日
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
︑

こ
う
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
卿
に
述
べ
た
ま
え
︒
最
も
穏
当
な
言
葉
を
用
い
つ
つ
曾
侯
爵
の
交
渉
条
件
を
議
論
し
な
い
と
表
明
し
た
も
の
の
︑
そ
れ
で
も
我
々
は

そ
れ
ら
の
条
件
が
ま
る
で
我
々
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
る
と
極
め
て
強
く
感
じ
て
い
る
し
︑
そ
れ
ら
条
件
が
知
れ
わ
た
る
と
世
論
の
激
高
を
招
か
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
︑
と㊸
︒

と
︑
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
に
打
電
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
九
月
一
四
日
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
︑
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
立
ち
会
い
で
ワ
デ
ィ
ン

ト
ン
が
曾
紀
沢
と
交
渉
す
る
と
い
う
や
り
方
は
︑
全
て
の
関
係
者
に
と
っ
て
﹁
煩
わ
し
い
﹂︑﹁
結
局
の
と
こ
ろ
曾
侯
爵
に
話
を
す
る
の
は
︑
全

て
の
新
聞
に
対
し
て
話
す
の
と
か
わ
り
な
い
﹂
な
ど
と
し
て
︑
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
周
旋
を
打
ち
切
っ
た㊹
︒
そ
し
て
一
七
日
︑
彼
は
曾
紀
沢
に
︑

ベ
ト
ナ
ム
北
部
に
お
け
る
中
立
地
帯
設
立
を
骨
子
と
す
る
覚
書
を
送
付
し
た㊺
︒

他
方
︑
フ
ラ
ン
ス
が
二
国
間
交
渉
に
切
り
か
え
た
後
も
︑
イ
ギ
リ
ス
は
ロ
ン
ド
ン
と
北
京
で
清
朝
に
周
旋
の
意
志
を
伝
え
続
け
た㊻
︒
だ
が
総

理
衙
門
は
︑
清
朝
が
交
渉
条
件
を
緩
和
し
た
な
ら
周
旋
に
あ
た
る
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
申
し
出
を
断
っ
た㊼
︒
パ
リ
で
は
︑
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ

ク
ー
ル
の
病
気
休
職
の
た
め
外
相
を
代
理
し
た
首
相
フ
ェ
リ
が
︑
曾
紀
沢
と
の
会
談
を
重
ね
た
︒
し
か
し
︑
目
立
っ
た
成
果
は
挙
げ
ら
れ
な
か

っ
た㊽
︒
一
〇
月
一
日
︑
曾
紀
沢
は
フ
ェ
リ
に
文
書
を
送
り
︑

貴
国
が
中
国
の
条
件
を
交
渉
の
た
た
き
台
に
で
き
な
い
と
し
た
の
は
︑
も
と
よ
り
残
念
で
す
︒
し
か
し
︑
中
国
が
ト
ン
キ
ン
の
交
渉
に
真
剣
で
あ
る
と
ご

確
認
い
た
だ
い
た
こ
と
は
︑
ま
だ
喜
ば
し
く
思
い
ま
す
︒
中
国
と
し
て
は
貴
国
と
平
和
裏
に
交
渉
を
行
い
た
い
と
願
い
ま
す
が
︑
閣
下
が
提
起
さ
れ
た
諸

条
件
は
︑
中
国
も
た
た
き
台
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん㊾
︒
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と
伝
え
て
い
る
︒
上
海
・
天
津
に
お
け
る
李
鴻
章
︵
お
よ
び
候
選
道
馬
建
忠
︶
と
ト
リ
ク
ー
の
交
渉
も
や
は
り
平
行
線
を
た
ど
り
︑
清
仏
交
渉
は

手
詰
ま
り
状
態
と
な
っ
た
︒

①

D
ennett,
op.
cit.;
H
am
m
ersm
ith,
op.
cit.;
M
iller,
op.
cit..

②

F
O
17/894,
G
ranville
to
G
rosvenor,
N
o.169A
,4
D
ecem
ber
1882.

③

君
塚
直
隆
﹃
パ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
イ
ギ
リ
ス
外
交

パ
ー
マ
ス
ト
ン
と
会

議
外
交
の
時
代
﹄
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
六
年
︑
二
三
五

二
六
一
頁
︒

④

龍
章
﹃
越
南
与
中
法
戦
争
﹄
一
七
四

一
七
五
頁
︒

⑤

U
SD
S/D
I,
F
rance,
F
relinghuysen
to
M
orton,
telegram
,
11
July

1883.

⑥

U
SD
S/D
D
,
F
rance,
vol.87,
B
rulatour
to
F
relinghuysen,
telegram
,

A
ppendix
to
N
o.372,17
July
1883.

⑦

A
D
PP,vol.5,M
orton
to
F
relinghuysen,unnum
bered,24
July
1883.

⑧

Ibid..

⑨

Ibid..
な
お
モ
ー
ト
ン
の
報
告
に
引
用
さ
れ
て
い
る
彼
と
シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ

ク
ー
ル
の
会
話
を
見
る
限
り
︑
仲
介
の
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
た
め
︑

こ
こ
で
モ
ー
ト
ン
が
仲
介
の
語
を
用
い
て
い
る
理
由
も
は
っ
き
り
し
な
い
︒

⑩

﹃
曾
恵
敏
公
手
写
日
記
﹄︵
台
湾
学
生
書
局
︑
一
九
六
五
年
︶
光
緒
九
年
七
月

二
十
五
日
︑
二
十
六
日
︑
二
十
七
日
︑
二
十
九
日
︑
三
十
日
︑
八
月
初
七
日
︑
初

八
日
︑
初
九
日
の
各
条
︒

⑪

﹃
中
美
関
係
史
料
﹄
光
緒
朝
二
︵
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
︑
一
九
八
八

年
︶︑
一
二
一
七
番
﹁
総
署
收
出
使
英
法
俄
大
臣
曾
紀
沢
﹂
光
緒
九
年
七
月
初
四

日
︵
收
︶︒

⑫

﹃
中
美
関
係
史
料
﹄
光
緒
朝
二
︑
一
二
一
七
番
﹁
総
署
收
出
使
英
法
俄
大
臣
曾

紀
沢
﹂
光
緒
九
年
七
月
初
四
日
︵
收
︶︒

⑬

﹃
中
美
関
係
史
料
﹄
光
緒
朝
二
︑
一
二
一
三
番
﹁
北
洋
大
臣
李
鴻
章
收
出
使
英

法
俄
大
臣
曾
紀
沢
﹂
光
緒
九
年
六
月
二
十
五
日
︵
收
︶︒

⑭

﹃
翁
日
記
﹄
第
二
二
冊
︑
癸
未
七
月
十
一
日
の
条
︒

⑮

﹃
中
美
関
係
史
料
﹄
光
緒
朝
二
︑
一
二
一
八
番
﹁
総
署
收
出
使
英
法
俄
大
臣
曾

紀
沢
﹂
光
緒
九
年
七
月
初
五
日
︵
收
︶︒

⑯

A
D
PP,
vol.5,
F
relinghuysen
to
B
rulatour,
telegram
,11
A
ugust

1883
(received).

⑰

D
D
F
,
t.5,
N
o
72,
N
ote
de
D
épartem
ent,11
août
1883.

⑱

D
D
F
,
t.5
,
N
o
80,
C
hallm
el-Lacour
à
F
erry,
lettre
privée,19
août

1883.

⑲

A
D
PP,
vol.5,
M
orton
to
F
relinghuysen,
N
o.397,22
A
ugust
1883.

⑳

Ibid..

㉑

M
A
E
/C
PE
,
t.159,
C
hallm
el-Lacour
à
B
rulatour,
juillet
1883
(n̓
a

pas
servi).

㉒

M
A
E
/C
PE
,
t.159,
C
hallm
el-Lacour
à
B
rulatour,16
juillet
1883.

㉓

M
A
E
/C
PC
,
t.62,
C
hallm
el-Lacour
à
T
ricou,
télégram
,17
juillet

1883.

㉔

D
D
F
,
t.5,
N
o
65,
T
ricou
à
C
hallm
el-Lacour,
télégram
,18
juillet

1883.

㉕

第
二
次
サ
イ
ゴ
ン
条
約
第
二
条
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
阮
朝
皇
帝
の
﹁
あ
ら
ゆ
る
外
国

に
対
す
る
独
立
﹂
を
定
め
て
い
る
︵
LJT
/A
T
,
t.1,
N
o
1,
T
raité
politique

conclu
entre
la
F
rance
et
l̓A
nnam
,
le
15
m
ars
1874︶︒

㉖

A
D
PP,
vol.5,
M
orton
to
F
relinghuysen,
N
o.397,22
A
ugust
1883.

㉗

岡
本
隆
司
﹃
中
国
の
誕
生
﹄
一
二
八

一
四
五
頁
︒

㉘

A
D
PP,
vol.5,
N
o.8,
B
rulatour
to
F
relinghuysen,7
A
ugust
1883.

㉙

﹃
交
渉
檔
﹄
第
三
冊
︑︵
三
一
〇
︶﹁
照
録
致
法
外
部
照
会
﹂︑
光
緒
九
年
七
月

62 (378)



十
六
日
︑
曾
紀
沢
よ
り
総
理
衙
門
宛
函
附
件
︒
LJT
/A
T
,
t.2,
N
o
245,
T
seng

à
C
hallm
el-Lacour,18
août
1883.

㉚

D
D
F
,
t.5,
N
o
72,
N
ote
de
D
épartem
ent,11
août
1883.

㉛

U
n
D
iplom
ate,
op.
cit.,
p.7.

㉜

D
D
F
,
t.5,
N
o
72,
N
ote
de
D
épartem
ent,11
août
1883.

㉝

二
〇
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
外
交
官
ニ
コ
ル
ソ
ン
︵
Sir
H
arold
G
eorge

N
icolson
︶
が
︑﹁
外
交
官
の
中
で
も
最
悪
の
部
類
は
宣
教
師
︑
狂
信
家
そ
し
て

法
律
家
で
あ
り
︑
最
善
な
の
は
道
理
を
わ
き
ま
え
た
︑
人
情
味
あ
る
懐
疑
家
で
あ

る
﹂
と
述
べ
て
い
る
の
は
有
名
で
あ
る
︵
ニ
コ
ル
ソ
ン
﹃
外
交
﹄
四
三
頁
︶︒
坂

野
正
高
氏
も
﹁
法
律
家
が
活
躍
す
る
舞
台
は
︑
合
法
と
非
合
法
︑
あ
る
い
は
正
と

邪
を
分
か
つ
法
廷
で
あ
る
︒
法
廷
と
い
う
も
の
は
︑
強
制
力
と
し
て
の
︑
警
察
力

と
刑
務
所
を
背
後
に
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
法
律
家
は
︑
問
題
を
解
決

す
る
場
合
に
︑
あ
ら
ゆ
る
予
想
し
う
る
場
合
を
詳
細
に
規
定
し
た
協
定
に
よ
ろ
う

と
す
る
︒
き
ち
っ
と
し
た
方
式
を
積
み
重
ね
た
完
全
に
秩
序
だ
っ
た
体
系
の
中
に

当
て
は
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
国
際
政
治
の
舞
台
は
こ
れ
と

違
う
︒
国
際
法
は
外
交
の
世
界
の
一
部
を
カ
バ
ー
す
る
だ
け
で
あ
る
︒
か
つ
︑
ほ

と
ん
ど
強
制
力
が
な
い
︒
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
紛
争
は
︑

外
交
官
の
扱
う
紛
争
の
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
︒
つ
ま
り
外
交
官
は
正
邪
の
間

を
調
整
す
る
も
の
で
は
な
く
て
︑
対
立
す
る
利
害
関
係
を
調
整
す
る
も
の
で
あ

る
﹂
と
法
律
家
と
外
交
官
の
差
異
を
解
説
し
て
い
る
︵
坂
野
正
高
﹃
現
代
外
交
の

分
析

情
報
・
政
策
決
定
・
外
交
交
渉
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
一
年
︑
二

二
一
頁
︶︒
逆
に
︑
国
際
法
学
者
の
立
場
か
ら
は
︑﹁
国
家
は
常
に
交
渉
を
準
備
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
︑
あ
ら
ゆ
る
合
意
の
条
件
は
︑
各
当
事
者
の
立
場
の

本
来
的
理
非
を
一
般
的
に
反
映
す
る
の
で
は
な
く
し
て
︑
彼
等
の
相
対
的
権
力
を

反
映
す
る
の
で
あ
る
︑
と
い
う
事
実
を
無
視
し
て
い
る
︑
と
さ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑

何
等
正
当
化
さ
れ
ざ
る
主
張
を
有
す
る
国
家
は
︑
優
越
し
た
権
力
の
行
使
に
よ
っ

て
︑
自
国
に
有
利
な
交
渉
に
よ
る
解
決
を
達
成
し
う
る
で
あ
ろ
う
︒﹂
と
い
う
︑

外
交
へ
の
評
価
が
あ
る
︵
Ｊ
・
Ｇ
・
メ
ル
リ
ス
著
︑
長
谷
川
正
国
訳
﹃
国
際
紛
争

の
平
和
的
解
決
﹄
敬
文
堂
︑
一
九
八
七
年
︑
一
九

二
〇
頁
︶︒

㉞

D
D
F
,
t.5,
N
o
80,
C
hallm
el-Lacour
à
F
erry,
lettre
privée,19
août

1883.

㉟

A
D
PP,vol.5,M
orton
to
F
relinghuysen,N
o.397,22
A
ugust
1883.

㊱

U
n
D
iplom
ate,
op.
cit.,
p.89.

㊲

L
JT
/A
T
,
t.
2,
N
o

265,
E
ntretien
de
F
erry
avec
T
seng,
26

septem
bre
1883.

㊳

シ
ャ
ル
メ
ル
・
ラ
ク
ー
ル
は
︑
協
和
帝
の
全
面
降
伏
に
よ
っ
て
清
朝
に
融
和
的

態
度
で
臨
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
趣
旨
の
電
報
を
ト
リ
ク
ー
に
送
っ
て
い
る

︵
M
A
E
/C
PC
C
,
t.10,
C
hallm
el-Lacour
à
T
ricou,
télégram
,31
août

1883︶︒

㊴

D
D
F
,
t.
5,
N
o
89,
C
hallm
el-Lacour
à
W
addington,
5
septem
bre

1883.

㊵

D
D
F
,
t.5,
N
o
101,
W
addington
à
C
hallm
el-Lacour,13
septem
bre

1883.

㊶

D
D
F
,t.5,N
o
95
note(1),C
hallm
el-Lacour
à
W
addington,télégram
,

10
septem
bre
1883.

㊷

D
D
F
,
t.5,
N
o
101,
W
addington
à
C
hallm
el-Lacour,13
septem
bre

1883.

㊸

D
D
F
,
t.
5,
N
o
98,
C
hallm
el-Lacour
à
W
addington,
télégram
,
12

septem
bre
1883.

㊹

D
D
F
,
t.
5,
N
o
102,
C
hallm
el-Lacour
à
W
addington,
télégram
,
14

septem
bre
1883.

㊺

LJT
/A
T
,
t.2,
N
o
261,
M
ém
orandum
,15
septem
bre
1883
(rem
is
à

T
seng,17
septem
bre
1883).

㊻

D
D
F
,
t.5,
N
o
101,
W
addington
à
C
hallm
el-Lacour,
Lettre
particu-
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lière,23
septem
bre
1883.﹃
翁
日
記
﹄
第
二
十
二
冊
︑
癸
未
八
月
二
十
一
日
︒

㊼

F
O
17/924,Parkes
to
G
ranville,N
o.17,29
Septem
ber
1883.張
志
勇

﹁
一
八
八
三

一
八
八
五
年
英
国
対
中
法
矛
盾
的
斡
旋
﹂
も
参
照
︒

㊽

な
お
︑
清
朝
側
の
史
料
で
は
︑
九
月
二
六
日
の
フ
ェ
リ
と
曾
紀
沢
の
会
談
に
お

い
て
も
﹁
照
会
﹂
に
関
連
し
た
や
り
と
り
が
な
さ
れ
て
い
る
︵﹃
交
渉
檔
﹄
第
三

冊
︵
六
五
一
︶
光
緒
九
年
八
月
二
十
六
日
の
会
談
記
録
︑
曾
紀
沢
よ
り
総
理
衙
門

宛
函
に
添
付
︶︒
と
こ
ろ
が
︑
フ
ラ
ン
ス
側
の
会
談
記
録
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
発

言
は
確
認
で
き
な
い
︒
こ
れ
は
︑
岡
本
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
﹁
清
朝
と
の
協
議

に
話
を
も
っ
て
い
き
や
す
い
﹂
よ
う
に
す
る
た
め
の
フ
ラ
ン
ス
の
﹁
作
為
﹂
で
あ

ろ
う
︵
岡
本
隆
司
﹃
中
国
の
誕
生
﹄
一
五
三
頁
︶︒

㊾

﹃
交
渉
檔
﹄
第
三
冊
︵
六
五
一
︶﹁
照
録
覆
法
外
部
文
﹂
光
緒
九
年
九
月
初
一

日
︑
曾
紀
沢
よ
り
総
理
衙
門
宛
函
に
添
付
︒

第
三
章

一
一
月
一
六
日
の
同
文
通
牒

一
八
八
三
年
九
月
よ
り
一
一
月
に
か
け
て
︑
清
朝
朝
廷
は
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
頑
な
な
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
イ
ー
ス

ト
マ
ン
氏
が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
れ
は
清
朝
朝
廷
の
決
意
や
覚
悟
を
表
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い①
︒
清
朝
海
関
総
税
務
司

ハ
ー
ト
︵
Sir
R
obert
H
art︶
は
﹁
都
で
は
ミ
コ
ー
バ
ー
の
方
針
が
は
び
こ
っ
て
お
り
﹂︑﹁
官
僚
た
ち
は
﹁
そ
の
う
ち
何
と
か
な
る
さ
﹂
の
方

を
好
ん
で
い
る
﹂
と
書
い
て
い
る②
︒﹁
ミ
コ
ー
バ
ー
﹂
は
︑
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
小
説
﹃
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
パ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
﹄
に
出
て
く
る
楽

天
家
で
︑
ハ
ー
ト
は
現
実
か
ら
遊
離
し
た
清
朝
朝
廷
の
雰
囲
気
を
揶
揄
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
威
勢
よ
く
見
え
る
清
議
派
人
士
も
︑
例
外
で
は
な

か
っ
た
︒
当
時
朝
廷
の
若
手
官
員
で
あ
っ
た
何
剛
徳
は
︑
清
議
派
が
見
通
し
の
甘
さ
ゆ
え
に
大
言
壮
語
し
︑
の
ち
に
戦
争
が
現
実
と
な
っ
て
仰

天
し
て
い
る
様
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
後
年
回
顧
し
て
い
る③
︒
つ
ま
り
︑
清
議
派
が
強
硬
論
を
ぶ
つ
の
も
︑
実
際
に
戦
争
と
な
る
可
能
性
を

過
小
評
価
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
わ
か
る
︒
坂
野
正
高
氏
・
武
内
房
司
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
実
の
と
こ
ろ
︑
清
議
派
の
領
袖
た
る

軍
機
大
臣
兼
総
理
衙
門
大
臣
兼
吏
部
尚
書
李
鴻
藻
と
軍
機
大
臣
兼
工
部
尚
書
翁
同
龢
も
戦
争
の
回
避
を
望
ん
で
い
た④
︒

清
朝
朝
廷
が
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
一
〇
月
一
九
日
︑
李
鴻
藻
や
翁
同
龢
は
︑
フ
ラ
ン
ス
軍
が
清
朝
軍
の
駐
留
地
に
侵
攻
し
た
場
合
︑

清
朝
軍
は
武
力
で
対
抗
す
る
と
い
う
趣
旨
の
同
文
通
牒
(circular
note)
︱
各
国
へ
一
斉
に
送
ら
れ
る
同
一
内
容
の
通
牒
︵
た
だ
し
漢
語
で
は

照
会

︵
原
文
︶
と
表
現
さ
れ
他
の
文
書
と
名
称
上
の
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
︶
︱
の
送
付
を
発
案
し
た⑤
︒
恭
親
王
は
同
文
通
牒
送
付
に
消
極
的
な
姿
勢
を
見
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せ
た
が
︑
李
鴻
藻
・
翁
同
龢
は
二
三
日
に
李
鴻
章
へ
書
翰
を
出
し
︑
本
件
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た⑥
︒
こ
の
書
翰
は
残
っ
て
い
な
い
が
︑
二
六

日
の
李
鴻
章
の
返
書
か
ら
︑
李
鴻
藻
・
翁
同
龢
が
挙
げ
た
同
文
通
牒
送
付
の
目
的
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
同
文
通
牒
送
付
に
つ
い
て
︑
李
鴻

藻
・
翁
同
龢
は
︑︵
一
︶
各
国
に
向
け
て
清
朝
軍
の
活
動
を
通
知
し
な
け
れ
ば
現
地
軍
の
行
動
が
制
約
さ
れ
て
し
ま
う
︑︵
二
︶
同
文
通
牒
送
付

に
よ
っ
て
第
三
国
の
﹁
従
旁
調
停
﹂
を
期
待
で
き
る
︑
と
い
う
二
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
た⑦
︒

し
か
し
︑
す
で
に
対
仏
妥
協
の
姿
勢
を
鮮
明
に
し
て
い
た
李
鴻
章
は
返
書
で
︑
同
文
通
牒
の
送
付
に
反
対
の
立
場
を
示
し
た
︒
加
え
て
ハ
ー

ト
も
︑
同
文
通
牒
の
件
を
聞
き
︑﹁
戦
争
が
差
し
迫
っ
て
い
る
︵
w
ar
im
m
inent︶
﹂
と
見
做
し
︑
実
行
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
し
た⑧
︒

ハ
ー
ト
は
︑
諫
止
に
失
敗
し
た
後
︑
清
朝
海
関
ロ
ン
ド
ン
事
務
所
税
務
司
キ
ャ
ン
ベ
ル
︵
Jam
es
D
uncan
C
am
pbell︶
へ
﹁
今
や
︑
我
が
中
国

は
戦
争
を
す
る
の
は
確
実
と
み
な
し
た
方
が
正
し
い
と
思
う
﹂
と
書
い
て
い
る⑨
︒
李
鴻
章
・
ハ
ー
ト
は
︑
同
文
通
牒
送
付
を
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦

争
を
決
定
的
に
す
る
危
険
な
行
為
と
見
た
わ
け
で
あ
る
︒

だ
が
︑
諸
外
国
へ
の
文
書
送
付
を
有
効
と
考
え
た
の
は
李
鴻
藻
・
翁
同
龢
だ
け
で
は
な
い
︒
同
文
通
牒
発
案
の
直
後
︑
一
〇
月
二
〇
日
に
は

広
西
巡
撫
倪
文
蔚
の
奏
摺
が
︑
一
〇
月
二
二
日
に
は
広
西
布
政
使
徐
延
旭
の
奏
摺
が
朝
廷
に
届
い
た
が
︑
こ
れ
ら
の
奏
摺
は
各
国
に
通
知
を
出

す
よ
う
に
求
め
て
い
る
︒
ま
ず
︑
倪
文
蔚
の
奏
摺
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒

愚
見
を
申
し
上
げ
ま
す
に
︑
朝
鮮
を
援
護
し
た
事
例
を
援
用
し
︑
フ
ラ
ン
ス
公
使
に
照
会

(原
文
)を
出
し
︑
あ
わ
せ
て
各
国
公
使
に
布
告
し
︑
属
藩

(原
文
)の
名
義
を
た

だ
し
た
う
え
で
︑
じ
っ
く
り
と
和
平
協
定
を
交
渉
し
て
は
い
か
が
か
と
思
い
ま
す
︒
フ
ラ
ン
ス
が
妥
協
に
応
じ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
︑
あ
る
い
は
若
干
の
酌

量
を
加
え
つ
つ
ブ
ー
レ
の
旧
草
案
に
よ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
朝
廷
の
小
を
い
つ
く
し
み
辺
境
を
安
ん
じ
る
と
い
う
思
い
は
と
も
に
最
後
ま
で
全
う
さ

れ
ま
し
ょ
う⑩
︒

他
方
︑
徐
延
旭
の
奏
摺
は
︑
総
理
衙
門
に
よ
る
各
国
へ
の
﹁
布
告
﹂
を
求
め
て
い
る
も
の
の
︑
目
的
は
書
か
れ
て
い
な
い
︒
た
だ
︑
そ
の
対
仏
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政
策
論
は
﹁
私
は
時
局
全
体
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
︑
寝
食
の
際
も
心
穏
や
か
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
︒
ま
こ
と
に
フ
ラ
ン
ス
は
ま
だ
我
々
に
対

し
て
戦
端
を
開
い
て
い
ま
せ
ん
の
で
︑
ど
う
し
て
軽
々
し
く
戦
争
の
こ
と
を
語
れ
ま
し
ょ
う
や
﹂
と
要
領
を
得
な
い
の
で
︑
開
戦
の
決
意
を
各

国
に
通
知
す
る
も
の
で
は
な
い
と
わ
か
る⑪
︒
と
す
れ
ば
︑
や
は
り
国
際
世
論
の
圧
力
に
よ
る
交
渉
の
進
展
を
期
待
し
て
い
た
も
の
と
見
て
よ
い
︒

そ
し
て
︑
同
文
通
牒
送
付
は
︑
欧
米
人
の
助
言
に
基
づ
い
た
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
李
鴻
章
の
返
書
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
︒

か
つ
て
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
両
国
は
従
旁
調
停

(
原

文

)
を
承
諾
し
た
も
の
の
︑
曾
紀
沢
の
提
案
が
︵
フ
ラ
ン
ス
の
条
件
と
︶
か
け
離
れ
て
い
た
た
め
に
︑
手
を

引
き
ま
し
た
︒
今
諸
事
情
を
各
国
に
照
会

(原
文
)し

た
と
こ
ろ
で
傍
観
す
る
だ
け
で
す
︒
タ
ッ
テ
ン
バ
ッ
ハ
と
ホ
ル
コ
ム
は
い
ず
れ
も
書
記
官
で
す
︒
小
物
で
言

葉
も
軽
く
︑
も
し
か
す
る
と
人
の
災
難
か
ら
利
益
を
引
き
出
そ
う
と
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
ず
︑
彼
ら
の
助
言
に
従
う
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う⑫
︒

ホ
ル
コ
ム
︵
C
hester
H
olcom
be︶
は
ア
メ
リ
カ
駐
清
公
使
館
一
等
書
記
官
︑
タ
ッ
テ
ン
バ
ッ
ハ
︵
C
hristian
von
T
attenbach
︶
は
ド
イ
ツ
駐

清
代
理
公
使
で
あ
る
︒
管
見
の
か
ぎ
り
︑
李
鴻
章
の
返
書
の
ほ
か
に
︑
こ
の
時
の
彼
ら
の
助
言
に
つ
い
て
内
容
を
窺
え
る
史
料
は
な
い⑬
︒
し
か

し
な
が
ら
︑
ホ
ル
コ
ム
は
一
八
八
三
年
末
に
清
仏
が
開
戦
し
た
の
ち
も
総
理
衙
門
に
助
言
を
与
え
続
け
て
お
り
︑
そ
こ
か
ら
彼
の
国
際
政
治
認

識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
ず
︑
一
八
八
四
年
五
月
三
日
の
ホ
ル
コ
ム
と
総
理
衙
門
の
会
談
記
録
に
︑
次
の
よ
う
な
問
答
を
確
認
で
き
る
︒

◯ホ

⁝
⁝
私
の
考
え
で
は
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
局
外
の
大
国
に
調
停

(原
文
)を
求
め
る
の
が
妥
当
だ
と
思
い
ま
す
︒

◯総

調
停

(原
文
)は
当
事
国
双
方
が
第
三
国
に
要
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
︒

◯ホ

も
し
中
国
が
各
国
に
こ
の
一
大
事
案
を
付
託
し
た
な
ら
︑
フ
ラ
ン
ス
は
応
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
︒
フ
ラ
ン
ス
が
応
じ
な
い
な
ら
ば
︑
各
国
が
フ

ラ
ン
ス
に
応
諾
を
迫
る
は
ず
で
す
︒
⁝
⁝⑭
︒
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結
局
︑
五
月
一
一
日
に
李
鴻
章
と
フ
ラ
ン
ス
海
軍
中
佐
フ
ル
ニ
エ
︵
F
rançois
E
rnest
F
ournier︶
と
の
間
で
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
が
結
ば
れ
︑

こ
の
時
に
清
朝
が
第
三
国
の
周
旋
を
要
請
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
撤
兵
問
題
が
こ
じ
れ
て
六
月
に
現
地
で
武
力
衝
突
が
起
こ
っ
た

こ
と
か
ら
︑
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
は
破
綻
し
た⑮
︒
そ
の
た
め
︑
七
月
に
入
っ
て
清
朝
は
ア
メ
リ
カ
に
国
際
仲
裁
を
要
請
し
︑
ホ
ル
コ
ム
は
積
極

的
に
関
与
し
た
︒
一
八
八
四
年
七
月
二
九
日
の
会
談
で
︑
ホ
ル
コ
ム
と
総
理
衙
門
は
︑
次
の
よ
う
な
や
り
取
り
を
し
て
い
る
︒

◯総

⁝
⁝
も
し
も
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
が
評
論

(原
文
)を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
な
ら
ど
う
す
る
の
か
︒

◯ホ

お
お
む
ね
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
︒
も
し
も
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
︑
各
国
は
︑
中
国
が
第
三
者
の
評
論

(原
文
)を
要
請
し
た
と
い
う
こ
と
で
︑
清
朝
に

理
が
あ
り
︑
フ
ラ
ン
ス
は
評
論

(原
文
)を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
の
で
︑
明
ら
か
に
理
に
も
と
る
と
わ
か
り
ま
す
︒
⁝
⁝⑯

し
か
し
︑
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
は
国
際
仲
裁
を
拒
否
し
続
け
た
︒
そ
こ
で
ホ
ル
コ
ム
は
︑﹁
フ
ラ
ン
ス
は
自
ら
が
理
に
も
と
る
と
わ
か
っ
て
い
る

の
で
︑
と
り
つ
ぎ
人
の
説
得
に
耳
を
貸
さ
な
い
﹂
と
各
国
に
声
明
す
る
同
文
通
牒
を
清
朝
の
た
め
に
起
草
し
た⑰
︒
こ
の
同
文
通
牒
に
つ
い
て
︑

八
月
一
日
に
ホ
ル
コ
ム
は
総
理
衙
門
と
次
の
よ
う
な
会
話
を
し
て
い
る
︒

◯ホ

ベ
ト
ナ
ム
が
中
国
の
属
国
で
あ
る
こ
と
︑
フ
ラ
ン
ス
が
こ
れ
ま
で
し
て
き
た
こ
と
︑
フ
ラ
ン
ス
が
ど
の
よ
う
な
条
約
違
反
を
し
︑
中
国
が
い
か
な
る

条
約
違
反
も
し
て
い
な
い
こ
と
を
詳
細
に
は
っ
き
り
と
各
国
に
照
会

(原
文
)し
て
承
知
さ
せ
る
べ
き
で
す
︒
⁝

◯総

フ
ラ
ン
ス
が
調
処

(原
文
)を
求
め
ぬ
以
上
︑
各
国
に
照
会

(原
文
)を
出
し
て
も
効
果
は
な
い
だ
ろ
う
︒

◯ホ

各
国
に
照
会

(原
文
)を

出
す
の
は
︑
中
国
に
と
て
も
有
利
に
働
き
ま
す
︑
や
ら
な
い
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん⑱
︒

こ
れ
ら
一
八
八
四
年
の
諸
事
例
か
ら
︑
ホ
ル
コ
ム
が
国
際
仲
裁
や
列
国
の
一
致
し
た
圧
力
︑
国
際
世
論
の
喚
起
に
よ
る
紛
争
解
決
を
高
く
評
価
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し
て
い
た
と
わ
か
る
︒
と
す
れ
ば
︑
一
八
八
三
年
一
〇
月
に
も
︑
ホ
ル
コ
ム
は
同
様
の
認
識
に
立
っ
た
助
言
を
李
鴻
藻
ら
に
行
っ
て
い
た
と
見

て
よ
い
︒

も
と
よ
り
︑
ホ
ル
コ
ム
は
そ
れ
ま
で
に
ア
メ
リ
カ
駐
清
代
理
公
使
を
何
度
も
つ
と
め
た
人
物
で
︑﹁
小
物
﹂
扱
い
す
る
の
は
当
を
欠
く
が
︑

そ
れ
だ
け
李
鴻
章
が
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
ホ
ル
コ
ム
の
助
言
は
清
議
派
を
勢
い
づ
か
せ
る
も
の
で
︑
交
渉
妥
結
を
目

指
す
李
鴻
章
に
と
っ
て
は
不
都
合
な
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
一
〇
月
三
〇
日
に
西
太
后
に
よ
っ
て
同
文
通
牒
の
送
付
が
裁
可
さ
れ
︑
翌
月
一
六
日
︑
各
国
駐
清
公
使
に
同
文
通
牒
が
送
付
さ
れ

る⑲
︒
同
文
通
牒
送
付
の
前
日
︑
フ
ラ
ン
ス
駐
清
代
理
公
使
ス
マ
レ
︵
M
arie
Joseph
C
laude
É
douard
R
obert,com
te
de
Sem
allé︶
と
の
会
談

で
︑
李
鴻
藻
を
は
じ
め
総
理
衙
門
大
臣
は
﹁
和
解
の
精
神
﹂
を
も
っ
て
同
文
通
牒
を
用
意
し
た
と
述
べ
て
い
る⑳
︒
ス
マ
レ
も
︑
同
文
通
牒
の
目

的
は
︑
戦
争
の
挑
発
で
は
な
く
︑﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
論
﹂
の
喚
起
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
の
軍
事
行
動
の
阻
止
に
あ
る
と
見
て
い
る㉑
︒
ま
た
︑
ス
マ

レ
に
よ
れ
ば
︑
北
京
駐
在
の
各
国
の
公
使
・
代
理
公
使
も
︑
総
理
衙
門
が
﹁
紛
争
の
平
和
的
解
決
に
到
達
し
た
い
と
い
う
強
い
意
志
﹂
を
持
っ

て
い
る
と
の
認
識
を
共
有
し
て
い
た
と
い
う㉒
︒
同
文
通
牒
は
︑
清
朝
の
言
い
分
と
論
拠
を
列
挙
し
た
う
え
で
︑

そ
も
そ
も
中
国
が
二
〇
〇
年
あ
ま
り
冊
封
と
朝
貢
を
と
り
行
い
︑
た
び
た
び
保
護
を
行
っ
て
き
た
国
を
中
国
の
属
国
と
認
め
な
い
な
ら
ば
曲
直
是
非
は
明

瞭
で
︑
天
下
の
各
国
も
公
論

(原
文
)を
抱
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
お
よ
そ
属
国
を
保
有
す
る
国
な
ら
ば
︑
こ
ん
な
侮
り
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
︒
中
国

側
は
国
家
間
の
友
好
に
熱
意
を
持
っ
て
い
る
の
で
︑
も
し
フ
ラ
ン
ス
が
親
善
を
深
め
よ
う
と
願
い
︑
互
い
に
平
和
裏
に
交
渉
す
る
の
な
ら
︑
ま
だ
和
解
は

可
能
で
あ
る
︒
も
し
名
義
を
顧
み
ず
︑
た
だ
ち
に
計
画
を
実
行
し
︑
ト
ン
キ
ン
に
お
け
る
我
が
軍
の
駐
留
地
に
侵
攻
し
た
な
ら
ば
︑
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
か

ら
戦
端
を
開
く
行
為
で
あ
り
︑
我
が
ベ
ト
ナ
ム
駐
留
軍
は
座
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
︑
必
ず
武
力
を
行
使
す
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
和
平
が
損
な
わ

れ
て
も
︑
悔
い
る
こ
と
は
な
い㉓
︒
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と
結
ん
で
い
る
︒
こ
の
文
章
か
ら
見
て
︑
李
鴻
藻
・
翁
同
龢
は
不
条
理
を
覚
え
る
譲
歩
も
冒
険
と
な
る
戦
争
も
回
避
し
た
い
と
い
う
願
望
を
持

し
て
︑
国
際
世
論
の
圧
力
あ
る
い
は
第
三
国
の
仲
裁
も
し
く
は
仲
介
︑
周
旋
に
よ
る
清
仏
和
平
交
渉
妥
結
の
可
能
性
に
賭
け
た
と
見
て
よ
い
︒

一
二
月
に
清
朝
駐
英
公
使
館
書
記
官
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
外
相
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
︑

も
し
列
国
が
︑︵
戦
争
に
訴
え
る
前
に
第
三
国
の
仲
介
に
付
す
こ
と
を
と
り
き
め
た
ク
リ
ミ
ア
戦
争
後
の
︶
一
八
五
六
年
の
パ
リ
会
議
の
原
則
に
の
っ
と
っ

て
行
動
し
︑
共
同
で
フ
ラ
ン
ス
に
働
き
か
け
︑
友
好
的
な
紛
争
解
決
に
向
け
て
周
旋
の
受
け
入
れ
を
か
の
国
に
促
し
て
く
れ
た
な
ら
︑
中
国
は
平
和
へ
の

関
心
か
ら
大
き
な
譲
歩
を
し
︑
合
理
的
な
範
囲
に
お
い
て
︑
本
気
で
列
国
の
意
見
を
受
け
入
れ
る
心
づ
も
り
で
い
ま
す㉔
︒

と
清
朝
の
立
場
を
説
明
し
て
い
る
か
ら
︑
列
国
が
共
同
で
フ
ラ
ン
ス
に
和
平
案
の
受
諾
を
迫
る
と
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

で
は
︑
同
文
通
牒
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

フ
ラ
ン
ス
外
務
省
政
治
局
長
ビ
ヨ
は
︑
同
文
通
牒
を
め
ぐ
っ
て
﹁
人
び
と
が
非
常
に
騒
い
だ
﹂
と
書
い
て
い
る㉕
︒
ま
た
同
文
通
牒
送
付
の
二

日
後
に
は
︑
イ
ギ
リ
ス
外
相
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
が
フ
ラ
ン
ス
駐
英
大
使
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
へ
﹁
不
偏
不
党
の
立
場
に
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
国
も
し

く
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
仲
裁
﹂
を
提
案
し
て
い
る㉖
︒
よ
っ
て
︑
同
文
通
牒
が
国
際
世
論
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
し
か
し
な

が
ら
︑
国
際
世
論
に
軍
事
行
動
を
阻
止
す
る
力
は
な
く
︑
フ
ラ
ン
ス
は
イ
ギ
リ
ス
の
国
際
仲
裁
提
案
も
受
け
入
れ
な
か
っ
た
︒

ベ
ル
リ
ン
で
は
︑
清
朝
駐
独
公
使
李
鳳
苞
が
同
文
通
牒
の
趣
旨
を
ド
イ
ツ
外
相
ハ
ッ
ツ
フ
ェ
ル
ト
︵
Paul
von
H
atzfeldt︶
に
伝
え
︑
ド
イ

ツ
に
よ
る
周
旋
の
可
能
性
を
探
っ
た
が
即
座
に
拒
否
さ
れ
る㉗
︒
会
談
後
︑
李
鳳
苞
は
総
理
衙
門
へ
︑
フ
ラ
ン
ス
の
条
件
に
よ
る
即
時
の
合
意
︑

そ
れ
も
不
可
能
な
ら
ば
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
即
時
撤
退
を
進
言
し
た
︒
そ
し
て
︑﹁
ま
た
各
国
の
内
心
は
︑
実
の
と
こ
ろ
成
り
行
き
を
見
守
る
つ

も
り
で
︑
公
論
(原
文
)
を
持
す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
﹂
と
︑
本
国
の
願
望
を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
て
い
る㉘
︒
清
朝
駐
仏
兼
駐
英
公
使
曾
紀
沢
も
ド
イ
ツ

駐
仏
大
使
を
通
し
て
ド
イ
ツ
に
周
旋
を
要
望
し
た
が
︑
ド
イ
ツ
首
相
ビ
ス
マ
ル
ク
︵
O
tto
von
B
ism
arck
︶
は
こ
れ
を
拒
否
し
た㉙
︒
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ワ
シ
ン
ト
ン
で
は
︑
清
朝
駐
米
公
使
鄭
藻
如
が
︑
訓
電
に
し
た
が
い
同
文
通
牒
の
内
容
を
ア
メ
リ
カ
政
府
に
通
知
し
た
︒
し
か
し
︑
彼
は
そ

れ
を
報
告
す
る
文
書
で
︑

フ
ラ
ン
ス
人
は
自
ら
が
理
に
も
と
る
と
わ
か
っ
て
い
る
の
で
︑
他
国
の
干
渉
を
と
て
も
忌
避
し
て
い
ま
す
︒
将
来
ア
メ
リ
カ
政
府
に
和
解

(原
文
)を

要
請
し
た
と

し
て
も
︑
フ
ラ
ン
ス
の
依
頼
も
必
要
に
な
り
ま
し
て
︑
双
方
が
ア
メ
リ
カ
公
使
に
介
入
を
要
請
し
な
い
こ
と
に
は
︑
効
果
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
も
し
も
中
国

一
方
の
み
が
第
三
者
に
要
請
す
る
の
で
は
︑
各
国
の
慣
例
に
な
い
こ
と
と
な
り
︑
要
請
し
て
も
し
な
か
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
す㉚
︒

と
い
う
曾
紀
沢
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
︒
鄭
藻
如
も
ま
た
︑
ア
メ
リ
カ
の
関
与
に
対
仏
交
渉
の
打
開
を
期
待
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
︒
こ
の
ほ
か
︑
イ
タ
リ
ア
・
オ
ラ
ン
ダ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
各
政
府
に
も
清
朝
在
外
公
館
経
由
で
同
文
通
牒
の
趣
旨
が

伝
え
ら
れ
た
が
︑
芳
し
い
反
応
は
な
か
っ
た㉛
︒

他
方
︑
そ
の
意
図
が
ど
う
あ
れ
︑
同
文
通
牒
は
﹁
最
後
通
牒
の
性
格
﹂
を
持
つ
と
解
釈
で
き
た㉜
︒
一
二
月
一
日
︑
ス
マ
レ
は
フ
ェ
リ
に
︑
清

朝
は
﹁
驕
り
﹂
と
﹁
無
知
﹂︑﹁
南
方
よ
り
の
楽
観
的
奏
摺
﹂
に
よ
っ
て
﹁
判
断
を
誤
っ
て
い
る
﹂
と
し
︑
次
の
よ
う
に
武
力
行
使
を
促
し
て
い

る
︒

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
︑
こ
の
状
況
で
は
︑
あ
ら
ゆ
る
交
渉
の
試
み
は
当
然
な
が
ら
失
敗
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
︒
し
か
し
︑
時
間
は
切
迫
し
て
い
ま
す
︒

も
う
行
動
す
べ
き
決
定
的
な
時
と
な
っ
て
お
り
ま
す
︒
そ
れ
に
︑
中
国
は
ト
ン
キ
ン
で
我
々
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
︑
と
非
常
に
は
っ
き
り
声
明
さ
れ
た

の
で
す
か
ら
︑
我
々
は
素
直
に
戦
い
を
受
け
て
立
つ
べ
き
で
し
ょ
う㉝
︒

ま
た
︑
フ
ラ
ン
ス
の
軟
化
を
期
待
し
た
分
︑
清
朝
の
譲
歩
案
提
示
は
遅
く
な
っ
て
い
る
︒
一
二
月
一
〇
日
に
よ
う
や
く
︑
宗
主
権
な
ど
﹁
原
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則
問
題
﹂
を
棚
上
げ
し
た
﹁
新
た
な
譲
歩
案
﹂
が
︑
曾
紀
沢
か
ら
イ
ギ
リ
ス
外
相
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
駐
英
大
使
ワ
デ
ィ
ン
ト

ン
に
提
示
さ
れ
た㉞
︒
し
か
し
︑
一
三
日
に
は
フ
ラ
ン
ス
軍
が
ソ
ン
タ
イ
に
駐
留
し
て
い
た
清
朝
軍
を
攻
撃
す
る
︒
す
で
に
李
鴻
章
ら
沿
海
諸
省

の
総
督
・
巡
撫
も
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
の
来
襲
に
備
え
防
備
を
固
め
始
め
て
い
た
が
︑﹁
主
和
論
者
﹂
た
る
翁
同
龢
だ
け
は
最
後
ま
で
交
渉
に
よ
る

妥
結
の
可
能
性
を
信
じ
て
い
た㉟
︒
翌
年
三
月
︑
清
朝
軍
は
バ
ク
ニ
ン
で
大
敗
を
喫
し
︑
四
月
に
李
鴻
章
が
和
平
交
渉
を
一
任
さ
れ
た
︒
交
渉
相

手
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
海
軍
中
佐
フ
ル
ニ
エ
と
の
会
談
で
︑
李
鴻
章
は
﹁
朝
廷
の
執
政
者
は
各
国
の
い
い
加
減
な
話
に
乗
っ
て
戦
争
に
な
っ
た

︵
北
京
執
政
誤
聴
各
国
浮
言
失
和
︶
﹂
と
語
っ
て
い
る㊱
︒
こ
れ
は
︑
同
文
通
牒
の
一
件
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

①

Lloyd
E
.
E
astm
an,
T
hrone
and
M
andarins
;
C
hina̓
s
Search
for
a

P
olicy
during
the
Sino-French
C
ontroversy,
1880-1885,
C
am
bridge

M
ass
:
H
arvard
U
niversity
Press,1967,
pp.96-97.

②

A
C
IM
,vol.1,N
o.1122,H
art
to
C
am
pbell,24
O
ctober
1883.李
鴻
章

も
北
京
朝
廷
は
﹁
現
実
離
れ
し
て
い
る
﹂
と
ト
リ
ク
ー
に
述
べ
た
と
い
う

︵
M
A
E
/C
PC
63,
A
nnexé
à
no
num
ero
(F
ournier
à
Payron,
6

décem
bre
1883),R
etour
à
T
ientsin,D
euxièm
e
viste
de
T
ricou
à
Li-

hong-C
hang
︶︒

③

何
剛
徳
﹃
客
座
偶
談
﹄︵
上
海
古
籍
書
店
︑
一
九
八
三
年
︶
巻
一
︑
葉
一
一

一
二
︒

④

坂
野
正
高
﹃
近
代
中
国
政
治
外
交
史
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
三
年
︑
三

五
六
頁
︒
歴
史
学
研
究
会
編
﹃
世
界
史
史
料
﹄
九
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
八
年
︑

八
二
頁
︑
武
内
房
司
氏
の
解
説
︒

⑤

﹃
翁
日
記
﹄
第
二
二
冊
︑
癸
未
九
月
十
九
日
の
条
︒

⑥

﹃
翁
日
記
﹄
第
二
二
冊
︑
癸
未
九
月
二
十
三
日
の
条
︒

⑦

﹃
李
文
忠
公
全
集
﹄
訳
署
函
稿
一
五
﹁
論
越
事
﹂
光
緒
九
年
九
月
二
十
六
日
︒

⑧

A
C
IM
,
vol.
1,
N
o.
1130,
H
art
to
C
am
pbell,
13
N
ovem
ber
1883.

A
C
IM
,
vol.1,
N
o.1155,
H
art
to
C
am
pbell,13
January
1884.

⑨

A
C
IM
,
vol.1,
N
o.1133,
H
art
to
C
am
pbell,18
N
ovem
ber
1883.

⑩

﹃
交
渉
史
料
﹄
巻
七
︵
二
一
五
︶﹁
広
西
巡
撫
倪
文
蔚
奏
探
越
南
防
務
愈
棘
請

先
正
属
藩
之
名
摺
﹂
光
緒
九
年
九
月
初
五
日
︒

⑪

﹃
交
渉
史
料
﹄
巻
七
︵
二
一
七
︶﹁
広
西
布
政
使
徐
延
旭
奏
報
法
兵
仍
向
劉
団

尋
釁
粤
軍
駐
守
如
常
摺
﹂
光
緒
九
年
九
月
初
一
日
︒

⑫

﹃
李
文
忠
公
全
集
﹄
訳
署
函
稿
一
五
﹁
論
越
事
﹂
光
緒
九
年
九
月
二
十
六
日
︒

⑬

ア
メ
リ
カ
駐
清
公
使
ヤ
ン
グ
は
一
八
八
三
年
一
二
月
二
四
日
付
文
書
で
清
仏
交

渉
に
関
す
る
報
告
を
し
て
い
る
が
︑
ホ
ル
コ
ム
の
活
動
に
つ
い
て
言
及
は
な
い

︵
U
SD
S/D
D
,
C
hina,
vol.
67,
Y
oung
to
F
relinghuysen,
N
o.
308,
24

D
ecem
ber
1883︶︒
な
お
︑
タ
ッ
テ
ン
バ
ッ
ハ
の
言
動
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
﹁
対

独
復
讐
﹂
を
避
け
る
た
め
フ
ラ
ン
ス
の
極
東
進
出
を
歓
迎
し
て
い
た
ド
イ
ツ
の
外

交
方
針
に
即
し
て
理
解
し
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
︒

⑭
﹃
晩
清
外
交
会
晤
幷
外
務
密
啓
檔
案
匯
編
﹄︵
全
国
図
書
館
文
献
縮
微
複
制
中
心
︑

二
〇
〇
八
年
︶
第
四
冊
︑
ホ
ル
コ
ム
と
呉
廷
芬
・
陳
蘭
彬
の
会
談
記
録
︑
光
緒
十

年
四
月
初
九
日
︒

⑮

望
月
直
人
﹁
清
仏
戦
争
へ
の
道
程

李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
と
バ
ク
レ
事
件
を
め

ぐ
っ
て
﹂﹃
東
洋
史
苑
﹄
七
六
︑
二
〇
一
〇
年
︒

⑯

﹃
交
渉
史
料
﹄
巻
二
〇
︵
八
七
三
︶﹁
総
理
衙
門
与
何
天
爵
問
答
節
略
﹂
光
緒
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十
年
六
月
初
九
日
︒

⑰

﹃
交
渉
史
料
﹄
巻
二
一
︵
九
九
一
︶
附
件
一
﹁
総
理
衙
門
与
何
天
爵
問
答
﹂
光

緒
十
年
六
月
十
八
日
︒

⑱

﹃
交
渉
史
料
﹄
巻
二
一
︵
一
〇
二
八
︶﹁
総
理
衙
門
与
美
国
何
天
爵
問
答
節
略
﹂

光
緒
十
年
六
月
二
十
一
日
︒

⑲

﹃
翁
日
記
﹄
第
二
二
冊
︑
癸
未
九
月
三
十
日
の
条
︑
同
癸
未
一
〇
月
十
六
日
の

条
︒﹃
交
渉
史
料
﹄
巻
七
︵
二
二
五
︶﹁
軍
機
処
密
寄
署
直
隷
総
督
李
鴻
章
等
上

諭
﹂
光
緒
九
年
九
月
三
十
日
︒

⑳

M
A
E
/C
PC
,t.63,Procès-verbal
de
l̓E
ntrevenu,15
novem
bre
1883,

annexé
I
à
D
épêche
no
7,
Sem
allé
à
F
erry.
M
arie
Joseph
C
laude

É
douard
R
obert
com
te
de
Sem
allé,Q
uatre
ans
à
P
ékin,
août
1880-

août
1884,
Paris
:
G
abriel
E
nault,1933,
p.164.

㉑

M
A
E
/C
PC
,
t.63,
Sem
allé
à
F
erry,
no
7,19
novem
bre
1883.

㉒

M
A
E
/C
PC
,
t.63,
Sem
allé
à
F
erry,
no
8,1
décem
bre
1883.

㉓

﹃
中
美
往
来
照
会
集
︵
一
八
四
六

一
九
三
一
︶﹄︵
広
西
師
範
大
学
出
版
社
︑

二
〇
〇
九
年
︶
六
︑
二
四
七
頁
︑
総
理
衙
門
か
ら
ア
メ
リ
カ
駐
清
公
使
ヤ
ン
グ
宛

照
会
︑
光
緒
九
年
十
月
十
七
日
︒

㉔

F
O
17/943,
M
em
orandum
by
Pouncefote,20
D
ecem
ber
1883.

㉕

U
n
D
iplom
ate,
op.
cit.,
p.89.

㉖

D
D
F
,
t.5,
N
o
139,
G
ranville
à
W
addington,
Lettre
particulière
et

confidentielle,18
novem
bre
1883.

㉗

﹃
交
渉
檔
﹄
第
三
冊
︵
七
二
〇
︶
李
鳳
苞
か
ら
総
理
衙
門
宛
︑
光
緒
九
年
十
二

月
二
十
六
日
︵
收
︶︒

㉘

﹃
交
渉
檔
﹄
第
三
冊
︵
七
二
〇
︶
李
鳳
苞
か
ら
総
理
衙
門
宛
︑
光
緒
九
年
十
二

月
二
十
六
日
︵
收
︶︒

㉙

D
D
F
,
t.5,
N
o
164,
C
ourcel
à
F
erry,
télégram
,13
décem
bre
1883.

㉚

﹃
交
渉
檔
﹄
第
三
冊
︵
七
三
三
︶
鄭
藻
如
か
ら
総
理
衙
門
︑
光
緒
十
年
正
月
二

十
日
︵
收
︶︒

㉛

﹃
交
渉
檔
﹄
第
三
冊
︵
七
三
〇
︶
李
鳳
苞
か
ら
総
理
衙
門
宛
︑
光
緒
十
年
正
月

十
二
日
︵
收
︶︒

㉜

M
A
E
/C
PC
,
t.63,
Sem
allé
à
F
erry,
no
7,19
novem
bre
1883.

㉝

M
A
E
/C
PC
,
t.63,
Sem
allé
à
F
erry,
no
8,1
décem
bre
1883.

㉞

D
D
F
,
t.5,
N
o
155,
W
addington
à
F
erry,
télégram
,10
décem
bre

1883.

㉟

﹃
翁
日
記
﹄
第
二
二
冊
︑
癸
未
一
一
月
二
六
日
の
条
︒
な
お
︑﹁
主
和
論
者
﹂

は
坂
野
正
高
氏
の
表
現
で
あ
る
︵
坂
野
正
高
﹃
近
代
中
国
政
治
外
交
史
﹄︑
三
五

六
頁
︶︒

㊱

﹃
翁
日
記
﹄
第
二
三
冊
︑
甲
申
四
月
十
六
日
の
条
︒
た
だ
﹃
交
渉
史
料
﹄
お
よ

び
﹃
清
季
外
交
史
料
﹄
に
採
録
さ
れ
た
会
談
記
録
に
は
︑
こ
の
語
が
見
え
な
い
︒

両
史
料
と
も
朝
廷
に
保
存
さ
れ
た
檔
案
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
清
朝
朝

廷
の
機
微
に
触
れ
る
た
め
︑
朝
廷
内
で
の
謄
写
の
際
に
削
除
さ
れ
た
と
い
う
推
測

が
成
り
立
つ
︵﹃
交
渉
史
料
﹄
巻
一
五
︵
五
二
二
︶
附
件
一
﹁
李
鴻
章
与
法
国
福

禄
諾
面
談
節
略
﹂︒﹃
清
季
外
交
史
料
﹄︵
王
彦
威
・
王
亮
輯
︑
文
海
出
版
社
︑
一

九
六
三
年
︶
巻
四
〇
﹁
直
督
李
鴻
章
致
総
署
法
国
提
出
簡
明
条
款
函
﹂
附
件
﹁
光

緒
十
年
四
月
十
二
日
法
国
福
禄
諾
来
署
面
談
節
略
﹂︶︒
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結

論

以
上
︑
一
八
八
三
年
の
﹁
越
南
問
題
﹂
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
外
交
官
の
活
動
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
︒
そ
こ
か
ら
︑
以
下
の

よ
う
な
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒

一
八
八
三
年
七
月
初
め
の
李
鴻
章
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
へ
の
仲
裁
依
頼
は
︑
国
際
世
論
と
国
際
仲
裁
を
結
び
つ
け
た
ア
メ
リ
カ
駐
清
公
使
ヤ
ン

グ
の
助
言
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
八
月
一
八
日
に
清
朝
駐
仏
兼
駐
英
公
使
曾
紀
沢
が
フ
ラ
ン
ス
に
送
っ
た
﹁
照
会
﹂
は
︑
国
際

仲
裁
実
現
の
た
め
争
点
の
明
確
化
を
図
る
ア
メ
リ
カ
駐
仏
公
使
館
の
要
望
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
国
際
世
論
を
喚
起
し
第
三
国

に
よ
る
国
際
仲
裁
や
仲
介
︑
周
旋
を
呼
び
込
む
た
め
に
一
八
八
三
年
一
一
月
に
清
朝
が
各
国
に
送
っ
た
同
文
通
牒
も
︑
や
は
り
ア
メ
リ
カ
駐
清

公
使
館
員
ホ
ル
コ
ム
の
助
言
に
依
拠
し
て
い
た
︒
ヤ
ン
グ
や
ホ
ル
コ
ム
は
︑
国
際
政
治
に
お
け
る
﹁
世
界
の
世
論
﹂
と
国
際
仲
裁
の
役
割
を
高

く
評
価
し
て
い
た
︒
ヤ
ン
グ
や
ホ
ル
コ
ム
の
助
言
は
︑
こ
う
し
た
平
和
思
想
の
潮
流
と
非
常
に
親
和
的
で
あ
り
︑
多
分
に
そ
の
影
響
を
受
け
た

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
︒

そ
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
の
関
与
は
︑﹁
越
南
問
題
﹂
に
彼
ら
の
意
図
し
な
い
形
で
︑
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
筆
者
は
考
え
る
︒
ア
メ
リ
カ

駐
仏
公
使
館
は
︑
国
際
仲
裁
の
実
現
に
向
け
︑
清
朝
が
自
ら
の
交
渉
条
件
を
フ
ラ
ン
ス
に
提
示
す
る
よ
う
に
と
り
は
か
ら
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ

の
結
果
と
し
て
作
成
さ
れ
た
﹁
照
会
﹂
は
︑﹁
宗
主
権
﹂
な
ど
︑
従
前
の
交
渉
で
避
け
て
き
た
﹁
原
則
問
題
﹂
を
取
り
上
げ
︑
清
仏
の
主
張
の

隔
た
り
を
浮
き
彫
り
に
し
た
︒
そ
の
た
め
フ
ラ
ン
ス
の
不
興
を
買
う
と
と
も
に
︑
清
仏
二
国
間
交
渉
や
イ
ギ
リ
ス
の
周
旋
を
よ
り
困
難
に
し
た
︒

さ
ら
に
︑
ア
メ
リ
カ
駐
清
公
使
館
書
記
官
ホ
ル
コ
ム
が
行
っ
た
同
文
通
牒
送
付
の
助
言
は
︑
対
仏
妥
協
を
模
索
す
る
李
鴻
章
や
ハ
ー
ト
ら
の
意

向
と
相
反
し
︑
む
し
ろ
先
行
き
を
楽
観
視
し
て
強
硬
路
線
を
保
持
し
て
い
た
北
京
朝
廷
の
清
議
派
官
僚
の
意
向
に
沿
う
も
の
と
な
っ
た
︒
そ
し

て
同
文
通
牒
は
︑
最
後
通
牒
と
も
解
釈
さ
れ
か
ね
な
い
危
険
な
も
の
で
︑
か
え
っ
て
清
仏
の
武
力
衝
突
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
︒
清
仏
の
外
交

関
係
は
﹁
一
八
八
三
年
後
半
に
入
っ
て
︑
急
速
に
険
悪
化
﹂
す
る
が
︑
ア
メ
リ
カ
の
関
与
は
そ
の
要
因
の
一
つ
に
数
え
て
よ
い
と
考
え
る①
︒
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上
述
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
外
交
官
の
思
考
と
活
動
は
︑
ケ
ナ
ン
の
指
摘
す
る
ア
メ
リ
カ
外
交
の
﹁
法
律
家
＝
道
徳
家
的
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
と
合

致
す
る
︒
ま
た
︑
和
平
の
実
現
を
目
指
し
な
が
ら
か
え
っ
て
事
態
を
悪
化
さ
せ
る
と
い
う
点
で
も
︑
ケ
ナ
ン
の
指
摘
ど
お
り
で
あ
る
︒
も
と
よ

り
︑
ケ
ナ
ン
は
﹁
法
律
家
＝
道
徳
家
的
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
を
米
西
戦
争
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
よ
り
十
年
以
上
も
前
の
﹁
越
南
問

題
﹂
に
お
い
て
す
で
に
︑
彼
の
言
う
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
外
交
の
特
徴
は
現
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う②
︒
た
だ
︑
こ
の
﹁
越
南
問
題
﹂

に
お
け
る
失
敗
は
︑
深
く
吟
味
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る③
︒

さ
て
︑
欧
米
人
を
悩
ま
せ
続
け
て
き
た
国
際
法
の
弱
点
が
﹁
越
南
問
題
﹂
の
経
過
に
深
く
関
係
し
て
い
る
と
す
る
見
方
も
本
稿
に
よ
っ
て
あ

ら
た
め
て
裏
付
け
ら
れ
た
と
言
え
る
︒
一
九
世
紀
後
半
は
﹁
世
界
の
一
体
化
﹂
と
呼
ば
れ
る
状
況
が
進
ん
だ
が
︑
そ
れ
は
各
地
域
の
文
化
が
抱

え
る
弱
点
に
他
地
域
の
人
々
も
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
と
す
れ
ば
︑
一
九
世
紀
後
半
の
﹁
世
界
の
一
体
化
﹂
以
降
︑
各

地
域
が
抱
え
た
弱
点
や
問
題
は
︑
連
動
も
し
く
は
融
合
し
て
作
用
し
た
可
能
性
も
生
じ
る
︒
そ
の
点
で
︑
ホ
ル
コ
ム
の
助
言
を
受
け
入
れ
て
同

文
通
牒
を
出
し
た
清
議
派
に
着
目
し
た
い
︒
清
議
派
は
儒
学
の
正
統
教
義
を
重
ん
じ
︑﹁
洋
務
﹂
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
官
僚
の
グ
ル
ー
プ
と

さ
れ
る
︒
一
八
八
三
年
末
に
李
鴻
章
が
清
議
派
を
︑
歴
代
王
朝
を
滅
亡
に
追
い
や
っ
た
﹁
南
宋
以
後
の
士
大
夫
﹂
に
擬
え
た
奏
摺
を
し
た
た
め

て
い
る
こ
と
か
ら
し
て④
︑
清
議
派
が
儒
学
思
想
の
保
持
か
ら
欧
米
の
思
想
・
制
度
の
受
容
へ
と
政
治
姿
勢
を
転
換
し
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
中

華
王
朝
の
対
外
政
策
を
硬
直
化
さ
せ
て
き
た
思
想
の
あ
り
方
に
︑
ア
メ
リ
カ
の
﹁
法
律
家
＝
道
徳
家
的
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
と
共
鳴
す
る
部
分
が
存

在
し
た
可
能
性
が
あ
る
︒
そ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
︑
別
途
検
討
を
行
い
た
い
と
考
え
る
︒

①

岡
本
隆
司
﹃
中
国
の
誕
生
﹄
一
五
七
頁
︒

②

な
お
二
〇
世
紀
初
め
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
の
外
政
は
︑
猟
官
制
度
の
影
響
を
強
く

受
け
︑
外
交
経
験
に
乏
し
い
人
物
が
駐
外
使
節
に
任
命
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た

︵
信
夫
淳
平
﹃
外
政
監
督
と
外
交
機
関
﹄
日
本
評
論
社
︑
一
九
二
五
年
︑
六
三
九

六
四
四
頁
参
照
︶︒
よ
っ
て
本
稿
で
み
た
よ
う
な
結
末
は
︑
ア
メ
リ
カ
外
交
官

め
い
め
い
の
資
質
に
も
影
響
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
二
〇
世
紀
に

ア
メ
リ
カ
が
主
導
し
た
﹁
新
外
交
﹂
で
も
︑
本
稿
に
も
通
じ
る
よ
う
な
あ
る
種
の

楽
天
的
態
度
は
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
ア
メ
リ
カ
の
理
想
主
義
が
国
際
連
盟
な
ど
の

国
際
組
織
の
実
現
に
つ
な
が
っ
た
事
実
も
等
閑
視
で
き
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑
力
と

国
益
を
重
視
す
る
欧
州
伝
統
の
﹁
旧
外
交
﹂
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
行
き
つ
く
の

で
あ
り
︑
本
稿
で
見
た
よ
う
な
英
仏
の
外
交
手
法
が
十
全
な
も
の
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
︒
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③

ア
メ
リ
カ
駐
仏
公
使
モ
ー
ト
ン
は
︑
一
八
八
三
年
一
二
月
四
日
︑
フ
ラ
ン
ス
で

刊
行
さ
れ
た
﹁
越
南
問
題
﹂
に
関
す
る
﹃
外
交
黄
書
﹄︵
L
JT
/A
T
︶
に
つ
い
て

本
国
に
報
告
し
て
い
る
が
︑﹁
こ
の
大
部
の
出
版
物
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
友
好
的
な

仲
立
ち
︵
interposition
︶
に
つ
い
て
全
く
言
及
し
て
い
な
い
﹂
と
コ
メ
ン
ト
し

て
い
る
︒
モ
ー
ト
ン
は
フ
ラ
ン
ス
の
不
興
を
買
っ
た
理
由
を
認
識
で
き
て
い
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
︵
A
D
PP,vol.5,M
orton
to
F
relinghuysen,N
o.454,10

D
ecem
ber
1883.︶︒

④

﹃
交
渉
史
料
﹄
巻
九
︵
二
八
七
︶﹁
直
隷
総
督
李
鴻
章
奏
遵
旨
妥
籌
辺
計
摺
﹂

光
緒
九
年
十
一
月
二
十
八
日
︒

︻
史
料
略
称
︼

A
D
PP：
A
m
erican
D
iplom
atic
and
P
ublic
P
apers,
the
U
nited
States
and
C
hina:
Series
2,
the
U
nited
States,
C
hina,
and
Im
perial
R
ivalries,
1861-1893,

W
ilm
ington
:
Scholary
R
esources,1979.

A
C
IM
：
A
rchives
of
C
hina̓
s
Im
perial
M
aritim
e
C
ustom
s:
C
onfidential
C
orrespondence
betw
een
R
obert
H
art
and
Jam
es
D
uncan
C
am
pbell,
1874-1907,

B
eijing
:
F
oreign
Languages
Press,1990.

D
D
F
：
D
ocum
ents
diplom
atiques
français,
1871-1914,1ère
série
(1871-1900),
C
om
m
ission
de
publication
des
docum
ents
relatifs
aux
origines
de
la

guerre
de
1914,
Paris：
Im
prim
erie
nationale,1929-1959.

F
O
17：
G
reat
B
ritain,
F
oreign
O
ffice,
general
correspondence
before
1906,
C
hina.

LJT
/A
T
：
D
ocum
ents
diplom
atiques,
affaire
du
T
onkin,
Paris
:
Im
prim
erie
nationale,1883.

LJT
/C
T
：
D
ocum
ents
diplom
atiques,
affaires
de
C
hine
et
du
T
onkin,
Paris
:
Im
prim
erie
nationale,1885.

M
A
E
/C
PC
：
F
rance,
M
inistère
des
A
ffaires
étrangères,
C
orrespondance
politique,
C
hine.

M
A
E
/C
PE
：
F
rance,
M
inistère
des
A
ffaires
étrangères,
C
orrespndance
politique,
É
tats-U
nis.

M
A
E
/C
PC
C
：
F
rance,
M
inistère
des
A
ffaires
étrangères,
C
orrespondance
politique
des
consuls,
C
hine.

U
SD
S/D
D
：
U
nited
States,
D
epartm
ent
of
States,
G
eneral
R
ecords
of
D
epartm
ent
States,
D
iplom
atic
D
espatches.

U
SD
S/D
I：
U
nited
States,
D
epartm
ent
of
States,
G
eneral
R
ecords
of
D
epartm
ent
States,
D
iplom
atic
instructions
of
the
D
epartm
ent
of
State.

﹃
交
渉
史
料
﹄：﹃
清
光
緒
朝
中
法
交
渉
史
料
﹄
故
宮
博
物
院
編
︑
一
九
三
二

一
九
三
三
年

﹃
交
渉
檔
﹄：﹃
中
法
越
南
交
渉
檔
﹄
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
︑
一
九
六
二
年

﹃
翁
日
記
﹄：﹃
翁
文
恭
公
日
記
﹄
上
海
商
務
印
書
館
︑
一
九
二
五
年

︵
京
都
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
︶
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International Arbitration and International Public Opinion:

A Study of American Diplomatic Efforts and

Their Results in the Tongking Affair

by

MOCHIZUKI Naoto

The Sino-French war that occurred in 1880s is the only case of the Qing

dynasty going to war with a Western country over countries regarded as its

vassals. Previous scholarship has focused on the negotiations between the

Qing dynasty and France, and has argued that the differences between the

traditional East Asian international order (the so-called Tributary System)

and the Western and modern international order triggered the war. But

during the Sino-French controversy the Qing dynasty repeatedly proposed

the arbitration of a third party, but France refused. It is thus difficult to say

that the Sino-French war was a clash of two different world orders.

In 19th-century East Asia, countries gradually adopted international law,

and they benefited greatly employing it. International law, however, was

plagued by problems of weakness of jurisdiction and enforcement of the law,

and efforts to reach a peaceful settlement of international disputes by using

international law often led to difficulties in diplomatic negotiations. This

article thus focuses on American good offices in 1883 and considers their

influences and results.

In the first section, I reconsider the process of the request by the Qing

dynasty to the United States for arbitration in July 1883. John Russell Young,

U.S. Minister in Peking, often had talks with Li Hongzhang李鴻章, Chinese

Governor-General of the Zhili, in the first half of 1883. Young attached great

weight to public opinion and arbitration, and he advised Li to use

international public opinion and international arbitration as international

political resources. At the beginning of July 1883, Li adopting Youngʼs

advice, requested arbitration by the United States.

In the second section, I consider the efforts of the American embassy in

Paris during July and August. On 23 July, Levis Parsons Morton, American

Minister in Paris, met Paul-Armand Challemel-Lacour, the French Foreign

( 462 )



Minister. Responding to the offer of international arbitration by United

States, Challemel-Lacour said, “if the pretentions of the Chinese government

were known, perhaps it would be possible for France to avail herself of the

good offices so kindly tendered by the United States.” Challemel-Lacourʼs

intent was to turn down the American offer in a roundabout way, but

Morton interpreted the statement to mean if the Qing government would

offer peace terms, it was possible that the French government would accept

the American offer. In order to initiate international arbitration, the

American embassy in Paris attempted to clarify the differences between the

Qing dynasty and France. They advised Zeng Jize曾紀沢, Chinese Minister

in Paris, to send their terms of peace to the French government, but these

terms incurred French displeasure and deepened the confrontation between

the two countries.

In the third section, I discuss the origin and the results of a circular note

that was sent by the Zongli Yamen総理衙門, the Chinese Foreign Office, to

all foreign embassies in Peking on 17 November 1883. By examining the

letter of Li Hongzhang sent to the Zongli Yamen, I found that the Qing

court, which made the decision to send this note, had adopted the advice of

Chester Holcombe, the first secretary of the American Embassy in Peking.

This circular note aimed to arouse international public opinion to stop the

advance of the French army and it corresponded to Holcombeʼs idea of a

peaceful settlement. Holcomb evaluated the role of international public

opinion and international arbitration in international politics highly. But this

faith sent an erroneous sign to Chinese officials, especially the Qing-yi 清議

faction, which harbored unrealistic expectations. But, in reality, this note

could be interpreted as an ultimatum, and the French minister in Peking,

who also had received the circular note, advised his government to use force.

In December 1883 the French army attacked the Qing army in Vietnam,

and it ultimately proved impossible to stop the use of force by simply

arousing international public opinion.

( 461 )
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