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【
要
約
】

十
九
世
紀
︑
東
ア
ジ
ア
地
域
へ
進
出
し
た
西
洋
諸
国
か
ら
盛
ん
に
接
触
を
受
け
た
琉
球
国
は
︑
主
と
し
て
英
語
︑
フ
ラ
ン
ス
語
を
習
得
し
た
西

洋
語
通
事
を
養
成
し
︑
彼
ら
に
西
洋
人
へ
の
対
応
を
委
ね
た
︒
本
稿
は
従
来
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
こ
れ
ら
西
洋
語
通
事
の
制
度
的
展
開
と
具

体
的
職
務
を
解
明
し
︑
琉
球

西
洋
交
渉
に
お
け
る
そ
の
役
割
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
第
一
章
で
は
︑
ま
ず
近
世
期
琉
球
に
お
け
る
漂
着
船
へ

の
対
応
体
制
を
確
認
し
︑
そ
の
先
例
が
機
能
し
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
先
に
西
洋
語
通
事
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
︒
第
二
章
で
は
︑
ア
ヘ
ン
戦
争
後

琉
球
に
英
仏
宣
教
師
が
逗
留
す
る
に
及
ん
で
︑
西
洋
語
通
事
職
が
体
系
的
に
整
備
︑
養
成
さ
れ
る
過
程
を
特
に
久
米
村
通
事
と
の
比
較
に
お
い
て
示
す
︒

最
後
に
第
三
章
で
は
︑
一
八
五
〇
年
代
に
米
ペ
リ
ー
艦
隊
︑
仏
ゲ
ラ
ン
艦
隊
が
来
琉
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
条
約
を
締
結
し
て
出
航
す
る
ま
で
の
期
間
を
対
象
に
︑

通
事
係
＝
西
洋
語
通
事
の
職
掌
が
そ
の
重
要
性
を
増
し
た
過
程
を
具
体
的
な
役
割
に
即
し
て
検
証
す
る
︒

史
林

一
〇
二
巻
三
号

二
〇
一
九
年
五
月

は

じ

め

に

琉
球
史
に
お
け
る
﹁
近
世
﹂
は
︑
一
般
的
に
薩
摩
島
津
氏
の
侵
攻
を
受
け
た
一
六
〇
九
年
か
ら
︑
琉
球
処
分
に
よ
り
日
本
へ
併
合
さ
れ
る
一

八
七
九
年
ま
で
を
指
す
︒
こ
の
時
期
︑
近
世
琉
球
は
幕
藩
体
制
に
組
み
込
ま
れ
る
一
方
で
︑
中
華
王
朝
と
の
朝
貢
関
係
を
継
続
し
︑
特
殊
な
が

ら
も
安
定
し
た
対
外
関
係
を
維
持
し
た
と
さ
れ
る
︒

こ
れ
が
動
揺
す
る
大
き
な
契
機
の
一
つ
が
︑
十
九
世
紀
に
急
増
す
る
西
洋
諸
国
か
ら
の
接
触
で
あ
る
︒
一
八
一
六
年
の
英
軍
艦
ア
ル
セ
ス
ト
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号
・
ラ
イ
ラ
号
を
皮
切
り
に
︑
英
東
イ
ン
ド
会
社
の
ロ
ー
ド

=
ア
マ
ー
ス
ト
号
︑
米
商
船
モ
リ
ソ
ン
号
な
ど
著
名
な
船
舶
が
相
次
い
で
琉
球
に

寄
港
し
た
ほ
か
︑
フ
ラ
ン
ス
人
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
や
イ
ギ
リ
ス
人
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
な
ど
の
宣
教
師
が
長
期
逗
留
し
て
語
学
習
得
や
布
教
を
試
み

た
︒
ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
や
フ
ラ
ン
ス
の
セ
シ
ー
ユ
︑
ゲ
ラ
ン
と
い
っ
た
提
督
た
ち
は
艦
隊
を
率
い
て
来
琉
し
︑
琉
球
と
自
国
間
の
条
約
を
締

結
し
て
い
っ
た
︒

研
究
史
を
見
れ
ば
︑
長
ら
く
﹁
来
航
﹂
と
い
う
事
件
そ
の
も
の
に
関
心
が
も
た
れ
て
き
た
後
に①
︑
横
山
伊
徳
や
真
栄
平
房
昭
︑
西
里
喜
行
ら

の
研
究②
が
︑
琉
球
と
西
洋
の
接
触
に
歴
史
的
意
義
を
付
与
し
た
︒
横
山
は
日
本
開
国
の
前
段
階
と
し
て
の
琉
球
西
洋
間
交
渉
の
意
義
を
強
調
し
︑

日
本
史
に
お
け
る
﹁
外
圧
﹂
研
究
に
際
し
て
琉
球
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
︒
真
栄
平
や
西
里
は
︑
清
朝
の
冊
封
・
朝
貢
体
制
内
に
位
置
す
る
琉

球
の
特
質
を
も
視
野
に
入
れ
た
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
最
近
で
は
︑
琉
球
処
分
に
至
る
日
琉
関
係
を
西
洋
列
強
の
対
ア
ジ
ア
戦
略
と

結
び
つ
け
る
テ
ィ
ネ
ッ
ロ

=
マ
ル
コ
の
研
究
が
あ
る③
︒
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
︑
ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
西
洋
諸
国
︵
主
に
イ
ギ
リ
ス
︑
フ
ラ
ン
ス
︑

ア
メ
リ
カ
︶
が
中
国
沿
岸
部
に
お
け
る
権
益
拡
大
を
求
め
︑
日
本
の
開
国
を
視
野
に
入
れ
る
に
あ
た
り
琉
球
の
地
理
的
条
件
に
惹
か
れ
︑
頻
繁

に
和
好
・
通
商
を
求
め
た
こ
と
︑
琉
球
側
は
薩
摩
及
び
清
と
の
伝
統
的
関
係
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
を
恐
れ
︑
消
極
的
な
姿
勢
を
取
り
続
け
た

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
琉
球
側
史
料
の
整
備
な
ど
に
よ
っ
て
︑
実
際
の
交
渉
現
場
に
着
目
し
た
具
体
的
な
考
察
も
進
み
︑
当

該
時
期
の
薩
琉
関
係
に
関
す
る
薩
摩
側
の
政
策
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
や④
︑
琉
球
側
の
独
自
の
対
応
や
論
理
に
関
す
る
研
究
も
増
え
て
い
る⑤
︒

本
稿
の
対
象
は
︑
交
渉
現
場
に
あ
っ
て
西
洋
人
と
常
に
顔
を
突
き
合
わ
せ
て
い
た
︑
琉
球
側
の
通
事
に
あ
る
︒
従
来
琉
球
国
の
対
外
関
係
を

一
手
に
引
き
受
け
た
の
は
久
米
村
人
と
呼
ば
れ
る
中
国
系
移
民
の
後
裔
た
ち
で
あ
り
︑
通
事
と
い
う
職
掌
も
琉
球
に
お
い
て
は
一
般
的
に
久
米

村
通
事
を
指
す
が
︑
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
︑
十
九
世
紀
に
入
っ
て
琉
球
が
新
た
に
創
出
し
た
︑
英
語
を
中
心
と
す
る
西
洋
語
を
学
び
︑
西

洋
人
へ
の
対
応
を
専
任
と
し
た
通
事
︵
以
後
︑
西
洋
語
通
事
と
呼
ぶ
︶
の
存
在
で
あ
る
︒
主
と
し
て
﹁
通
事
係
﹂
︑
時
に
﹁
首
里
通
事
﹂
と
い
う

名
で
登
場
す
る
こ
の
通
事
集
団
は
︑
事
の
大
小
を
問
わ
ず
西
洋
人
へ
の
応
対
を
全
面
的
に
担
っ
て
い
た
︒
先
行
研
究
に
お
い
て
は
︑
日
本
に
お

け
る
最
初
期
の
英
語
習
得
者
の
例
と
し
て
︑
琉
球
史
よ
り
も
む
し
ろ
英
学
史
の
立
場
よ
り
注
目
さ
れ
︑
豊
田
實
︑
亀
川
正
東
の
古
典
的
な
研
究
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と
︑
近
年
で
は
山
下
重
一
の
研
究
が
あ
る⑥
︒
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
研
究
は
︑
西
洋
側
史
料
に
頻
出
す
る
代
表
的
な
西
洋
語
通
事
数
人
の
人

物
像
を
描
く
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ま
で
一
つ
の
通
事
集
団
と
し
て
西
洋
語
通
事
を
捉
え
︑
琉
球
西
洋
交
渉
史
に
お
け
る
そ
の
機
能
を

明
ら
か
に
し
た
研
究
は
ま
だ
な
い
︒

本
稿
で
は
西
洋
語
通
事
と
い
う
職
務
・
人
員
の
特
徴
︑
そ
の
具
体
的
な
役
割
︑
制
度
的
な
位
置
付
け
な
ど
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
︑

近
世
琉
球
の
対
外
関
係
を
規
定
し
た
諸
原
則
が
転
換
を
迫
ら
れ
た
際
に
︑
琉
球
が
編
み
出
し
た
現
場
レ
ベ
ル
に
お
け
る
対
応
策
の
一
つ
と
し
て
︑

こ
れ
ら
西
洋
語
通
事
を
位
置
付
け
た
い
︒
西
洋
語
通
事
は
常
に
交
渉
の
最
前
線
に
あ
っ
て
︑
言
語
面
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
や

条
約
交
渉
と
い
っ
た
重
大
な
政
治
的
懸
案
へ
の
対
処
も
任
さ
れ
て
お
り
︑
西
洋
語
通
事
の
創
出
・
運
用
は
琉
球
の
対
西
洋
政
策
と
密
接
に
関
わ

っ
て
い
た
︒
彼
ら
の
役
割
を
解
明
す
る
こ
と
は
︑
琉
球
が
時
代
の
転
換
期
に
あ
た
っ
て
︑
旧
来
の
秩
序
と
新
し
い
情
勢
の
間
に
は
さ
ま
れ
︑
両

者
の
折
り
合
い
を
な
ん
と
か
つ
け
よ
う
と
し
た
試
み
を
具
体
的
に
捉
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒

さ
ら
に
は
︑
﹁
通
事
﹂
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
れ
ば
︑
本
研
究
は
近
代
東
ア
ジ
ア
の
東
西
交
渉
の
現
場
に
お
け
る
通
事
た
ち
の
役
割
を
う
か

が
う
一
つ
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
も
有
意
義
で
あ
る
︒
近
世
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
︑
西
洋
諸
国
と
直
接
的
な
交
易
関
係
を
有
す
る
よ
う
に

な
っ
た
日
本
で
は
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
が
︑
同
じ
く
中
国
で
は
広
東
通
事
が
成
立
し
︑
西
洋
言
語
を
習
得
し
て
交
易
活
動
に
従
事
す
る
通
事
集
団
が

存
在
し
て
い
た
︒
近
代
に
入
り
︑
西
洋
と
の
新
た
な
関
係
構
築
に
あ
た
っ
て
こ
れ
ら
の
通
事
集
団
が
形
を
変
え
つ
つ
︑
仲
介
者
と
し
て
不
可
欠

な
機
能
を
果
た
し
続
け
た
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る⑦
︒
西
洋
語
通
事
の
養
成
・
活
用
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
は
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

他
の
通
事
と
の
比
較
研
究
へ
の
道
を
開
く
︒

琉
球
側
史
料
と
し
て
は
﹃
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
﹄
︵
全
十
八
巻
＋
補
巻
︑
浦
添
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
八
八
年

二
〇
〇
三
年
︑
以
下
﹃
評
定
所
文

書
﹄
と
略
︶
の
う
ち
︑
西
洋
人
と
の
対
応
に
当
た
っ
た
現
場
役
人
に
よ
る
業
務
日
誌
で
あ
る
﹁
日
記
﹂
文
書
や
︑
王
府
よ
り
薩
摩
藩
庁
へ
宛
て

た
報
告
の
控
え
で
あ
る
﹁
案
書
﹂
文
書
等
を
主
に
活
用
し
︑
西
洋
側
の
艦
隊
遠
征
記
や
逗
留
宣
教
師
の
日
記
等
と
突
き
合
わ
せ
て
︑
西
洋
語
通

事
に
つ
い
て
解
明
し
て
い
く
︒
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①

大
熊
良
一
﹃
異
国
船
琉
球
来
航
史
の
研
究
﹄
鹿
島
研
究
所
出
版
会
︑
一
九
七
一

年
︑
島
尻
克
美
﹁
異
国
船
取
扱
い
規
定
に
関
す
る
一
考
察
﹂
山
本
弘
文
先
生
還
暦

記
念
論
集
刊
行
委
員
会
編
﹃
琉
球
の
歴
史
と
文
化
﹄
本
邦
書
籍
︑
一
九
八
五
年
︑

同
﹁
幕
末
期
に
お
け
る
琉
球
王
府
の
異
国
船
対
策

仏
艦
来
琉
事
件
を
中
心
に
﹂

地
方
史
研
究
協
議
会
編
﹃
琉
球
・
沖
縄

そ
の
歴
史
と
日
本
史
像
﹄
雄
山
閣
出
版
︑

一
九
八
七
年
︑
生
田
澄
江
﹁
幕
末
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
の
琉
球
来
航
と
薩
琉

関
係
﹂
﹃
沖
縄
文
化
研
究
﹄
十
九
︑
一
九
九
二
年
︒

②

真
栄
平
房
昭
﹁
十
九
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
と
琉
球
問
題
﹂
﹃
ア
ジ
ア
か

ら
考
え
る
�

周
縁
か
ら
の
歴
史
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
四
年
︑
横
山
伊

徳
﹁
日
本
の
開
国
と
琉
球
﹂
﹃
新
し
い
近
世
史
�
﹄
新
人
物
往
来
社
︑
一
九
九
六

年
︑
西
里
喜
行
﹃
清
末
中
琉
日
関
係
史
の
研
究
﹄
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇

〇
五
年
︒

③

テ
ィ
ネ
ッ
ロ

=
マ
ル
コ
﹃
世
界
史
か
ら
み
た
﹁
琉
球
処
分
﹂
﹄
榕
樹
書
林
︑
二

〇
一
七
年
︒

④

岡
部
敏
和
﹁
ア
ル
ク
メ
ー
ヌ
号
の
琉
球
来
航
に
関
す
る
一
考
察
﹂
﹃
南
島
史
学
﹄

六
四
︑
二
〇
〇
四
年
︑
同
﹁
米
国
ペ
リ
ー
艦
隊
の
琉
球
来
航
と
琉
球
﹃
開
国
﹄
問

題

﹃
琉
米
約
定
﹄
を
め
ぐ
る
琉
球
王
府
・
薩
摩
藩
間
交
渉
を
中
心
に
﹂
﹃
明
治

維
新
史
研
究
﹄
九
︑
二
〇
一
三
年
等
︒

⑤

田
名
真
之
﹁
王
府
の
異
国
船
迎
接
体
制

総
理
官
を
中
心
に
﹂
﹃
評
定
所
文
書
﹄

第
十
四
巻
︑
巻
頭
論
考
︑
小
林
伸
成
﹁
幕
末
琉
球
に
お
け
る
異
国
人
応
接
﹃
官

職
﹄
制
度

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
逗
留
期
を
事
例
に
﹂
﹃
地
方
史
研
究
﹄
六
六

三
︑

二
〇
一
六
年
︒

⑥

豊
田
實
﹃
日
本
英
学
史
の
研
究
﹄
千
城
書
房
︑
一
九
六
三
年
︵
初
出
は
一
九
三

九
年
︶
︑
亀
川
正
東
﹃
沖
縄
の
英
学
﹄
研
究
社
出
版
︑
一
九
七
二
年
︑
山
下
重
一

﹃
琉
球
・
沖
縄
史
研
究
序
説
﹄
御
茶
の
水
書
房
︑
一
九
九
九
年
︒

⑦

オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
役
割
に
つ
い
て
は
︑
片
桐
一
男

﹁
幕
末
に
お
け
る
異
国
船
応
接
と
阿
蘭
陀
通
詞
馬
場
佐
十
郎
﹂
﹃
海
事
史
研
究
﹄

十
︑
一
九
六
八
年
︑
同
﹃
阿
蘭
陀
通
詞
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
五
年
︑

木
村
直
樹
﹃
︿
通
訳
﹀
た
ち
の
幕
末
維
新
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
二
年
等
参
照
︒

同
じ
く
広
東
通
事
に
つ
い
て
は

Paul
A
.
van
D
yke,
T
he
C
anton
T
rade
:

L
ife
and
E
nterprise
on
the
C
hina
C
oast,
1700-1845,
H
ong
K
ong

U
niversity
Press,
H
ong
K
ong,2005
︑
季
压
西
・
陳
偉
民
﹃
中
国
近
代
通

事
﹄
学
苑
出
版
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑
王
宏
志
﹃
翻
訳
与
近
代
中
国
﹄
復
旦
大
学
出

版
社
︑
二
〇
一
四
年
等
参
照
︒

第
一
章

西
洋
語
通
事
の
設
置

第
一
節

近
世
琉
球
の
漂
着
船
対
応

海
上
交
通
の
要
衝
に
位
置
し
た
琉
球
に
は
近
世
期
を
通
じ
て
様
々
な
国
の
船
が
来
航
し
た
が
︑
そ
の
多
く
は
海
上
で
の
遭
難
に
伴
う
漂
着
で

あ
っ
た
︒
漂
着
民①
を
ど
の
よ
う
に
処
理
︵
送
還
︶
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
︑
東
ア
ジ
ア
で
は
中
国
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
と
︑
長
崎
を
中
心
と
す
る

日
本
独
自
の
ル
ー
ト
の
二
つ
が
存
在
し
て
い
た
︒
一
六
一
六
年
か
ら
の
一
連
の
条
令
に
よ
り
幕
府
が
い
わ
ゆ
る
﹁
鎖
国
﹂
状
態
を
形
成
し
て
い
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く
に
伴
っ
て
︑
薩
摩
藩
か
ら
の
指
示
に
よ
り
琉
球
の
漂
着
船
対
応
規
定
も
段
階
的
に
形
作
ら
れ
て
お
り
︑
漂
着
民
は
基
本
的
に
長
崎
へ
回
送
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
鄭
氏
台
湾
を
降
伏
さ
せ
︑
一
六
八
四
年
に
海
禁
令
を
解
い
た
清
朝
康
熙
帝
が
沿
海
諸
国
に
旨
を
発
し
︑

増
加
が
予
想
さ
れ
る
中
国
商
船
の
漂
着
に
際
し
て
保
護
と
送
還
を
求
め
る
と
︑
琉
球
は
独
断
で
こ
れ
を
受
諾
し
︑
薩
摩
も
こ
れ
を
追
認
し
た
︒

こ
こ
に
︑
琉
球
に
お
け
る
漂
着
民
対
応
は
︑
中
国
人
・
朝
鮮
人
は
琉
球
の
朝
貢
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
福
州
へ
回
送
︑
キ
リ
シ
タ
ン
の
恐
れ
が
あ
る

異
国
人
は
鹿
児
島
を
経
て
長
崎
へ
回
送
と
い
う
形
を
以
て
定
着
し
た②
︒

琉
球
の
漂
着
民
対
応
制
度
を
特
徴
付
け
る
こ
の
二
つ
の
ル
ー
ト
は
︑
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
ま
ま
近
世
琉
球
の
対
外
関
係
を
象
徴
す
る

二
つ
の
側
面
を
表
し
て
い
る
︒
第
一
の
側
面
は
︑
梅
木
哲
人
や
豊
見
山
和
行
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
琉
球
は
薩
摩
藩
を
通
し
て
幕
藩
国
家

の
﹁
鎖
国
﹂
に
強
く
規
定
さ
れ
て
お
り
︑
特
に
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
徹
底
に
お
い
て
最
大
限
の
注
意
と
努
力
が
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る③
︒

第
二
の
側
面
は
︑
渡
辺
美
季
が
指
摘
し
た
︑
琉
日
関
係
の
対
清
隠
蔽
で
あ
り
︑
そ
も
そ
も
中
国
人
・
朝
鮮
人
の
福
州
回
送
自
体
が
︑
長
崎
を
経

由
す
る
こ
と
に
よ
り
琉
日
関
係
が
清
に
露
見
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
っ
た④
︒
こ
の
二
つ
の
側
面
が
︑
琉
球
に
お
け
る
漂
着
民
対
応
の
原

則
か
ら
現
場
に
至
る
ま
で
を
規
定
し
た
︒

ま
ず
︑
漂
着
民
対
応
の
原
則
に
つ
い
て
は
︑
薩
摩
藩
が
一
六
九
六
年
︵
元
禄
九
年
︶
に
︑
漂
着
船
対
応
の
諸
規
定
を
ま
と
め
あ
げ
︑
琉
球
へ

通
達
し
た
︵
元
禄
の
御
条
目
︶
︒
そ
の
後
こ
れ
は
一
七
〇
四
年
︵
宝
永
元
年
︶
に
改
訂
さ
れ
︑
再
度
琉
球
へ
布
達
さ
れ
た
︵
宝
永
の
御
条
目
︶
︒
宝
永

の
御
条
目
は
以
後
一
八
五
一
年
ま
で
改
訂
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
琉
球
に
お
け
る
外
国
船
対
応
の
最
も
原
則
的
な
規
定
と
し
て
効
力
を
保
ち
続
け

る
こ
と
と
な
る
︒
琉
球
王
府
が
各
地
方
へ
布
達
し
た
漂
着
船
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
こ
の
御
条
目
の
原
則
に
沿
っ
て
作
成
さ
れ
た⑤
︒
御
条
目
の
全

文
︵
全
十
五
条
︶
は
豊
見
山
和
行
に
よ
る
復
元
が
あ
る⑥
︒
そ
の
内
容
は
大
別
し
て
清
と
朝
鮮
か
ら
の
船
に
関
す
る
も
の
︑
南
蛮
船
を
は
じ
め
と

す
る
キ
リ
シ
タ
ン
船
に
関
す
る
も
の
︑
阿
蘭
陀
船
に
関
す
る
も
の
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
︒
南
蛮
船
お
よ
び
阿
蘭
陀
船
に
関
す
る
規
定
の
内
容

を
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
︑
第
一
に
︑
現
地
人
と
の
徹
底
的
な
隔
離
を
行
う
こ
と
︒
第
二
に
︑
自
力
出
航
が
望
ま
れ
る
こ
と
︒
第
三
に
︑
船
の
破

損
に
よ
り
出
航
が
叶
わ
な
け
れ
ば
︑
鹿
児
島
へ
回
送
す
る
こ
と
︑
な
ど
と
な
っ
て
い
る
︒
南
蛮
人
・
阿
蘭
陀
人
に
長
期
滞
在
を
許
さ
ず
︑
鹿
児
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島
へ
の
回
送
を
命
じ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
︒

次
に
︑
御
条
目
の
下
で
︑
漂
着
船
に
対
応
す
る
た
め
の
現
場
に
お
け
る
人
員
動
員
や
役
割
分
担
も
細
か
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
︒
渡
辺
美
季

の
研
究
に
よ
れ
ば⑦
︑
漂
着
船
が
現
れ
た
地
方
で
は
︑
在
地
の
役
人
が
御
条
目
の
規
定
に
沿
っ
て
対
応
す
る
一
方
で
︑
早
急
に
首
里
の
王
府
が
特

別
チ
ー
ム
を
編
成
・
派
遣
し
︑
地
方
は
そ
の
指
揮
下
に
入
る
︒
同
時
に
︑
薩
摩
藩
の
現
地
役
所
で
あ
る
在
番
奉
行
所
か
ら
も
人
員
が
派
遣
さ
れ
︑

監
視
役
に
つ
い
た
︒
上
陸
し
た
漂
着
民
に
対
し
て
は
︑
現
地
人
と
の
徹
底
し
た
隔
離
と
監
視
︑
大
和
年
号
や
京
銭
な
ど
日
本
に
関
連
す
る
も
の

を
見
せ
な
い
︑
大
和
歌
を
歌
う
こ
と
を
禁
止
す
る
な
ど
︑
琉
日
関
係
の
隠
蔽
が
徹
底
さ
れ
て
い
た
︒

さ
て
︑
漂
着
民
対
応
の
現
場
に
着
目
し
て
み
れ
ば
︑
実
際
に
来
着
し
た
外
国
人
と
意
思
疎
通
を
試
み
︑
直
接
に
対
応
す
る
の
は
久
米
村
人
た

ち
で
あ
っ
た
︒
﹃
評
定
所
文
書
﹄
に
残
る
事
例
を
見
れ
ば
︑
一
七
九
四
年
︵
乾
隆
五
九
年
︶
に
沖
縄
本
島
北
部
国
頭
間
切
に
朝
鮮
人
十
人
が
漂
着

し
た
際
︑
﹁
さ
っ
そ
く
漂
着
人
た
ち
の
囲
場
へ
久
米
村
大
夫
︑
久
米
村
通
事
を
派
遣
し
て
︑
彼
ら
の
国
籍
︑
宗
教
︑
漂
着
の
な
り
ゆ
き
を
た
ず

ね
た
﹂
と
あ
る
よ
う
に⑧
︑
久
米
村
大
夫
・
通
事
が
派
遣
さ
れ
て
事
情
聴
取
に
あ
た
っ
て
い
る
︒
あ
る
い
は
一
八
四
四
年
︵
道
光
二
四
年
︶
︑
南
部

玉
城
間
切
奥
武
村
に
中
国
人
三
人
が
漂
着
し
た
際
も
︑
久
米
村
通
事
が
派
遣
さ
れ
た
が
︑
漂
着
民
が
廈
門
の
出
身
で
あ
り
︑
久
米
村
人
が
扱
う

南
京
官
話
や
福
州
方
言
が
通
じ
な
い
︒
だ
が
久
米
村
内
に
は
廈
門
滞
在
経
験
者
が
い
て
︑
﹁
廈
門
の
言
葉
を
大
体
理
解
し
て
い
る
と
申
し
出
て

き
た
の
で
︑
そ
の
者
を
奧
武
村
へ
下
ら
せ
通
訳
を
す
る
よ
う
申
し
渡
し
た
﹂
の
で
あ
っ
た⑨
︒

こ
の
よ
う
に
極
め
て
入
念
な
漂
着
民
対
応
体
制
が
近
世
琉
球
で
は
形
成
︑
維
持
さ
れ
た
一
方
で
︑
渡
辺
美
季
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
﹁
清
日

の
み
を
安
寧
に
つ
な
ぐ
こ
の
緻
密
な
安
全
装
置
で
は
︑
近
世
末
期
に
相
次
い
で
来
琉
し
た
欧
米
船
へ
の
対
処
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
﹂
で
あ
っ
た⑩
︒

す
な
わ
ち
︑
漂
着
は
偶
発
的
︑
一
過
性
の
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
近
世
末
の
欧
米
船
来
琉
は
琉
球
自
体
と
の
交
流
・
交
渉
を
目
的
と
し
て
お
り
︑

西
里
喜
行
の
言
う
﹁
意
図
的
意
識
的
寄
港
﹂
と
し
て⑪
︑
従
来
の
体
制
が
全
く
想
定
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
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第
二
節

西

洋

船

の

寄

港

十
九
世
紀
以
降
急
増
す
る
西
洋
船
来
琉
の
嚆
矢
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
︑
一
八
一
六
年
に
来
航
し
た
英
海
軍
フ
リ
ゲ
ー
ト
艦
ア
ル
セ
ス
ト

号
及
び
ブ
リ
ッ
グ
艦
ラ
イ
ラ
号
で
あ
る
︒
同
艦
隊
は
対
清
貿
易
改
善
交
渉
を
担
う
ア
マ
ー
ス
ト
使
節
団
を
中
国
へ
送
り
届
け
た
後
︑
当
時
イ
ギ

リ
ス
に
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
朝
鮮
及
び
琉
球
海
域
の
調
査
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
︒
両
艦
は
一
八
一
六
年
九
月
一
日
に
朝
鮮
西
岸

に
接
近
し
︑
追
っ
て
九
月
十
六
日
に
は
那
覇
港
に
投
錨
︑
十
月
二
七
日
に
琉
球
を
離
れ
︑
広
東
に
向
か
っ
た
︒

さ
て
︑
両
艦
の
琉
球
来
訪
と
琉
球
側
の
対
応
に
つ
い
て
は
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め⑫
︑
具
体
的
な
経
過
は

そ
れ
ら
に
譲
り
︑
こ
こ
で
は
以
下
の
三
点
を
指
摘
し
た
い
︒

第
一
に
︑
同
艦
隊
の
琉
球
来
訪
は
偶
然
で
は
な
く
︑
明
確
な
意
図
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
滞
在
が
四
十
日
と
い
う
長
期
に
及
ぶ
中
︑

イ
ギ
リ
ス
側
は
琉
球
及
び
そ
の
近
辺
に
関
す
る
情
報
を
様
々
入
手
し
よ
う
と
︑
上
陸
し
て
現
地
人
と
の
交
流
︑
沿
岸
部
の
測
量
な
ど
を
行
い
︑

更
に
は
国
王
へ
の
謁
見
を
要
求
し
た
︒
琉
球
側
に
と
っ
て
は
ど
れ
も
前
例
の
な
い
要
求
で
あ
り
︑
御
条
目
の
規
定
だ
け
で
は
対
処
不
能
な
事
態

で
あ
っ
た
︒

第
二
に
︑
琉
球
西
洋
間
交
渉
を
以
後
特
徴
づ
け
る
総
理
官
制
度
の
始
ま
り
が
こ
の
時
点
で
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
総
理
官
制
度
と
は
欧
米

諸
国
と
の
交
渉
に
当
た
っ
て
琉
球
が
作
り
出
し
た
一
種
の
﹁
ダ
ミ
ー
政
権
﹂
で
あ
る
︒
琉
球
王
府
の
官
制
は
︑
国
王
の
下
に
摂
政
一
名
︑
三
司

官
三
名
が
国
政
の
最
高
意
思
決
定
を
為
し
︑
そ
の
下
で
各
部
局
の
長
官
・
次
官
級
十
五
名
で
構
成
さ
れ
る
表
十
五
人
が
諮
問
に
あ
ず
か
っ
た
︒

ま
た
︑
対
外
窓
口
で
あ
っ
た
港
湾
都
市
那
覇
の
長
官
と
し
て
那
覇
里
主
・
御
物
城
が
あ
っ
た
︒
こ
の
う
ち
摂
政
に
対
応
し
て
﹁
総
理
官
﹂
が
︑

三
司
官
に
は
﹁
布
政
官
﹂
︑
那
覇
里
主
に
は
﹁
地
方
官
﹂
︑
ま
た
那
覇
以
外
の
地
域
に
来
航
し
た
場
合
に
備
え
て
地
方
官
と
同
級
の
﹁
府
官
﹂
が

設
け
ら
れ
た
︒
来
航
し
た
西
洋
人
よ
り
王
府
高
官
と
の
会
見
が
申
し
出
さ
れ
た
際
に
は
︑
総
理
官
以
下
が
対
応
す
る
こ
と
で
︑
実
際
の
王
府
は

西
洋
人
と
の
接
触
を
回
避
し
︑
西
洋
人
の
要
求
に
対
す
る
返
答
を
引
き
延
ば
し
て
︑
相
手
の
あ
き
ら
め
を
待
つ
遷
延
策
に
徹
し
た
の
で
あ
る
︒
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徹
底
し
た
情
報
操
作
に
よ
っ
て
総
理
官
制
度
は
来
航
し
た
西
洋
人
か
ら
一
度
も
疑
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
田
名
真
之
は
︑
正
史
﹃
球
陽
﹄

巻
二
十
︵
一
八
一
六
年
︶
に
記
載
の
あ
る
︑
国
王
へ
の
面
会
を
希
望
さ
れ
て
代
わ
り
に
派
遣
さ
れ
た
﹁
仮
の
府
官
﹂
向
鴻
基
と
︑
来
航
時
に
派

遣
さ
れ
た
﹁
仮
の
官
員
﹂
毛
廷
器
と
に
着
目
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
家
譜
史
料
な
ど
か
ら
こ
の
時
任
命
さ
れ
た
﹁
府
官
﹂
と
は
布
政
官
で
あ
り
︑

﹁
官
員
﹂
と
は
地
方
官
で
あ
る
こ
と
︑
ど
ち
ら
も
任
命
は
会
見
の
数
日
前
で
あ
り
︑
極
め
て
応
急
的
な
措
置
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お

り
︑
こ
こ
に
総
理
官
制
度
が
始
ま
っ
た
と
す
る⑬
︒

第
三
に
︑
西
洋
語
通
事
が
史
料
中
に
初
め
て
現
れ
る
の
も
こ
の
時
で
あ
る
︒
イ
ギ
リ
ス
側
の
史
料
と
し
て
は
︑
ラ
イ
ラ
号
艦
長
で
あ
っ
た
バ

ジ
ル

=
ホ
ー
ル
に
よ
る
﹃
朝
鮮
琉
球
航
海
記
﹄
︑
同
士
官
で
あ
っ
た
ハ
ー
バ
ー
ト

=
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
に
よ
る
日
記
が
特
に
知
ら
れ
︑
公
刊
さ
れ

て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
周
囲
に
配
置
さ
れ
た
二
人
の
通
事
が
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る⑭
︒

二
人
の
琉
球
人
が
英
語
を
学
ん
で
い
て
︑
注
目
す
べ
き
成
果
を
お
さ
め
つ
つ
あ
る
︒
一
人
は
真
栄
平
︑
も
う
一
人
は
安
仁
屋
と
い
う
名
で
あ
る
︒
彼
ら
は

ク
リ
フ
ォ
ー
ド
君
の
真
似
を
し
て
ノ
ー
ト
・
ブ
ッ
ク
を
持
ち
歩
き
︑
習
っ
た
単
語
を
片
端
か
ら
自
分
た
ち
の
文
字
で
書
き
つ
け
て
い
る
︒

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
イ
ギ
リ
ス
側
に
二
人
が
特
別
に
﹁
通
事
﹂
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
イ
ギ
リ
ス
人
の
周
辺
に
は
常

時
琉
球
側
の
役
人
す
な
わ
ち
久
米
村
通
事
が
付
き
添
っ
て
い
た
が
︑
二
人
は
そ
れ
ら
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
︑
専
門
の
通
事
と
し
て
把
握
さ
れ

て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
琉
球
側
が
初
め
か
ら
そ
の
よ
う
に
二
人
を
紹
介
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
︒

更
に
︑
二
人
の
英
語
力
の
上
達
ぶ
り
に
イ
ギ
リ
ス
側
も
感
嘆
し
て
お
り
︑
滞
在
最
後
の
数
日
に
艦
上
で
催
さ
れ
た
宴
会
に
お
い
て
は
真
栄
平

が
通
訳
を
務
め
︑
﹁
真
栄
平
は
習
い
覚
え
た
英
語
を
お
お
い
に
活
用
し
︑
こ
れ
が
ま
た
大
変
う
ま
く
い
っ
て
い
た
の
で
︑
特
別
な
場
合
で
な
け

れ
ば
︑
中
国
人
通
訳
の
出
る
幕
は
ほ
と
ん
ど
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う⑮
︒

ア
ル
セ
ス
ト
号
・
ラ
イ
ラ
号
以
降
ア
ヘ
ン
戦
争
に
至
る
ま
で
の
期
間
に
︑
多
数
の
西
洋
船
が
琉
球
に
寄
港
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
る
︒
一
八
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二
五
年
の
英
ブ
ロ
ッ
サ
ム
号
︑
一
八
三
二
年
の
英
東
イ
ン
ド
会
社
所
属
の
ロ
ー
ド

=
ア
マ
ー
ス
ト
号
︑
一
八
三
七
年
の
米
モ
リ
ソ
ン
号
な
ど
︑

中
国
や
日
本
と
の
関
係
に
お
い
て
重
要
な
船
舶
が
軒
並
み
琉
球
を
訪
問
し
た
︒
真
栄
平
は
早
逝
し
た
た
め
︑
こ
れ
ら
の
艦
船
に
対
応
し
た
の
は

主
に
安
仁
屋
で
あ
り
︑
そ
の
様
相
は
各
船
舶
の
航
海
日
誌
に
詳
し
い⑯
︒

さ
て
︑
真
栄
平
と
安
仁
屋
の
両
名
に
つ
い
て
︑
琉
球
側
の
家
譜
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
諸
点
を
ま
と
め
て
お
く
︒

真
栄
平
の
家
譜
は
戦
中
に
紛
失
し
た
が
︑
戦
前
の
論
考
に
残
る
部
分
に
よ
れ
ば⑰
︑
真
栄
平
は
名
を
房
昭
と
言
い
︑
一
七
八
七
年
︵
乾
隆
五
二

年
︶
首
里
の
生
ま
れ
で
︑
一
八
二
九
年
に
は
没
し
た
︒
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
来
航
時
に
は
三
十
歳
手
前
で
あ
る
︒
家
譜
に
は
王
府
か
ら
の
褒
賞
文
が

の
っ
て
お
り
︑
そ
れ
に
よ
れ
ば
真
栄
平
が
王
府
の
命
を
受
け
て
通
事
の
職
を
行
っ
た
こ
と
︑
そ
の
働
き
が
認
め
ら
れ
て
褒
賞
を
受
け
た
こ
と
の

ほ
か
︑
こ
の
時
﹁
オ
ラ
ン
ダ
言
葉
︵
英
語
︶
を
よ
く
習
得
し
て
︑
か
つ
兼
ね
て
よ
り
中
国
語
に
も
嗜
み
が
﹂
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑

褒
賞
文
中
で
は
︑
イ
ギ
リ
ス
側
が
国
王
へ
の
謁
見
を
願
い
出
た
際
に
︑
中
国
人
通
訳
が
意
味
を
取
り
違
え
た
の
を
真
栄
平
が
正
し
︑
久
米
村
通

事
と
共
に
謁
見
願
い
を
断
る
た
め
に
尽
力
し
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
て
い
る
︒
豊
田
實
に
よ
れ
ば
真
栄
平
は
﹁
平
等
所
︵
司
法
部
局
︶
大
屋
子

︵
罪
人
の
取
り
調
べ
官
︶
見
習
﹂
の
職
に
あ
り
な
が
ら
通
事
の
任
を
仰
せ
つ
か
っ
て
お
り
︑
そ
の
後
累
進
し
て
王
府
の
役
職
を
勤
め
る
一
方
で
︑

西
洋
船
来
航
に
際
し
て
は
通
事
と
し
て
も
活
動
し
た
と
い
う⑱
︒

一
方
安
仁
屋
に
つ
い
て
は
︑
首
里
の
東
姓
東
風
平
親
方
津
波
古
家
に
家
譜
が
残
っ
て
お
り⑲
︑
こ
れ
に
よ
れ
ば
名
は
政
輔
︑
一
七
九
二
年
︵
乾

隆
五
七
年
︶
の
生
ま
れ
で
没
年
は
不
詳
だ
が
︑
最
後
の
記
事
は
一
八
六
二
年
︵
同
治
元
年
︶
付
け
で
あ
り
︑
こ
の
時
ま
で
は
生
存
し
て
い
た
︒
家

譜
に
は
ア
ル
セ
ス
ト
号
・
ラ
イ
ラ
号
来
航
時
に
関
す
る
記
述
が
見
え
な
い
が
︑
こ
れ
は
真
栄
平
が
主
任
の
通
事
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
前

述
の
通
り
真
栄
平
の
死
後
︑
西
洋
船
対
応
は
安
仁
屋
の
独
壇
場
と
な
り
︑
そ
れ
に
伴
っ
て
王
府
か
ら
の
褒
賞
が
度
々
下
さ
れ
て
い
る
︒
一
八
四

〇
年
︵
道
光
二
十
年
︶
に
漂
着
し
た
英
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

=
オ
ー
ク
号
の
対
応
に
あ
た
っ
た
際
の
褒
賞
文
で
は
︑
イ
ギ
リ
ス
船
に
乗
り
合
わ
せ
て

い
た
中
国
人
が
官
話
を
話
せ
ず
通
訳
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
安
仁
屋
が
英
語
を
使
っ
て
対
応
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
安
仁
屋
も
王
府
内

で
は
本
職
が
あ
り
︑
の
ち
に
は
国
王
の
側
近
で
あ
る
御
近
習
職
ま
で
務
め
た
︒
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両
者
の
経
歴
か
ら
は
︑
こ
の
時
点
に
お
け
る
西
洋
語
通
事
の
特
徴
と
し
て
以
下
の
三
点
が
見
出
せ
る
︒
第
一
に
︑
両
者
は
従
来
対
外
交
渉
を

担
っ
た
久
米
村
人
で
は
な
く
︑
首
里
士
族
の
若
者
が
特
に
選
ば
れ
て
︑
英
語
学
習
お
よ
び
通
事
役
を
担
わ
さ
れ
た
こ
と
︒
第
二
に
︑
両
者
と
も
︑

本
職
を
持
ち
な
が
ら
臨
時
の
掛
け
持
ち
と
し
て
︑
通
事
職
を
申
し
付
け
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
後
も
一
般
的
な
王
府
官
吏
の
昇
進
コ
ー
ス
を
進
む

一
方
で
︑
西
洋
船
来
航
に
際
し
て
は
そ
の
都
度
通
事
職
を
担
っ
て
い
る
こ
と
︒
第
三
に
︑
西
洋
船
に
中
国
人
が
乗
り
合
わ
せ
て
い
な
い
︑
あ
る

い
は
乗
り
合
わ
せ
て
い
て
も
久
米
村
通
事
が
操
る
南
京
官
話
が
通
じ
な
い
場
合
に
︑
英
語
を
用
い
た
意
思
疎
通
の
た
め
に
両
名
が
用
い
ら
れ
た

こ
と
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
ア
ル
セ
ス
ト
号
・
ラ
イ
ラ
号
に
は
じ
ま
る
西
洋
船
来
航
の
急
増
は
︑
琉
球
を
目
的
と
し
た
意
図
的
寄
港
で
あ
っ
た
点
で
従

来
の
漂
着
船
と
異
な
り
︑
琉
球
王
府
は
真
栄
平
・
安
仁
屋
の
よ
う
な
通
事
職
を
設
け
て
こ
れ
に
対
応
さ
せ
た
︒
こ
の
時
点
で
は
︑
東
ア
ジ
ア
海

域
に
急
増
す
る
イ
ギ
リ
ス
船
に
対
応
で
き
る
最
低
限
の
英
語
ス
キ
ル
が
求
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
っ
て
︑
両
者
は
純
粋
に
そ
の
語
学
力
に
よ
っ
て

活
用
さ
れ
て
い
た
︒

そ
も
そ
も
︑
艦
隊
の
寄
港
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
測
量
船
サ
ラ
マ
ン
号
の
よ
う
に
複
数
回
来
航
し
た
例
も
あ
る
に
せ
よ
︑
本
質
的
に
は
一
過
性
の

も
の
で
あ
り
︑
琉
球
側
も
そ
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
︒
船
影
が
見
え
な
く
な
れ
ば
︑
王
府
は
通
常
の
業
務
に
戻
り
︑
対
応
に
駆
り
出
さ
れ
た
役

人
ら
も
本
来
の
職
場
に
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
た⑳
︒
真
栄
平
・
安
仁
屋
が
本
職
を
持
つ
一
方
で
︑
西
洋
船
が
来
航
す
る
都
度
通
事
に
任
命
さ
れ

た
こ
と
も
そ
の
例
で
あ
る
︒
ア
ル
セ
ス
ト
号
・
ラ
イ
ラ
号
に
は
じ
ま
る
琉
球
と
西
洋
の
交
渉
が
よ
り
大
き
な
転
機
を
迎
え
︑
西
洋
語
通
事
の
設

置
が
本
格
的
に
す
す
み
は
じ
め
る
の
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
が
琉
球
に
滞
在
し
は
じ
め
た
ア
ヘ
ン
戦
争
終
結
後
の
一
八
四
四
年
で
あ
る
︒

①

こ
こ
で
は
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
係
か
ら
︑
﹁
外
国
人
が
琉
球
に
漂
着
し
た
場

合
﹂
の
み
を
取
り
上
げ
︑
﹁
琉
球
人
が
外
国
に
漂
着
し
た
場
合
﹂
は
扱
わ
な
い
︒

同
様
に
︑
﹁
沖
縄
本
島
に
漂
着
し
た
場
合
﹂
の
み
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
︒

②

以
上
の
過
程
に
つ
い
て
は
︑
春
名
徹
﹁
近
世
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
漂
流
民
送
還

体
制
の
形
成
﹂
﹃
調
布
日
本
文
化
﹄
四
︑
一
九
九
四
年
︑
同
﹁
近
世
東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
漂
流
民
送
還
体
制
の
展
開
﹂
﹃
調
布
日
本
文
化
﹄
五
︑
一
九
九
五
年
︑
豊

見
山
和
行
﹃
琉
球
王
国
の
外
交
と
王
権
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
四
年
︑
渡
辺
美

季
﹃
近
世
琉
球
と
中
日
関
係
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
二
年
等
参
照
︒

③

梅
木
哲
人
﹁
琉
球
に
お
け
る
鎖
国
に
つ
い
て
﹂
﹃
史
潮
﹄
新
十
五
︑
一
九
八
四

年
︑
豊
見
山
和
行
﹁
近
世
琉
球
に
お
け
る
漂
流
・
漂
着
問
題

漂
流
民
救
護
と
日
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本
漂
流
事
例
か
ら

﹂
﹃
第
八
回
琉
中
歴
史
関
係
国
際
学
術
会
議
論
文
集
﹄
二
〇

〇
一
年
︒

④

前
掲
注
②
渡
辺
著
書
︑
第
二
部
第
一
章
︒

⑤

糸
数
兼
治
﹁
漂
着
関
係
の
取
締
規
程
に
つ
い
て
﹂
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
一
巻
︑

巻
頭
論
考
参
照
︒

⑥

豊
見
山
和
行
﹁
十
七
世
紀
に
お
け
る
琉
球
王
国
の
対
外
関
係

漂
流
民
の
処
理

問
題
を
中
心
に
﹂
藤
田
覚
編
﹃
十
七
世
紀
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
﹄
山
川
出
版
社
︑

二
〇
〇
〇
年
︒

⑦

以
下
は
渡
辺
美
季
﹁
近
世
琉
球
に
お
け
る
対
︿
異
国
船
漂
着
﹀
体
制

中
国

人
・
朝
鮮
人
・
出
所
不
明
の
異
国
人
の
漂
着
に
備
え
て
﹂
﹃
評
定
所
文
書
﹄
補
遺

別
巻
︑
巻
頭
論
考
に
よ
る
︒

⑧

﹃
評
定
所
文
書
﹄
一
巻
︑
八
〇
〇
号
文
書
︑
三
〇
八
頁
︒

⑨

﹃
評
定
所
文
書
﹄
一
巻
︑
一
三
三
七
号
文
書
︑
五
八
〇
頁
︒

⑩

前
掲
注
②
渡
辺
著
書
︑
二
四
六
頁
︒

⑪

﹁
は
じ
め
に
﹂
前
掲
注
②
西
里
著
書
︑
一
〇
四
頁
︒

⑫

﹁
は
じ
め
に
﹂
前
掲
注
⑥
豊
田
︑
亀
川
︑
山
下
の
各
著
書
参
照
︒

⑬

﹁
は
じ
め
に
﹂
前
掲
注
⑤
田
名
論
文
︒

⑭

春
名
徹
訳
﹃
朝
鮮
・
琉
球
航
海
記
﹄
岩
波
文
庫
︑
一
九
八
六
年
︑
一
七
八
頁

一
七
九
頁
︒
︵
原
著

B
asil
H
all,A
ccount
of
a
V
oyage
of
D
iscovery
to
the

W
est
C
oast
of
C
orea,
and
the
G
reat
L
oo-C
hoo
Island,
John
M
urray,

London,1818.︶

⑮

浜
川
仁
訳
・
解
説
﹃
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
訪
琉
日
記
﹄
不
二
出
版
︑
二
〇
一
五
年
︑

一
八
三
頁
︒
原
本
は
王
立
英
国
海
軍
博
物
館
に
所
蔵
︒

⑯

例
え
ば
︑
ブ
ロ
ッ
サ
ム
号
の
船
長
ビ
ー
チ
ー
の
航
海
記
に
よ
れ
ば
︑
那
覇
に
寄

港
し
た
際
に
安
仁
屋
が
ま
ず
乗
り
込
ん
で
き
て
︑
ポ
ケ
ッ
ト
よ
り
単
語
帳
を
取
り

出
し
て
英
語
に
よ
る
質
問
を
始
め
た
と
さ
れ
る
︒
F
.W
.
B
eechey,
N
arrative

of
a
V
oyage
to
the
P
acific
and
B
ering's
Strait,V
ol.2,London,1831,p.

147.

⑰

末
吉
麦
門
吉
﹁
百
年
前
の
英
語
通
﹂
沖
縄
県
教
育
会
﹃
沖
縄
教
育
﹄
第
一
三
七

号
︑
一
九
二
四
年
︑
﹁
は
じ
め
に
﹂
前
掲
注
⑥
豊
田
著
書
︒

⑱

﹁
は
じ
め
に
﹂
前
掲
注
⑥
豊
田
著
書
︒

⑲

那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
編
﹃
那
覇
市
史
﹄
資
料
編
第
一
巻
七
︑
一
九
八
二

年
︑
四
八
六
頁

四
八
八
頁
︒

⑳

﹁
は
じ
め
に
﹂
前
掲
注
①
島
尻
一
九
八
七
年
論
文
︒

第
二
章

西
洋
語
通
事
と
宣
教
師

中
国
と
の
通
商
を
確
立
し
た
西
洋
諸
国
が
次
な
る
目
標
と
し
て
日
本
を
視
野
に
入
れ
た
と
き
︑
そ
の
前
哨
基
地
と
し
て
琉
球
が
一
層
注
目
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
︑
布
教
と
琉
球
語
︵
日
本
語
︶
習
得
の
任
を
負
っ
た
宣
教
師
が
琉
球
に
送
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
一
八
四
四

年
よ
り
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
を
は
じ
め
と
し
て
断
続
的
に
一
八
六
〇
年
代
ま
で
続
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
た
ち
や
︑
一
八
四
六
年
よ
り
足
掛
け
八

年
間
精
力
的
な
布
教
を
行
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
な
ど
で
あ
る
︒
宣
教
師
の
逗
留
に
よ
っ
て
御
条
目
を
中
心
と
す
る
琉
球
の
対
応

体
制
は
い
よ
い
よ
機
能
不
全
に
陥
り
始
め
︑
西
洋
語
通
事
の
活
用
が
一
層
本
格
化
す
る
︒
本
章
で
は
︑
宣
教
師
の
周
辺
に
配
置
さ
れ
た
西
洋
語
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通
事
︵
﹁
通
事
係
﹂
︶
が
西
洋
人
対
応
を
一
手
に
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
過
程
と
︑
宣
教
師
か
ら
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
を
習
得
し
て
い
た
模
様

を
検
討
し
︑
こ
れ
ら
通
事
に
任
命
さ
れ
た
人
物
の
背
景
に
つ
い
て
も
可
能
な
範
囲
で
確
認
す
る
︒

第
一
節

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
逗
留
と
﹁
通
事
係
﹂

当
時
フ
ラ
ン
ス
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
海
軍
を
率
い
て
い
た
ジ
ャ
ン

=
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
・
セ
シ
ー
ユ
の
命
を
受
け
︑
軍
艦
ア
ル
ク
メ
ー
ヌ
号

が
那
覇
に
来
航
し
た
の
は
一
八
四
四
年
四
月
二
八
日
で
あ
る
︒
艦
長
ベ
ニ
ニ
ュ

=
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
フ
ォ
ル
ニ
エ

=
デ
ュ
プ
ラ
ン
に
与
え
ら
れ
た

命
令
は
︑
後
日
正
式
交
渉
の
た
め
に
到
来
す
る
セ
シ
ー
ユ
に
先
駆
け
て
予
備
交
渉
を
行
い
︑
琉
仏
間
の
和
好
・
通
商
条
約
締
結
の
可
能
性
を
探

る
こ
と
と
︑
本
交
渉
時
の
通
訳
育
成
と
い
う
名
目
で
パ
リ
外
国
宣
教
会
所
属
宣
教
師
テ
オ
ド
ー
ル
・
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
及
び
中
国
人
カ
ト
リ
ッ
ク

の
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
コ
ウ
を
残
留
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
フ
ォ
ル
ニ
エ

=
デ
ュ
プ
ラ
ン
は
つ
づ
く
セ
シ
ー
ユ
提
督
の
来
訪
を
予
告
し
︑
琉

球
側
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
両
名
を
残
留
さ
せ
た
の
ち
︑
一
週
間
ほ
ど
で
琉
球
を
離
れ
た①
︒

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
逗
留
は
二
年
間
に
及
び
︑
一
八
四
六
年
に
来
琉
し
た
セ
シ
ー
ユ
提
督
に
引
き
取
ら
れ
て
琉
球
を
去
っ
た
が
︑
代
わ
り
に
も

う
二
名
の
宣
教
師
︵
ピ
エ
ー
ル
・
マ
リ
・
ル
チ
ュ
ル
ジ
ュ
と
マ
ッ
シ
ュ
・
ア
ド
ネ
︶
が
後
任
と
し
て
残
置
さ
れ
た
︒
こ
の
と
き
セ
シ
ー
ユ
が
要
求
し

た
和
好
・
通
商
条
約
の
締
結
を
琉
球
側
は
固
辞
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
︑
後
任
宣
教
師
た
ち
へ
の
琉
球
語
教
授
を
約
束
さ
せ
ら
れ
た
︒
ア
ド

ネ
は
一
八
四
八
年
七
月
一
日
に
琉
球
で
病
死
し
︑
ル
チ
ュ
ル
ジ
ュ
は
同
年
八
月
二
七
日
に
香
港
へ
移
っ
た②
︒

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
ら
の
残
置
を
受
け
て
琉
球
が
薩
摩
へ
行
っ
た
報
告
の
中
で
は
︑
﹁
な
ん
と
も
予
想
外
で
困
っ
た
こ
と
﹂
で
あ
る
が
︑
﹁
い
ず
れ

に
せ
よ
彼
ら
が
申
し
出
た
通
り
︑
提
督
の
来
航
が
そ
の
う
ち
あ
る
で
し
ょ
う
⁝
⁝
交
易
な
ど
に
つ
い
て
申
し
立
て
が
あ
れ
ば
き
っ
と
断
り
︑
す

べ
て
御
条
目
の
通
り
に
取
り
計
ら
い
︑
彼
ら
二
人
も
そ
の
時
一
緒
に
帰
ら
せ
ま
す
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る③
︒
異
国
人
逗
留
を
許
し
て
し
ま
っ
た

が
︑
あ
く
ま
で
も
御
条
目
に
沿
っ
た
対
処
を
す
る
と
薩
摩
側
に
強
調
し
て
い
る
︒

一
方
︑
事
態
が
既
に
御
条
目
の
規
定
内
で
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
十
分
に
琉
球
側
に
認
識
さ
れ
て
い
た④
︒
報
告
の
続
き
で
︑
﹁
フ
ォ

十九世紀琉球国の西洋語通事（張）
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ル
カ
ー
ド
が
天
主
教
の
布
教
許
可
を
願
い
出
て
お
り
︑
天
主
教
と
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
こ
と
で
︑
御
条
目
に
従
え
ば
南
蛮
船
と
同
様
の
取
り
扱
い

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
南
蛮
人
は
そ
の
荷
物
も
ろ
と
も
鹿
児
島
へ
送
り
届
け
る
こ
と
が
御
条
目
の
規
定
で
す
︒
し
か
し
︑
こ
の
度
フ
ォ

ル
カ
ー
ド
ら
は
国
王
の
命
令
を
受
け
て
お
り
︑
か
つ
フ
ラ
ン
ス
は
近
年
中
国
や
近
隣
諸
国
と
の
交
流
を
増
加
さ
せ
て
お
り
︑
そ
も
そ
も
後
に
提

督
来
航
が
予
告
さ
れ
て
い
る
中
で
︑
御
条
目
通
り
の
扱
い
で
は
フ
ラ
ン
ス
を
刺
激
し
︑
琉
球
の
国
難
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
﹂
と
い
う
分
析
を
加

え
て
い
る⑤
︒
琉
球
側
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
清
仏
関
係
を
分
析
し
︑
フ
ラ
ン
ス
船
の
琉
球
来
航
が
こ
れ
ま
で
の
漂
着
船
来
航
と
は
全
く
異
な
る

事
態
で
あ
る
と
明
確
に
認
識
し
て
い
た
点
は
注
目
に
値
す
る
︒
さ
ら
に
他
の
箇
所
で
は
︑
﹁
現
在
の
状
況
は
︑
西
洋
諸
国
の
勢
い
が
強
く
︑
こ

の
前
は
中
国
に
さ
え
英
国
が
侵
攻
し
た
﹂
と
ア
ヘ
ン
戦
争
を
踏
ま
え
て
情
勢
を
分
析
し
て
お
り⑥
︑
西
洋
諸
国
に
対
し
強
い
危
機
感
を
抱
い
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
上
で
︑
琉
球
側
は
居
座
っ
て
し
ま
っ
た
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
ら
に
対
し
て
は
︑
厳
重
な
取
り
締
ま
り
を
行
い
な
が
ら
も
︑

そ
の
機
嫌
を
損
な
わ
ぬ
よ
う
丁
寧
な
扱
い
が
必
要
で
あ
る
と
し
︑
薩
摩
も
こ
れ
に
同
意
す
る
の
で
あ
る⑦
︒

琉
球
側
は
残
さ
れ
た
二
人
を
泊⑧
の
天
久
寺
︵
聖
現
寺
︶
に
入
れ
︑
﹁
寺
の
周
り
に
柵
を
立
て
て
囲
み
︑
監
視
小
屋
を
数
件
構
え
て
︑
日
夜
監
視

の
役
目
を
申
し
付
け
︑
異
国
人
と
唐
人
が
外
へ
出
な
い
よ
う
に
し
︑
地
元
民
は
監
視
場
所
付
近
へ
立
ち
寄
ら
な
い
よ
う
に
厳
し
く
取
り
締
ま
り

を
申
し
渡
し
︑
異
国
人
ら
の
所
望
物
に
つ
い
て
は
望
み
通
り
与
え
る
こ
と
﹂
と
い
う
よ
う
に⑨
︑
厳
重
に
囲
い
込
み
︑
現
地
人
と
の
接
触
を
絶
っ

た
︒
こ
の
際
に
︑
天
久
寺
前
に
番
人
小
屋
を
設
け
て
久
米
村
通
事
を
八
名
詰
め
さ
せ
た
ほ
か⑩
︑
寺
内
で
直
接
フ
ラ
ン
ス
人
と
接
触
す
る
久
米
村

通
事
も
数
名
配
置
し
て
い
た⑪
︒
異
国
人
を
隔
離
し
︑
厳
重
な
監
視
を
加
え
る
こ
と
や
︑
現
場
で
の
人
員
に
久
米
村
人
が
動
員
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
︑
御
条
目
通
り
で
あ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
漂
着
民
対
応
と
変
わ
ら
な
い
︒

一
方
で
︑
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
久
米
村
通
事
と
は
別
に
一
群
の
通
事
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
点
で
あ
る
︒
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
ら
が
上
陸
し
て
数

ヶ
月
後
の
一
八
四
四
年
八
月
三
日
時
点
の
人
員
を
示
す
史
料
と
し
て
︑
﹁
通
事
長
堂
里
之
子
の
代
わ
り
は
比
屋
根
里
之
子
が
仰
せ
つ
け
ら
れ
ま

し
た
︒
で
す
か
ら
天
久
寺
へ
は
右
の
比
屋
根
里
之
子
お
よ
び
比
屋
根
里
主
︑
板
良
敷
里
之
子
の
三
人
で
詰
め
︑
和
宇
慶
里
之
子
親
雲
上
は
宿
に

控
え
て
お
き
︑
用
事
が
あ
り
次
第
宿
か
ら
出
て
役
目
を
勤
め
る
と
い
う
形
で
︑
上
役
か
ら
の
許
可
も
得
て
お
り
ま
す
の
で
︑
こ
の
旨
を
右
の
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面
々
に
申
し
渡
し
て
く
だ
さ
い⑫
﹂
と
い
う
も
の
が
あ
る
︒
こ
こ
に
現
れ
る
長
堂
里
之
子
︑
彼
に
代
わ
っ
た
比
屋
根
里
之
子
︑
比
屋
根
里
主
︑
板

良
敷
︑
そ
し
て
和
宇
慶
の
五
人
は
︑
史
料
中
で
は
﹁
通
事
係
﹂
あ
る
い
は
﹁
首
里
通
事
﹂
と
呼
称
さ
れ
︑
久
米
村
通
事
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ

て
い
る
︒

通
事
た
ち
は
共
同
で
︑
⑴
フ
ラ
ン
ス
人
外
出
時
の
追
行
︑
監
視

⑵
所
望
品
の
調
達
︑
断
り

⑶
那
覇
や
首
里
へ
の
連
絡

⑷
薩
摩
在
番
奉
行

へ
の
報
告
︑
な
ど
の
職
務
に
あ
た
っ
た
︒
な
か
ん
ず
く
︑
フ
ラ
ン
ス
人
ら
と
直
接
対
面
す
る
⑴
⑵
に
つ
い
て
は
︑
フ
ラ
ン
ス
人
側
の
怒
り
を
買

い
や
す
く
︑
し
ば
し
ば
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
よ
り
天
久
寺
へ
の
出
入
り
を
禁
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
こ
の
と
き
琉
球
側
は
︑
通
事
た
ち
に
菓
子

折
り
を
持
た
せ
て
謝
罪
に
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
っ
た⑬
︒
フ
ラ
ン
ス
人
ら
の
機
嫌
を
損
ね
る
こ
と
が
︑
近
日
予
告
さ
れ
た
艦
隊
来
訪
時
に
﹁
咎

目
﹂
へ
と
繫
が
る
こ
と
を
恐
れ
る
一
方
で
︑
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
ら
の
様
々
な
要
求
は
極
力
拒
否
せ
ね
ば
な
ら
ず
︑
通
事
た
ち
は
そ
の
間
で
板
挟
み

に
な
っ
て
い
た
︒

新
た
に
登
場
し
た
通
事
係
︵
西
洋
語
通
事
︶
で
あ
る
が
︑
﹁
首
里
通
事
﹂
と
い
う
別
称
が
示
唆
す
る
通
り
︑
久
米
村
人
で
は
な
く
首
里
の
士
族

が
任
命
さ
れ
て
い
た
︒
だ
が
そ
の
役
割
に
お
い
て
︑
こ
の
時
点
で
久
米
村
通
事
と
本
質
的
な
違
い
は
見
て
取
れ
な
い
︒
そ
の
理
由
は
以
下
の
三

点
で
あ
る
︒
第
一
に
︑
琉
球
側
は
二
組
の
通
事
を
区
別
し
て
把
握
し
て
い
た
も
の
の
︑
職
務
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
︒
先
に
述

べ
た
職
務
の
ほ
か
︑
ア
ド
ネ
と
ル
チ
ュ
ル
ジ
ュ
に
対
し
て
は
琉
球
語
の
教
授
も
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
﹁
首
里
・
久
米
村
打
交
り
﹂
二
人
ず
つ
交

代
で
行
わ
れ
た⑭
︒
さ
ら
に
︑
両
者
は
毎
日
一
緒
の
宿
で
諸
々
の
事
を
相
談
し
な
が
ら
対
応
に
あ
た
っ
て
い
た⑮
︒
第
二
に
︑
久
米
村
通
事
と
西
洋

語
通
事
の
人
員
数
が
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
︒
王
府
は
双
方
を
そ
れ
ぞ
れ
一
定
数
現
場
に
確
保
し
よ
う
と
し
て
お
り
︑
﹁
通
事
に
つ

い
て
は
当
分
久
米
村
よ
り
三
人
︑
首
里
よ
り
二
人
は
必
ず
居
な
け
れ
ば
支
障
が
出
る
﹂
と
の
通
達
が
出
さ
れ
て
い
た
が⑯
︑
西
洋
語
通
事
一
名
に

久
米
村
通
事
二
名
で
対
応
す
る
場
合
も
あ
れ
ば⑰
︑
久
米
村
通
事
が
不
足
し
て
西
洋
語
通
事
の
み
で
対
応
す
る
場
合
も
あ
っ
た⑱
︒
第
三
に
︑
琉
球

側
は
フ
ラ
ン
ス
人
ら
に
︑
両
者
を
別
個
に
紹
介
し
て
お
ら
ず
︑
フ
ラ
ン
ス
人
側
も
そ
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
︒
フ
ォ
ル
カ
ー
ド

は
﹁
下
級
官
吏
の
一
団
が
我
々
の
側
に
控
え
て
﹂
い
た
と
す
る
の
み
で
︑
通
事
た
ち
の
性
質
の
違
い
に
は
気
づ
い
て
い
な
い⑲
︒
こ
れ
ら
の
例
は
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い
ず
れ
も
︑
後
述
す
る
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
と
は
対
照
的
で
あ
る
︒

ま
た
︑
ア
ル
ク
メ
ー
ヌ
号
の
入
港
に
際
し
︑
真
っ
先
に
乗
船
し
て
本
国
・
宗
旨
・
来
着
の
次
第
を
尋
ね
た
の
が
久
米
村
通
事
で
あ
っ
た
こ
と

や
︑
薩
摩
在
番
奉
行
へ
の
報
告
担
当
が
久
米
村
の
当
間
里
之
子
親
雲
上
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
︑
こ
の
時
期
の
西
洋
人
対

応
の
主
体
は
い
ま
だ
に
久
米
村
通
事
で
あ
っ
て
︑
宣
教
師
逗
留
と
い
う
異
例
の
事
態
に
十
分
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
︑
首
里
か
ら
追
加
動
員
し

た
と
捉
え
ら
れ
る
︒

続
く
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
の
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ジ
ャ
ン
・
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
は
︑
一
八
四
六
年
四
月
三
十
日
家
族
と
共
に
来
琉
し
た
︒
ベ
ッ
テ

ル
ハ
イ
ム
は
強
烈
な
個
性
を
も
っ
て
︑
王
府
・
現
地
人
と
数
多
の
軋
轢
を
生
み
だ
し
な
が
ら
以
後
八
年
間
を
こ
の
地
で
の
布
教
に
費
や
す⑳
︒
フ

ラ
ン
ス
宣
教
師
が
泊
の
天
久
寺
に
居
住
し
た
の
に
対
し
て
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
は
那
覇
の
護
国
寺
を
住
処
と
し
た
︒

ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
日
記㉑
で
は
︑
そ
の
滞
在
最
初
期
の
時
点
で
︑
自
ら
の
周
囲
に
配
置
さ
れ
た
役
人
の
一
部
を
﹁
接
待
役
筆
頭
︵
chief
at-

tendant︶
﹂
と
呼
ん
だ㉒
︒
こ
れ
ら
﹁
接
待
役
筆
頭
﹂
に
つ
い
て
彼
は
の
ち
に
﹁
彼
ら
が

Ichirazichi
と

N
agadoo
と
呼
ば
れ
て
い
る
﹂
こ
と

を
耳
に
し
て
お
り㉓
︑
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
周
辺
に
配
置
さ
れ
た
﹁
通
事
係
﹂
の
う
ち
板
良
敷
と
長
堂
に
あ
た
る
︒
琉
球
側
の
や
や
後
の
時
点
で
の
記

録
に
は
︑
﹁
通
事
係
の
比
屋
根
里
之
子
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
間
よ
り
泊
に
詰
め
て
お
り
︑
こ
ち
ら
へ
は
板
良
敷
里
之
子
︑
長
堂
里
之
子
が
交
代

で
詰
め
て
い
る
﹂
と
あ
っ
て
こ
れ
を
裏
付
け
る㉔
︒
先
に
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
周
辺
に
配
置
さ
れ
た
西
洋
語
通
事
が
︑
そ
の
ま
ま
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム

の
元
へ
も
配
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
周
辺
の
西
洋
語
通
事
は
︑
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
時
と
は
性
質
が
変
わ
っ
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
︒
第
一
に
︑
久
米
村
通

事
と
職
掌
を
分
化
さ
せ
て
い
っ
た
点
で
あ
る
︒
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
は
滞
在
期
間
が
長
期
に
及
ん
だ
た
め
︑
西
洋
語
通
事
も
相
次
い
で
追
加
・
交

代
さ
れ
た
︒
板
良
敷
や
長
堂
に
は
ま
だ
﹁
諸
事
久
米
村
通
事
と
同
じ
よ
う
に
勤
め
る
こ
と㉕
﹂
が
求
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
後
の
通
事
係
は
専
ら
宣

教
師
と
の
語
学
相
互
教
習
が
主
要
な
職
務
と
な
る
︒
こ
の
時
も
西
洋
語
通
事
に
任
命
さ
れ
た
の
は
常
に
首
里
人
で
あ
っ
た
︒
第
二
に
︑
職
掌
の

分
化
に
伴
っ
て
︑
久
米
村
・
首
里
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
通
事
集
団
と
し
て
機
能
し
︑
宣
教
師
も
そ
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
そ
も
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そ
も
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
が
板
良
敷
と
長
堂
を
特
に
﹁
接
待
役
筆
頭
﹂
と
呼
ん
で
い
る
の
は
︑
二
人
が
特
別
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
が
︑
来
琉
一
年
後
の
時
点
で
既
に
明
確
に
﹁
我
々
の
通
事
の
う
ち
五
人
は
久
米
府
か
ら
来
て
お
り
︑
四
人
は
首
里
府
か
ら
で
あ
る
﹂
と
把
握

し
て
い
る㉖
︒
琉
球
側
が
久
米
村
通
事
と
通
事
係
を
別
個
に
用
い
始
め
た
こ
と
は
︑
こ
れ
以
降
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
病
気
見
舞
い
を
︑
そ
れ
ぞ
れ

の
通
事
た
ち
に
別
々
に
行
わ
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る㉗
︒

こ
の
頃
か
ら
︑
ま
す
ま
す
増
加
す
る
西
洋
船
の
来
航
に
対
応
す
る
よ
う
に
︑
西
洋
語
通
事
の
活
動
が
目
立
っ
て
く
る
︒
例
え
ば
︑
一
八
五
一

年
一
月
八
日
に
英
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
号
が
那
覇
に
入
港
し
た
際
︑
検
問
の
た
め
に
乗
船
し
た
琉
球
側
役
人
は
﹁
久
米
村
大
夫
・
通
事
﹂
だ
け
で
な

く
﹁
板
良
敷
里
之
子
親
雲
上
﹂
も
い
た㉘
︒
こ
の
時
イ
ギ
リ
ス
側
は
首
里
城
登
城
を
強
行
し
︑
琉
球
側
を
大
恐
慌
に
陥
れ
る
が
︑
琉
英
間
に
あ
っ

て
連
絡
に
奔
走
し
た
の
は
板
良
敷
で
あ
っ
た
︒

あ
る
い
は
︑
前
年
の
八
月
十
六
日
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
商
船
が
那
覇
に
寄
港
し
た
際
に
は
︑
﹁
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
・
板
良
敷
里
之
子
親
雲

上
・
比
屋
根
里
之
子
︑
通
事
用
に
つ
き
沖
之
寺
へ
詰
め
る
よ
う
に
申
し
渡
﹂
さ
れ
て
お
り㉙
︑
乗
船
し
た
役
人
も
﹁
久
米
村
大
夫
・
通
事
幷
安
仁

屋
里
之
子
親
雲
上
・
板
良
敷
里
之
子
親
雲
上
﹂
で
あ
る㉚
︒
商
船
は
破
損
し
て
お
り
︑
修
補
の
た
め
に
琉
球
の
大
工
を
雇
い
た
い
と
申
し
出
た
の

で
︑
西
洋
語
通
事
が
﹁
船
修
補
下
知
方㉛
﹂
と
し
て
毎
日
船
元
に
詰
め
︑
大
工
ら
の
監
視
に
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
二
人
だ
け
で
は
回
ら
な
い

の
で
︑
安
森
里
之
子
親
雲
上
︑
吉
里
筑
登
之
の
両
名
が
加
え
ら
れ
た
︒
二
人
は
︑
後
の
ペ
リ
ー
艦
隊
来
航
時
に
も
活
躍
し
て
い
る
︒
西
洋
船
対

応
の
主
役
が
︑
久
米
村
通
事
か
ら
通
事
係
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
い
る
状
況
が
見
て
と
れ
よ
う
︒

さ
ら
に
︑
こ
れ
ら
下
級
士
族
が
担
っ
た
通
事
職
が
︑
西
洋
人
の
目
に
は
交
渉
を
指
導
す
る
重
要
人
物
に
映
っ
た
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︒

先
の
デ
ュ
プ
ラ
ン
と
地
方
官
の
会
談
に
お
け
る
板
良
敷
の
例
の
ほ
か
︑
一
八
四
六
年
に
来
琉
し
た
セ
シ
ー
ユ
も
︑
﹁
総
理
官
の
左
右
を
︵
ホ
ー

ル
船
長
と
ビ
ー
チ
ー
船
長
と
の
関
係
で
よ
く
知
ら
れ
た
︶
奥
間
と
安
仁
屋
が
歩
い
て
い
る
︒
見
か
け
は
低
い
位
の
人
物
た
ち
で
あ
る
が
︑
外
国
人
と

の
交
渉
に
お
い
て
は
大
き
な
影
響
力
が
あ
り
︑
彼
ら
な
し
で
は
何
も
決
ま
ら
な
い
︒
⁝
⁝
沖
縄
人
と
い
る
と
き
は
︑
我
々
は
気
を
つ
け
ね
ば
な

ら
な
い
︒
ほ
ぼ
い
つ
で
も
︑
立
派
に
見
え
る
者
は
マ
ネ
キ
ン
に
す
ぎ
な
い
︒
物
事
を
進
め
る
重
要
な
人
物
は
︑
大
抵
よ
り
質
素
な
身
な
り
で
群
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衆
に
紛
れ
て
い
る
の
だ
﹂
と
い
う
記
述
を
残
し
て
い
る㉜
︒
な
お
︑
こ
こ
に
現
れ
る
奥
間
は
久
米
村
の
大
夫
で
あ
る
︒

第
二
節

英
語
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
語
の
習
得

西
洋
語
通
事
と
従
来
の
久
米
村
通
事
を
区
別
す
る
も
っ
と
も
大
き
な
要
素
の
一
つ
と
し
て
︑
西
洋
語
通
事
が
宣
教
師
た
ち
と
語
学
の
相
互
教

授
を
行
い
︑
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ん
で
い
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
前
述
の
通
り
︑
英
語
学
習
の
は
じ
ま
り
は
一
八
一
六
年
の
真
栄
平
と
安

仁
屋
に
求
め
ら
れ
る
が
︑
通
事
係
ら
の
場
合
は
時
間
的
に
も
︑
質
的
に
も
よ
り
本
格
的
な
学
習
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
英
語
に
比
べ
て
史
料
に
乏

し
く
︑
そ
の
後
活
用
さ
れ
た
形
跡
も
少
な
い
も
の
の
︑
フ
ラ
ン
ス
語
も
同
様
に
学
ば
れ
て
い
た
︒

ま
ず
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
初
期
の
日
記
か
ら
は
︑
西
洋
語
通
事
た
ち
の
英
語
学
習
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
情
熱
が
伺
え
る
︒
例
え
ば
︑
逗

留
一
年
目
の
一
八
四
六
年
に
西
洋
語
通
事
を
務
め
た
板
良
敷
は
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
が
上
陸
し
て
間
も
な
い
う
ち
か
ら
英
語
学
習
に
勤
し
み
︑

﹁
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
と
ス
ペ
リ
ン
グ
の
授
業
の
ほ
か
に
︑
接
待
役
筆
頭
自
身
が
こ
の
三
日
間
に
わ
た
り
︑
彼
の
英
語
授
業
の
た
め
に
約
束
し
た
特

定
の
時
間
に
私
の
部
屋
に
や
っ
て
き
た
︒
そ
し
て
毎
日
や
っ
て
き
て
学
び
た
い
と
い
う
意
向
を
表
明
し
て
く
れ
た
﹂
と
い
う㉝
︒
長
堂
に
つ
い
て

も
︑
﹁
本
当
に
︑
S.K
.H
.︵
長
堂
︶
の
英
語
を
学
び
た
い
︑
使
い
た
い
と
い
う
熱
意
は
大
変
な
も
の
で
︑
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
が
説
か
れ
る
こ
と

に
も
構
わ
ず
に
︑
私
が
話
し
た
が
る
と
知
っ
て
い
る
話
題
を
持
ち
出
し
た
﹂
と
い
う
様
子
で
あ
っ
た㉞
︒
さ
ら
に
︑
板
良
敷
と
長
堂
は
互
い
を
意

識
し
て
い
て
︑
板
良
敷
は
長
堂
が
﹁
英
語
で
い
く
つ
か
の
単
語
を
書
い
た
と
聞
い
て
そ
の
能
力
に
嫉
妬
し
て
い
た
﹂
と
も
い
う㉟
︒
年
が
変
わ
り
︑

板
良
敷
と
長
堂
の
後
任
の
西
洋
語
通
事
に
つ
い
て
も
英
語
学
習
は
継
続
さ
れ
て
い
た
︒

今
週
は
す
べ
て
英
語
学
習
に
あ
て
ら
れ
た
︒
こ
れ
が
長
く
続
け
ば
良
い
が
︒
⁝
⁝
私
の
唯
一
の
恐
れ
は
︑
彼
ら
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
勉
強
が
す
べ
て

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
こ
れ
も
ま
た
イ
ギ
リ
ス
船
に
乗
る
に
あ
た
っ
て
必
要
な
い
く
ら
か
の
語
句
を
習
得
す
る
と
い
う
︑
た
だ
そ
の
た
め
だ
け
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
だ㊱
︒
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も
っ
と
も
︑
英
語
に
関
し
て
言
え
ば
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
来
琉
か
ら
制
度
的
な
習
得
が
始
ま
っ
た
と
は
限
ら
な
い
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑

板
良
敷
が
安
仁
屋
よ
り
英
語
を
学
ん
で
い
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
お
り
︑
長
堂
に
つ
い
て
も
︑
初
め
て
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
に
引
き
合
わ
さ
れ

た
一
八
五
四
年
六
月
十
七
日
の
日
記
に
︑
﹁
︵
板
良
敷
に
代
わ
っ
て
︶
Shang
K
w
ang
H
u
︵
長
堂
︶
と
い
う
英
語
学
習
に
大
変
意
欲
的
で
︑
か
つ

既
に
あ
る
程
度
堪
能
で
あ
る
者
が
︑
私
の
日
々
の
生
徒
と
な
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る㊲
︒

一
方
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
に
対
す
る
琉
球
語
教
授
は
︑
一
八
四
七
年
八
月
か
ら
正
式
に
始
ま
っ
た
︒
西
洋
語
通
事
た
ち
は
︑
二
人
ず
つ
交
代

で
毎
週
一
度
︑
礼
拝
日
の
翌
日
に
教
え
に
来
る
よ
う
言
い
渡
さ
れ
︑
代
わ
り
に
こ
れ
ま
で
西
洋
語
通
事
も
動
員
さ
れ
て
い
た
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム

外
出
時
の
追
行
の
勤
め
や
︑
平
時
の
護
国
寺
詰
が
免
除
さ
れ
た㊳
︒
こ
の
た
め
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
付
き
の
西
洋
語
通
事
た
ち
は
︑
仮
名
文
字
＝
琉

球
語
の
教
授
に
専
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
彼
ら
は
史
料
中
で
特
に
﹁
師
匠
﹂
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
と
の
語
学
教
授
に
つ
い
て
は
︑
西
洋
語
通
事
に
よ
る
琉
球
語
授
業
に
関
す
る
も
っ
と
も
古
い
記
事
が
一
八
四
七
年
四
月

九
日
に
既
に
見
え
て
お
り㊴
︑
開
始
時
期
は
更
に
さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
宣
教
師
側
の
史
料
で
は
︑

こ
の
語
学
授
業
に
関
し
て
彼
ら
は
三
人
の
教
師
が
与
え
ら
れ
て
い
た
︒
二
人
は
ふ
つ
う
の
︑
一
人
は
特
別
の
教
師
だ
っ
た
︒
後
者
は
大
先
生
と
呼
ば
れ
て

い
た
が
︑
彼
ら
は
こ
れ
を
大
ス
パ
イ
と
呼
ん
で
お
り
︑
彼
ら
に
教
え
る
の
で
は
な
く
他
の
二
人
の
教
師
を
監
視
す
る
の
が
仕
事
だ
っ
た㊵
︒

と
あ
っ
て
︑
﹁
教
師
﹂
た
ち
を
信
頼
し
て
い
な
い
様
子
が
み
え
る
︒
実
際
︑
琉
球
側
の
監
視
体
制
は
よ
ほ
ど
厳
し
か
っ
た
よ
う
で
︑
宣
教
師
た

ち
は
琉
球
語
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
も
厭
わ
ず
に
︑
度
々
通
事
た
ち
を
追
い
出
し
て
い
た
︒

一
方
で
︑
琉
球
側
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ん
で
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
断
片
的
な
記
録
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
︒
同
年
六
月
二
八
日
に
は
︑

﹁
首
里
通
事
安
森
里
之
子
親
雲
上
﹂
︑
﹁
久
米
村
通
事
真
栄
里
里
之
子
親
雲
上
﹂
︑
﹁
首
里
師
匠
花
城
親
雲
上
﹂
の
名
前
が
出
て
お
り
︑
皆
寺
へ
の

出
入
り
を
宣
教
師
た
ち
か
ら
禁
止
さ
れ
た㊶
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
琉
球
側
は
通
事
た
ち
を
許
し
︑
語
学
教
授
を
再
開
す
る
よ
う
再
三
申
入
れ
た
が
︑
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受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た㊷
︒

こ
の
と
き
︑
地
方
官
か
ら
宣
教
師
に
宛
て
た
文
書
中
に
︑
﹁
師
匠
た
ち
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
通
り
詰
め
さ
せ
琉
球
語
・
言
葉
の
稽
古
に
当

た
ら
せ
︑
右
者
た
ち
へ
も
貴
国
の
言
葉
を
教
え
て
い
た
だ
き
︑
お
互
い
の
用
事
に
差
し
支
え
の
な
い
よ
う
に
し
た
い㊸
﹂
と
の
一
文
が
見
え
る
︒

フ
ラ
ン
ス
語
習
得
が
目
指
さ
れ
て
い
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
が
︑
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
知
り
得
て
い
な
い
︒

ま
た
︑
後
述
の
一
八
五
五
年
の
ゲ
ラ
ン
艦
隊
来
航
時
に
は
︑
板
良
敷
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
通
訳
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
史
料
が
あ
る
︒
琉
球
側

か
ら
フ
ラ
ン
ス
艦
に
乗
船
し
て
嘆
願
が
行
わ
れ
た
際
︑
大
湾
︵
板
良
敷
︶
が
体
調
不
良
で
参
加
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
﹁
ほ
か
に
フ
ラ
ン
ス
語

︵
仏
言
︶
を
良
く
知
っ
て
い
る
者
が
お
り
ま
せ
ん
の
で
︑
︵
フ
ラ
ン
ス
側
の
︶
通
訳
官
が
中
国
官
話
を
知
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
官
話
で
通
訳
を
申

し
付
け
ら
れ
る
よ
う
﹂
申
し
入
れ
て
お
り
︑
久
米
村
通
事
が
中
国
語
で
通
訳
し
た㊹
︒
こ
こ
か
ら
は
少
な
く
と
も
板
良
敷
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
相
当

習
得
し
て
い
た
よ
う
に
読
み
取
れ
る
が
︑
確
証
は
な
い
︒
ゲ
ラ
ン
の
本
国
へ
の
報
告
で
は
︑
﹁
英
語
を
喋
れ
る
通
訳
﹂
の
存
在
を
明
記
し
て
い

る
が
︑
フ
ラ
ン
ス
語
話
者
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い㊺
︒
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
す
者
が
い
れ
ば
︑
ゲ
ラ
ン
が
そ
れ
を
記
さ
な
い
は
ず
は
な
い
︒
﹁
仏

言
﹂
の
実
情
に
つ
い
て
は
︑
現
段
階
で
は
史
料
不
足
で
︑
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
言
え
な
い
︒

第
三
節

西
洋
語
通
事
任
命
者

こ
れ
ら
西
洋
語
通
事
の
具
体
的
な
人
物
像
を
知
り
う
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
︒
唯
一
の
例
外
は
板
良
敷
︵
後
の
牧
志
朝
忠
︶

で
あ
る
︒
彼
の
活
躍
は
め
ざ
ま
し
く
︑
薩
摩
の
抜
擢
に
よ
り
王
府
の
中
枢
に
昇
進
し
た
も
の
の
︑
政
変
に
巻
き
込
ま
れ
て
失
脚
︑
投
獄
さ
れ
不

慮
の
最
期
を
遂
げ
た
︒
い
わ
ゆ
る
牧
志
恩
河
事
件㊻
の
中
心
人
物
と
し
て
︑
同
時
代
の
記
録
も
比
較
的
多
い
︒

牧
志
恩
河
事
件
や
琉
球
処
分
を
身
を
以
て
体
験
し
︑
詳
細
な
記
録
を
残
し
た
喜
舎
場
朝
賢
︵
一
八
四
〇

一
九
一
六
︶
は
︑
板
良
敷
の
略
歴
を

記
し
て
い
る㊼
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
板
良
敷
は
一
八
一
八
年
首
里
に
生
ま
れ
︑
幼
い
頃
か
ら
国
学
で
学
ん
だ
後
︑
二
一
歳
の
時
に
中
国
に
渡
航
し

た
︒
北
京
お
よ
び
福
州
に
滞
在
し
て
中
国
語
を
習
得
︑
帰
国
後
は
西
洋
語
通
事
の
安
仁
屋
政
輔
に
つ
い
て
英
語
を
学
ん
だ
︒
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
来
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琉
時
は
ま
だ
二
十
代
半
ば
で
あ
る
︒

西
洋
人
側
の
記
録
か
ら
は
西
洋
語
通
事
の
中
で
も
特
に
板
良
敷
の
活
躍
が
特
筆
さ
れ
て
お
り
︑
常
に
交
渉
の
中
心
に
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
︒
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
日
記
中
に
は

Ikaradjiki
と
い
う
名
前
で
記
さ
れ
︑
﹁
こ
の
人
物
は
︑
非
常
に
頭
が
切
れ
そ
う
で
︑
す
で
に
二
度
ほ

ど
艦
上
で
顔
を
合
わ
せ
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
立
ち
居
振
る
舞
い
か
ら
し
て
︑
重
要
人
物
が
変
装
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
衆
目
の
一
致

し
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
︒
彼
は
地
方
官
と
一
言
の
相
談
も
せ
ず
に
︑
ま
る
で
自
分
一
人
が
応
答
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
﹂
と
あ
る㊽
︒
ベ
ッ
テ
ル
ハ

イ
ム
の
日
記
や
︑
後
述
す
る
ペ
リ
ー
艦
隊
の
記
録
中
で
も
板
良
敷
が
琉
球
側
の
中
心
人
物
で
あ
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
が
︑
﹃
評
定
所
文
書
﹄

中
で
は
同
輩
の
内
の
一
員
に
過
ぎ
な
い
︒

一
般
に
西
洋
語
通
事
は
︑
往
々
に
し
て
経
済
的
に
困
窮
し
て
お
り
︑
中
下
級
士
族
の
出
身
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
下
の
史
料
は
フ
ォ

ル
カ
ー
ド
の
周
り
に
配
さ
れ
た
西
洋
語
通
事
が
王
府
に
停
職
︑
異
動
を
願
い
出
て
い
る
例
で
あ
る
︒

評
定
所
足
筆
者
の
ポ
ス
ト
が
空
い
た
の
で
︑
志
望
す
る
者
は
や
が
て
科
試
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
り
︑
比
屋
根
里
主
・
板
良
敷
里
之
子
は
試
験
の

準
備
を
行
い
た
い
の
で
ひ
と
ま
ず
通
事
係
を
免
ぜ
ら
れ
た
い
と
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
⁝
⁝
そ
の
通
り
に
し
ま
す
と
諸
事
取
り
計
ら
い
が
行
き
届
か
ず
︑

差
し
障
り
が
生
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん㊾
︒

右
で
は
︑
比
屋
根
里
主
と
板
良
敷
が
︑
評
定
所
足
筆
者
ポ
ス
ト
の
科
試
に
向
け
勉
強
す
る
た
め
︑
﹁
通
事
係
﹂
の
免
除
を
申
し
出
て
い
る
︒
申

し
出
を
受
け
た
王
府
で
は
西
洋
語
通
事
の
人
員
不
足
を
懸
念
し
た
が
︑
残
り
の
比
屋
根
里
之
子
と
久
米
村
通
事
ら
で
一
時
的
に
は
対
応
可
と
し

て
承
認
し
た
︒
両
名
と
も
試
験
終
了
後
に
は
西
洋
語
通
事
に
復
帰
し
た
︒

板
良
敷
ら
が
未
だ
西
洋
語
通
事
に
復
帰
し
て
い
な
い
と
き
︑
今
度
は
比
屋
根
里
之
子
が
王
族
の
近
辺
奉
公
を
仰
せ
つ
か
り
︑
西
洋
語
通
事
を

免
じ
ら
れ
た
い
と
願
い
出
た
︒

十九世紀琉球国の西洋語通事（張）

127 (493)



通
事
比
屋
根
里
之
子
は
︑
富
盛
王
子
の
近
辺
奉
公
を
申
し
付
け
ら
れ
た
の
で
︑
通
事
の
つ
と
め
を
免
ぜ
ら
れ
た
い
︑
と
こ
の
間
申
し
出
ま
し
た
が
⁝
⁝
王

子
へ
の
奉
公
の
勤
め
は
今
後
の
出
世
に
も
有
利
で
あ
り
︑
飯
米
も
支
給
さ
れ
る
た
め
︑
貧
し
い
者
の
家
内
の
為
に
も
な
り
ま
す㊿
︒

西
洋
語
通
事
と
比
較
し
て
︑
王
子
の
近
辺
奉
公
の
方
が
︑
立
身
出
世
に
都
合
良
く
給
料
も
良
い
と
い
う
︒
ま
た
︑
比
屋
根
里
之
子
が
﹁
貧
し
い

者
︵
不
如
意
之
者
︶
﹂
で
あ
る
と
い
う
表
現
に
注
意
し
た
い
︒
王
府
の
下
級
役
人
登
用
試
験
で
あ
る
科
試
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
も
︑
西
洋
語

通
事
に
任
命
さ
れ
た
者
た
ち
の
家
柄
は
決
し
て
高
く
な
く
︑
経
済
的
に
も
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
様
子
が
窺
い
知
れ
る
︒
さ
ら
に
は
︑
西
洋
語

通
事
の
待
遇
自
体
が
悪
く
︑
臨
時
職
の
色
合
い
を
強
く
帯
び
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
本
章
で
の
検
討
か
ら
は
︑
宣
教
師
逗
留
と
い
う
事
態
を
受
け
て
︑
御
条
目
を
中
心
と
し
た
従
来
の
体
制
が
い
よ
い
よ
機
能
不
全
に
陥
っ

た
こ
と
を
琉
球
政
府
が
明
確
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
︑
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
久
米
村
通
事
の
補
助
要
員
と
し
て
西
洋
語
通
事
が
交
渉
の
現

場
に
配
置
さ
れ
た
こ
と
︑
西
洋
語
通
事
が
宣
教
師
と
の
語
学
相
互
教
授
を
そ
の
専
任
と
す
る
に
及
ん
で
職
務
を
分
化
さ
せ
︑
や
が
て
は
久
米
村

通
事
に
代
わ
っ
て
︑
西
洋
船
・
西
洋
人
対
応
の
主
役
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
西
洋
語
通
事
は
真
栄
平
や
安
仁
屋

の
時
の
よ
う
に
主
に
語
学
力
を
用
い
て
来
航
者
と
の
応
対
を
任
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
︑
西
洋
船
・
西
洋
人
へ
の
応
接
を
は
じ
め
西
洋
と
の
交
渉

を
﹁
専
任
的
﹂
に
担
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
︑
語
学
力
は
そ
の
一
要
素
に
過
ぎ
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
西
洋
語
通
事
は
西
洋
と
の
交
渉
に
際
す
る
様
々
な
業
務
を
一
手
に
引
き
受
け
る
よ
う
に
な
る
が
︑
そ
の
様
相
が
最
も
よ
く
現
れ

る
の
は
︑
彼
ら
が
最
大
限
に
活
用
さ
れ
た
米
ペ
リ
ー
艦
隊
の
来
航
と
琉
米
条
約
交
渉
︑
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
仏
ゲ
ラ
ン
艦
隊
と
の
琉
仏
条
約
交

渉
に
お
い
て
で
あ
る
︒

①

以
上
は

P.B
eillevaire,“W
avering
A
ttention
:F
rench
G
overnm
ental

Policy
tow
ards
the
R
yukyu
K
ingdom
”,
J.
K
reiner,
ed.,
R
yūkyū
in

W
orld
H
istory,
B
onn,2001
に
よ
る
︒

②

フ
ラ
ン
シ
ス
ク
・
マ
ル
ナ
ス
﹃
日
本
キ
リ
ス
ト
教
復
活
史
﹄
久
野
桂
一
郎
訳
︑

み
す
ず
書
房
︑
一
九
八
五
年
︑
九
四

-
九
七
頁
︒
な
お
︑
こ
の
時
の
ル
チ
ュ
ル
ジ

ュ
の
退
去
に
つ
い
て
は
琉
球
が
清
に
働
き
か
け
︑
清
か
ら
フ
ラ
ン
ス
公
使
へ
要
請

が
あ
り
︑
琉
球
に
迎
え
が
出
さ
れ
た
経
緯
が
良
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
﹁
は
じ
め
に
﹂

前
掲
注
②
西
里
著
書
︒
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③

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
一
巻
︑
一
三
二
七
番
文
書
︑
三
七
八
頁
︒

④

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
一
巻
︑
一
三
二
七
番
文
書
︑
四
〇
二
頁

-
四
〇
三
頁
︒

⑤

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
一
巻
︑
一
三
二
七
番
文
書
︑
四
〇
三
頁
︒

⑥

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
一
巻
︑
一
三
二
七
番
文
書
︑
四
一
九
頁
︒

⑦

岡
部
敏
和
は
︑
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
ら
異
国
人
の
滞
留
と
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
の
さ
ら
な

る
来
航
予
告
は
︑
﹁
既
存
の
法
的
原
則
を
こ
え
る
事
態
が
発
生
し
た
こ
と
を
琉
球

王
府
側
に
認
識
﹂
さ
せ
︑
﹁
琉
球
王
府
に
原
則
を
こ
え
た
例
外
的
措
置
を
と
ら
ざ

る
を
得
な
い
事
態
を
生
じ
さ
せ
た
﹂
と
ま
と
め
る
︒
﹁
は
じ
め
に
﹂
前
掲
注
④
岡

部
論
文
︒

⑧

近
世
琉
球
に
お
い
て
泊
は
漂
着
民
を
送
還
す
る
際
の
一
時
的
な
居
住
場
所
で
あ

り
︑
い
わ
ば
漂
着
民
収
容
セ
ン
タ
ー
的
な
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
た
︒
渡
辺
美
季

﹁
近
世
琉
球
に
お
け
る
外
国
人
漂
着
民
収
容
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
泊
村
﹂
沖
縄
研

究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
事
務
局
編
﹃
第
四
回
﹁
沖
縄
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
会

世
界
に
拓
く
沖
縄
研
究
﹄
二
〇
〇
三
年
参
照
︒

⑨

﹃
評
定
所
文
書
﹄
一
巻
︑
一
三
二
七
番
文
書
︑
三
七
九
頁
︒

⑩

﹃
評
定
所
文
書
﹄
十
八
巻
︑
一
九
三
四
番
文
書
︑
一
五
二
頁
︒

⑪

一
九
三
四
番
文
書
中
に
は
︑
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
ら
の
周
囲
に
配
置
さ
れ
た
久
米
村

通
事
と
し
て
﹁
通
事
真
栄
里
里
之
子
親
雲
上
﹂
や
﹁
当
間
里
之
子
親
雲
上
﹂
が
繰

り
返
し
現
れ
る
︒

⑫

﹃
評
定
所
文
書
﹄
十
八
巻
︑
一
九
三
四
番
文
書
︑
一
五
一
頁
︒

⑬

﹃
評
定
所
文
書
﹄
十
八
巻
︑
一
九
三
四
番
文
書
︑
一
五
四
頁

-
一
五
五
頁
︒

⑭

﹃
評
定
所
文
書
﹄
四
巻
︑
一
三
九
八
番
文
書
︑
一
七
四
頁
︒

⑮

﹃
評
定
所
文
書
﹄
四
巻
︑
一
三
九
八
番
文
書
︑
一
九
二

-
一
九
三
頁
︒

⑯

﹃
評
定
所
文
書
﹄
十
八
巻
︑
一
九
三
五
番
文
書
︑
一
八
六
頁
︒

⑰

﹃
評
定
所
文
書
﹄
十
八
巻
︑
一
九
三
四
番
文
書
︑
一
六
三
頁
︒

⑱

﹃
評
定
所
文
書
﹄
四
巻
︑
一
三
九
八
番
文
書
︑
二
二
二
頁
︒

⑲

中
島
昭
子
・
小
川
早
百
合
訳
﹃
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
神
父
の
琉
球
日
記

幕
末
日
仏

交
流
記
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
三
年
︑
四
七
頁
︒

⑳

ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
︑
照
屋
善
彦
著
︑
山
口

栄
鉄
・
新
川
右
好
訳
﹃
英
宣
教
医
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム

琉
球
伝
道
の
九
年
間
﹄
人

文
書
院
︑
二
〇
〇
四
年
︑
山
下
重
一
﹃
続
琉
球
・
沖
縄
史
研
究
序
説
﹄
御
茶
の
水

書
房
︑
二
〇
〇
五
年
等
参
照
︒

㉑
﹃
沖

縄

県

史
﹄
資

料

編

二

一
︑
二

二
︑
T
he
Journal
and
O
fficial

C
orrespondence
of
B
ernard
Jean
B
ettelheim
1845-54
P
art
I
(1845-

51),
P
art
II
(1852-54)︑
沖
縄
県
教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
五
年
︒
以
下
そ
れ
ぞ

れ
﹃
沖
縄
県
史
﹄
資
料
編
二
一
︑
同
二
二
と
略
称
す
る
︒

㉒
﹃
沖
縄
県
史
﹄
資
料
編
二
一
︑
九
九
頁
︒

㉓
﹃
沖
縄
県
史
﹄
資
料
編
二
一
︑
二
一
七
頁
︒

㉔
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
三
巻
︑
一
三
八
八
号
文
書
︑
九
八
頁
︒

㉕
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
三
巻
︑
一
三
八
八
号
文
書
︑
一
五
〇
頁
︒

㉖
﹃
沖
縄
県
史
﹄
資
料
編
二
一
︑
二
四
七
頁
︒

㉗
﹃
那
覇
市
史
﹄
資
料
編
第
二
巻
中
四
︑
﹁
史
料
稿
本
﹂
︑
那
覇
市
役
所
︑
一
九
七

一
年
︑
六
頁
︒

㉘
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
五
巻
︑
一
四
六
〇
号
文
書
︑
四
六
四
頁
︒

㉙
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
五
巻
︑
一
四
六
六
号
文
書
︑
五
二
二
頁
︒

㉚
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
五
巻
︑
一
四
六
六
号
文
書
︑
五
二
三
頁
︒

㉛
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
五
巻
︑
一
四
六
六
号
文
書
︑
五
三
八
頁
︒

㉜

C
écille,Jean-B
aptiste
M
.[1846
﹈
“Lettre
au
m
inistre
de
la
M
arine,

12
octobre
1846”,
unpublished,
Paris,
A
rchives
N
ationales.
(
P.

B
eillevaire,ed.,R
yūkyū
Studies
to
1854,
W
estern
E
ncounter
Part
I,

V
ol.5,
C
urzon,2000
所
収
)

㉝
﹃
沖
縄
県
史
﹄
資
料
編
二
一
︑
一
〇
一
頁
︒

㉞
﹃
沖
縄
県
史
﹄
資
料
編
二
一
︑
一
四
九
頁
︒

㉟
﹃
沖
縄
県
史
﹄
資
料
編
二
一
︑
一
四
一
頁
︒
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㊱
﹃
沖
縄
県
史
﹄
資
料
編
二
一
︑
二
二
六
頁

-
二
二
七
頁
︒

㊲
﹃
沖
縄
県
史
﹄
資
料
編
二
一
︑
一
〇
五
頁

-
一
〇
六
頁
︒

㊳
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
三
巻
︑
一
三
八
九
号
文
書
︑
二
七
八
頁
︒

㊴
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
三
巻
︑
一
三
八
七
号
文
書
︑
二
二
頁

-
二
三
頁
︒

㊵
﹃
日
本
キ
リ
ス
ト
教
復
活
史
﹄
︑
八
九
頁
︒

㊶
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
三
巻
︑
一
三
八
七
号
文
書
︑
四
三
頁

-
四
四
頁
︒

㊷
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
三
巻
︑
一
三
八
七
号
文
書
︑
四
四
頁

-
四
五
頁
︒

㊸
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
三
巻
︑
一
三
八
七
号
文
書
︑
四
五
頁
︒

㊹
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
十
一
巻
︑
一
五
三
四
号
文
書
︑
一
四
二
頁

-
一
四
四
頁
︒

㊺

G
uérin,1855.“Lettre
au
m
inistre
de
la
M
arine
et
des
C
olonies.

M
acao,
le
6
décem
bre
1855”,
unpublished,
P
aris,
A
rchives

N
ationales,(
P.B
eillevaire,ed.,R
yūkyū
Studies
since
1854,
W
estern

E
ncounter
Part
II,
V
ol.1,
C
urzon,2000
所
収
)

㊻

牧
志
恩
河
事
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
金
城
正
篤
﹁
伊
江
文
書

牧
志
・
恩
河

事
件
の
記
録
に
つ
い
て
﹂
﹃
歴
代
宝
案
研
究
﹄
第
二
号
︑
一
九
九
一
年
︑
紙
屋
敦

之
﹃
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
琉
球
と
薩
摩
藩
﹄
校
倉
書
房
︑
二
〇
一
三
年
︑
波
平
恒

男
﹃
近
代
東
ア
ジ
ア
史
の
な
か
の
琉
球
併
合
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
四
年
等
参
照
︒

㊼

喜
舎
場
朝
賢
﹁
東
汀
随
筆
續
篇
﹂
︵
同
﹃
琉
球
見
聞
録
﹄
至
言
社
︑
一
九
七
七

年
所
収
︶
︒

㊽
﹃
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
神
父
の
琉
球
日
記
﹄
︑
一
九
頁
︒

㊾
﹃
評
定
所
文
書
﹄
十
八
巻
︑
一
九
三
四
番
文
書
︑
一
五
四
頁

-
一
五
五
頁
︒

㊿
﹃
評
定
所
文
書
﹄
十
八
巻
︑
一
九
三
四
番
文
書
︑
一
七
〇
頁
︒

第
三
章

西
洋
語
通
事
と
条
約
交
渉

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
や
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
ら
宣
教
師
の
逗
留
を
経
て
︑
一
八
五
〇
年
代
に
入
る
と
︑
米
ペ
リ
ー
艦
隊
や
仏
ゲ
ラ
ン
艦
隊
が
相
次
い

で
来
琉
し
た
︒
彼
ら
は
武
力
恫
喝
を
辞
さ
な
い
高
圧
的
態
度
で
琉
球
に
迫
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
八
五
四
年
に
琉
米
条
約
︑
一
八
五
五
年
に
琉
仏
条

約
が
締
結
さ
れ
た
︒
特
に
ペ
リ
ー
艦
隊
は
足
か
け
一
年
以
上
那
覇
を
拠
点
に
活
動
し
︑
琉
球
側
は
そ
の
間
常
に
米
船
・
将
兵
ら
の
対
応
に
苦
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

第
一
節

ペ
リ
ー
来
航
期
の
通
事
係

来
航
し
た
ペ
リ
ー
艦
隊
は
那
覇
沖
に
停
泊
し
︑
同
時
に
泊
の
天
久
寺
に
︑
傷
病
人
を
は
じ
め
若
干
の
水
夫
と
士
官
を
滞
在
さ
せ
た
︒
琉
球
側

も
こ
れ
に
合
わ
せ
て
︑
那
覇
と
泊
に
現
地
チ
ー
ム
を
設
置
し
て
対
応
に
あ
た
っ
た
︒
こ
の
際
西
洋
語
通
事
も
担
当
を
も
っ
て
配
置
さ
れ
て
い
た
︒

そ
の
内
訳
は
︑
那
覇
担
当
の
長
堂
・
板
良
敷
︑
泊
担
当
の
吉
里
・
比
屋
根
︑
首
里
に
い
て
控
え
的
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
安
森
︑
と
な
っ
て
い
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る①
︒
こ
れ
ら
の
人
員
の
ほ
と
ん
ど
が
︑
前
章
で
検
討
し
た
宣
教
師
周
辺
に
配
置
さ
れ
た
西
洋
語
通
事
で
あ
る
︒

で
は
︑
西
洋
語
通
事
が
活
用
さ
れ
た
具
体
的
な
場
面
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
︒
第
一
に
︑
米
船
が
入
港
す
る
に
あ
た
っ
て
乗
船
し
︑
船
籍
︑
宗

旨
︑
人
員
数
︑
船
の
大
小
︑
出
航
地
及
び
出
航
地
で
の
情
報
な
ど
を
確
認
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
艦
船
が
来
航
す
る
度
に
︑
琉
球
側
は
久

米
村
通
事
及
び
西
洋
語
通
事
を
派
遣
し
︑
船
舶
の
情
報
を
確
認
し
て
い
た
が
︑
船
舶
自
体
だ
け
で
な
く
︑
出
航
元
で
あ
る
中
国
の
情
報
も
積
極

的
に
尋
ね
て
い
る
︒
例
え
ば
一
八
五
三
年
十
一
月
六
日
に
香
港
か
ら
艦
船
が
一
艘
来
航
し
た
際
に
は
︑
﹁
板
良
敷
里
之
子
親
雲
上
を
派
遣
し
て

会
わ
せ
︑
来
着
の
理
由
を
尋
ね
ま
し
た
⁝
⁝
か
つ
ま
た
中
国
の
兵
乱
の
様
子
お
よ
び
近
況
に
つ
い
て
尋
ね
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
い
ま
だ
賊
兵
は
鎮

ま
ら
ず
︑
直
隷
省
へ
賊
の
大
将
二
人
が
攻
め
て
い
る
と
申
さ
れ
た
と
の
こ
と
を
︑
板
良
敷
が
帰
っ
て
き
て
成
り
行
き
を
報
告
し
ま
し
た
﹂
と
い

う
よ
う
に
板
良
敷
が
情
報
を
聞
き
出
し
て
い
る②
︒
﹁
中
国
兵
乱
﹂
と
は
太
平
天
国
の
乱
で
あ
り
︑
そ
の
北
伐
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
翌
年

に
も
通
事
係
長
堂
が
︑
﹁
中
国
兵
乱
の
様
子
を
尋
ね
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
上
海
は
現
在
戦
い
の
最
中
で
︑
北
京
・
山
東
・
広
東
な
ど
は
無
事
で
あ

り
ま
す
と
の
こ
と
﹂
を
聞
き
出
し
て
い
る③
︒
ま
た
︑
艦
隊
は
し
ば
し
ば
中
国
で
発
行
さ
れ
た
新
聞
︵
英
字
︑
漢
字
︶
を
持
ち
込
み
︑
ベ
ッ
テ
ル

ハ
イ
ム
に
贈
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
際
に
は
﹁
板
良
敷
が
二
人
の
若
者
を
伴
っ
て
や
っ
て
き
て
︑
中
国
の
ニ
ュ
ー
ス
を
写
し
て
行
く
﹂
の
で
あ
っ

た④
︒
当
該
時
期
の
中
国
情
勢
に
つ
い
て
は
︑
琉
球
の
進
貢
使
な
ど
が
得
た
情
報
が
薩
摩
を
通
じ
て
江
戸
ま
で
伝
達
さ
れ
︑
幕
府
の
政
策
決
定
に

影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
た
が⑤
︑
そ
の
中
に
は
こ
の
よ
う
に
来
航
し
た
西
洋
船
か
ら
西
洋
語
通
事
が
入
手
し
た
情
報
も
あ

っ
た
︒

第
二
に
︑
米
側
の
動
向
を
逐
一
把
握
し
︑
監
視
す
る
役
目
が
あ
る
︒
ペ
リ
ー
艦
隊
の
成
員
は
ほ
と
ん
ど
が
那
覇
沖
に
停
泊
し
た
艦
船
内
に
居

住
し
た
が
︑
傷
病
人
を
含
む
一
部
の
人
員
は
泊
の
天
久
寺
に
滞
在
し
︑
ま
た
ペ
リ
ー
の
命
を
受
け
て
何
度
か
探
検
隊
が
組
織
さ
れ
︑
ア
メ
リ
カ

人
は
沖
縄
島
の
奥
部
ま
で
足
を
踏
み
入
れ
て
い
っ
た
︒
上
陸
し
た
ア
メ
リ
カ
人
ら
の
動
向
を
監
視
し
︑
王
府
へ
と
報
告
す
る
こ
と
も
西
洋
語
通

事
の
職
掌
で
あ
っ
た
︒
山
原
方
面
へ
探
検
隊
が
派
遣
さ
れ
た
際
︑
琉
球
側
の
史
料
に
よ
れ
ば
︑
探
検
隊
を
乗
せ
た
小
船
が
那
覇
を
一
八
五
三
年

十
二
月
十
五
日
朝
に
出
発
し
︑
同
日
夜
に
は
恩
納
間
切
に
上
陸
し
た⑥
︒
琉
球
側
は
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
通
り
︑
泊
詰
め
の
西
洋
語
通
事
比
屋
根
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を
派
遣
し
た⑦
︒
以
後
一
月
半
に
わ
た
っ
て
山
原
地
方
を
転
々
と
す
る
探
検
隊
に
比
屋
根
は
付
添
い
続
け
る
が
︑
そ
の
役
割
に
つ
い
て
は
彼
自
身

が
探
検
隊
に
﹁
あ
な
た
方
は
浦
々
を
船
で
回
ら
れ
る
模
様
で
︑
︵
私
は
そ
の
際
の
︶
通
弁
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
ま
し
た
の
で
︑
何
か
所
望
の
物
な

ど
あ
り
ま
し
た
ら
私
へ
仰
せ
付
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
︑
で
き
る
限
り
調
達
い
た
し
ま
し
ょ
う
﹂
と
申
し
入
れ
て
い
る⑧
︒
通
訳
の
任
に
と
ど
ま
ら

ず
︑
物
資
提
供
の
窓
口
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
︒
こ
れ
は
民
家
な
ど
か
ら
の
物
品
強
奪
や
︑
押
取
っ
て
か
ら
大
ま
か
な
代
金
を
渡

す
﹁
押
買
﹂
を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
が
︑
ア
メ
リ
カ
人
の
民
家
侵
入
や
物
品
強
奪
は
止
ま
ず
︑
比
屋
根
は
繰
り
返
し
同
様
の
申
し
入
れ
を
行
っ

て
い
る
︒

第
三
に
︑
米
側
に
よ
る
不
法
行
為
に
際
し
て
の
抗
議
申
し
入
れ
が
あ
る
︒
特
に
︑
ペ
リ
ー
提
督
自
身
が
琉
球
を
離
れ
て
い
る
際
に
︑
残
留
米

兵
と
の
間
で
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く
発
生
し
た
︒
琉
球
側
が
抗
議
し
た
事
案
は
︑
現
地
民
家
へ
の
侵
入
︑
住
民
と
の
身
体
的
接
触⑨
︑
物
品
強
奪
︑
水

兵
の
飲
酒
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
︑
中
で
も
﹁
押
買
﹂
の
事
例
が
最
も
多
い
︒
こ
れ
は
琉
球
側
が
市
場
で
ア
メ
リ
カ
人
に
商
品
を
販
売
す
る
こ

と
を
禁
止
し
︑
物
資
の
供
給
は
す
べ
て
西
洋
語
通
事
を
通
し
て
行
お
う
と
し
て
︑
米
側
が
そ
れ
に
反
発
し
て
と
っ
た
手
段
で
あ
る
︒
残
留
水
兵

数
名
が
泊
の
民
家
に
侵
入
し
ニ
ワ
ト
リ
を
奪
っ
た
時
に
は
︑
西
洋
語
通
事
が
天
久
寺
の
米
士
官
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
︑
こ
の
成
り
行
き
を
文
章

に
し
て
︑
ペ
リ
ー
が
帰
帆
し
た
際
に
は
文
書
を
差
し
出
し
報
告
す
る
つ
も
り
だ
と
述
べ
た
と
こ
ろ
︑
士
官
は
激
怒
し
て
小
刀
を
抜
い
て
脅
し
た

が
︑
西
洋
語
通
事
は
そ
ち
ら
の
不
適
切
な
行
い
に
対
し
て
は
提
督
へ
報
告
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
︑
以
後
慎
む
よ
う
な
ら
ば
報
告
を
止
め
よ
う
と

応
答
し
︑
結
局
士
官
は
刀
を
収
め
て
承
諾
し
た⑩
︒
同
様
の
事
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
︒

第
四
に
︑
米
側
と
の
交
渉
に
お
け
る
通
訳
︑
あ
る
い
は
交
渉
役
そ
の
も
の
と
し
て
の
役
割
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
米
側
と
琉
球
当
局
と
の
会
談
で

は
︑
琉
球
側
は
総
理
官
以
下
を
派
遣
し
て
こ
れ
に
対
応
し
た
︒
琉
球
側
が
総
理
官
の
派
遣
を
な
る
べ
く
避
け
よ
う
と
し
た
こ
と
は
︑
一
八
五
四

年
一
月
二
九
日
の
会
談
準
備
に
お
い
て
﹁
総
理
官
・
布
政
官
が
共
に
会
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
︑
彼
ら
の
申
し
立
て
に
即
座
に
返
答
し
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
く
な
り
ま
す
︒
そ
こ
で
総
理
官
は
体
調
不
良
と
通
達
し
︑
布
政
官
だ
け
で
会
う
こ
と
が
宜
し
い
で
し
ょ
う
﹂
と
い
う
議
論
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り⑪
︑
遷
延
策
と
し
て
の
総
理
官
制
の
機
能
が
よ
く
表
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
総
理
官
か
ら
地
方
官
ま
で
の
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出
動
に
際
し
て
は
西
洋
語
通
事
が
付
添
と
し
て
共
に
派
遣
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
西
洋
語
通
事
は
地
方
官
の
身
代
わ
り
と
し
て
対
応
に
あ
た
り
︑

使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
久
米
村
大
夫
及
び
西
洋
語
通
事
で
事
足
り
る
と
思
わ
れ
た
場
合
に
は
︑
地
方
官

の
出
動
も
極
力
避
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

一
方
で
︑
西
洋
人
側
の
記
録
か
ら
は
︑
琉
球
側
を
代
表
し
て
交
渉
を
主
導
し
て
い
た
存
在
は
総
理
官
ら
よ
り
も
む
し
ろ
西
洋
語
通
事
で
あ
っ

た
よ
う
な
記
述
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
︑
西
洋
人
の
戸
惑
い
や
不
信
感
が
表
明
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
︒
先
に
見
た
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
来
航

時
の
セ
シ
ー
ユ
が
残
し
た
報
告
書
の
記
述
は
そ
の
例
で
あ
り
︑
セ
シ
ー
ユ
の
目
に
は
︑
西
洋
語
通
事
た
ち
は
﹁
外
国
人
と
の
交
渉
に
お
い
て
は

大
変
影
響
力
が
あ
り
︑
彼
ら
な
し
で
は
何
も
決
ま
ら
な
い
﹂
と
映
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
長
く
琉
球
に
滞
在
し
︑
総
理
官
ら
と
の
会
談
も
数
多
か

っ
た
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
も
︑
総
理
官
ら
に
付
き
従
う
は
ず
の
通
事
︵
主
に
板
良
敷
︶
が
ま
る
で
総
理
官
ら
を
﹁
指
導
﹂
す
る
か
の
よ
う
な
場
面

に
度
々
直
面
し
︑
皮
肉
と
苛
立
ち
を
込
め
て
記
録
し
て
い
る⑫
︒

︵
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
宅
へ
総
理
官
ら
が
訪
問
し
た
際
︶
板
良
敷
が
官
人
た
ち
に
︑
彼
ら
が
取
る
べ
き
一
つ
一
つ
の
所
作
を
囁
き
込
ん
で
い
る
の
を
聞
く
こ

と
ほ
ど
面
白
い
こ
と
は
な
い

は
や
く
︑
ゆ
っ
く
り
︑
右
︑
左
一
人
ず
つ
︑
二
人
並
ん
で
︑
靴
を
脱
い
で
︑
履
い
て
︑
ガ
ウ
ン
を
上
げ
て
︑
下
し
て
︑
と

い
う
よ
う
に
︒
彼
は
彼
ら
を
完
璧
な
兵
士
に
訓
練
し
て
い
た
︒
⁝
⁝
板
良
敷
も
︑
当
然
な
が
ら
そ
の
場
に
い
た
︒
地
方
官
自
身
は
︵
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
か

ら
の
所
望
品
代
と
し
て
の
︶
一
〇
ド
ル
に
異
議
を
持
た
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
が
︑
板
良
敷
は
彼
に
︑
摂
政
は
先
の
時
に
反
対
し
た
よ
う
に
︑
今
回
も
反
対

す
る
で
し
ょ
う
と
告
げ
た
︒

ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
ら
宣
教
師
は
外
交
官
で
は
な
か
っ
た
が
︑
琉
球
側
が
総
理
官
以
下
を
公
式
訪
問
に
派
遣
す
る
際
に
は
贈
答
品
や
行
列
の
用

意
な
ど
︑
総
理
官
ら
の
格
式
を
示
す
た
め
の
準
備
が
な
さ
れ
た
︒
史
料
の
前
半
か
ら
は
板
良
敷
が
︑
会
見
の
場
に
お
け
る
礼
儀
作
法
に
精
通
し
︑

こ
れ
を
指
導
し
て
い
る
様
子
が
伺
え
る
︒
ま
た
後
半
で
は
︑
常
に
交
渉
現
場
に
居
合
わ
せ
た
西
洋
語
通
事
が
︑
以
前
の
交
渉
状
況
や
王
府
の
方

十九世紀琉球国の西洋語通事（張）

133 (499)



針
を
把
握
し
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
交
渉
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
な
職
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
西
洋
語
通
事
の
英
語
力
が
有
用
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
那
覇
や
泊
な
ど
の
現
場

に
い
た
西
洋
語
通
事
が
所
用
で
出
払
っ
て
し
ま
う
と
︑
王
府
は
﹁
外
国
語
を
知
っ
て
い
る
者
が
詰
め
て
い
な
く
て
は
不
都
合
﹂
だ
と
し
て
す
ぐ

に
控
え
の
西
洋
語
通
事
を
投
入
し
て
い
る⑬
︒
さ
ら
に
︑
ア
メ
リ
カ
艦
隊
の
来
航
後
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
は
ペ
リ
ー
へ
の
書
簡
の
中
で
︑
﹁
板
良

敷
は
英
語
を
良
く
理
解
し
て
い
る
の
で
︑
彼
が
い
る
場
で
は
い
く
つ
か
の
事
柄
は
は
っ
き
り
と
話
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
警
告
し

た⑭
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
西
洋
語
通
事
の
語
学
力
が
西
洋
人
に
と
っ
て
は
警
戒
す
べ
き
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
︑
琉
球
側
に
と
っ
て
は
十
分
に
活
用

す
べ
き
利
点
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

第
二
節

ボ
ー
ド
事
件
と
琉
米
条
約
交
渉

ボ
ー
ド
事
件
と
は
︑
ペ
リ
ー
艦
隊
本
隊
が
日
本
に
あ
っ
た
一
八
五
四
年
六
月
十
九
日
に
︑
琉
球
に
残
さ
れ
た
米
水
兵
ら
が
泥
酔
し
︑
う
ち
一

人
が
婦
女
暴
行
に
及
び
︑
住
民
ら
の
投
石
に
よ
っ
て
そ
の
水
兵
が
殺
害
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
︒
事
件
の
報
告
を
受
け
た
ペ
リ
ー
は
徹
底
究
明
と

犯
人
の
引
き
渡
し
を
要
求
し
︑
叶
わ
な
け
れ
ば
武
力
行
為
に
出
る
と
威
嚇
し
た
︒
同
時
に
ペ
リ
ー
は
条
約
の
原
案
を
琉
球
側
に
交
付
し
︑
事
件

の
主
犯
引
き
渡
し
と
条
約
調
印
の
用
意
が
整
っ
て
は
じ
め
て
会
談
に
応
じ
る
と
通
告
し
た⑮
︒

﹃
評
定
所
文
書
﹄
の
事
件
発
生
日
に
お
け
る
記
録
で
は
︑
水
兵
三
名
が
那
覇
の
市
場
で
酒
に
酔
い
︑
う
ち
一
人
︵
ボ
ー
ド
︶
が
民
家
に
侵
入

し
て
女
性
の
手
を
取
り
︑
道
行
く
人
々
に
妨
げ
ら
れ
て
︑
そ
の
後
浜
辺
へ
出
て
行
っ
て
溺
れ
た
︑
と
い
う
事
情
を
追
行
し
て
い
た
役
人
が
把
握

し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
琉
球
側
は
米
側
に
通
知
す
る
に
あ
た
り
︑
﹁
天
久
寺
に
泊
ま
っ
て
い
る
米
士
官
ら
へ
は
︑
ま
ず
水

夫
三
人
が
酔
っ
払
っ
て
い
た
こ
と
だ
け
を
早
く
通
達
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
相
談
し
︑
そ
こ
で
吉
里
筑
登
之
を
派
遣
﹂
し
て
お
り⑯
︑
ま
ず
は
米

側
の
落
ち
度
で
あ
る
水
兵
の
飲
酒
の
み
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
米
士
官
と
吉
里
が
那
覇
の
市
場
に
実
際
に
赴
き
︑
そ
の
場
で
は
じ
め

て
通
行
人
の
噂
を
伝
え
る
と
い
う
形
で
吉
里
か
ら
水
兵
の
溺
死
が
伝
え
ら
れ
た
︒
こ
の
時
点
で
米
側
は
独
自
に
遺
体
の
検
死
や
目
撃
者
の
証
言
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聴
取
を
行
い
︑
住
民
に
よ
る
暴
力
行
為
が
伴
っ
た
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
︒
だ
が
米
側
か
ら
﹁
溺
死
に
つ
い
て
は
本
当
に
那
覇
で
知
っ
た
の
か
︑

ま
た
は
泊
の
時
点
で
知
っ
て
い
た
の
か
﹂
と
尋
ね
ら
れ
た
吉
里
は
﹁
本
当
に
泊
で
は
水
夫
が
三
人
と
も
酔
っ
払
っ
て
い
た
こ
と
だ
け
を
知
り
︑

早
速
滞
留
し
て
い
る
米
士
官
へ
通
達
を
し
た
の
で
す
﹂
と
答
え⑰
︑
噓
を
つ
き
通
す
こ
と
で
︑
事
故
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
︒

こ
の
時
点
で
琉
球
側
が
住
民
に
よ
る
加
害
の
事
実
を
ど
こ
ま
で
把
握
し
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
事
件
性
を
把
握
し
な
が

ら
︑
あ
く
ま
で
事
故
と
し
て
責
任
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
お
り
︑
西
洋
語
通
事
が
口
裏
合
わ
せ
に
努
め
て
い
る
様
子
が
伺
え
る
︒

日
本
よ
り
帰
還
し
た
ペ
リ
ー
は
武
力
行
使
を
ち
ら
つ
か
せ
て
徹
底
究
明
を
要
求
し
︑
実
際
に
七
月
六
日
の
夜
に
海
兵
隊
二
十
名
を
上
陸
さ
せ

て
天
久
寺
を
占
拠
︑
更
に
は
首
里
城
へ
の
進
軍
を
警
告
し
た⑱
︒
米
側
の
強
硬
姿
勢
を
受
け
て
琉
球
側
も
対
応
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
︑

琉
球
側
の
協
議
で
は
﹁
こ
の
た
め
な
お
ま
た
吟
味
し
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
溺
死
し
ま
し
た
ア
メ
リ
カ
人
を
追
い
か
け
殴
っ
た
者
も
い
る
と
い
う
風

聞
も
聞
い
て
お
り
ま
す
の
で
︑
そ
の
場
に
い
た
者
た
ち
を
尋
問
し
た
上
で
返
答
せ
ね
ば
︑
︵
米
側
は
こ
ち
ら
の
言
い
分
を
︶
聞
き
入
れ
る
こ
と
は

な
い
で
し
ょ
う
﹂
と
記
さ
れ⑲
︑
ペ
リ
ー
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
は
本
腰
を
入
れ
た
調
査
が
必
要
と
な
る
こ
と
を
琉
球
が
認
識
し
た
ほ
か
︑
住
民

に
よ
る
﹁
殴
打
︵
打
擲
︶
﹂
が
あ
っ
た
と
い
う
風
聞
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
琉
球
側
は
加
害
性
を
﹁
風
聞
﹂
を
通
し
て
あ
る

程
度
把
握
し
て
い
た
が
︑
敢
え
て
米
側
に
伝
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

琉
球
側
は
大
々
的
に
容
疑
者
を
集
め
尋
問
を
行
っ
た
が
︑
そ
の
際
に
板
良
敷
が
艦
隊
に
赴
い
て
︑
米
側
の
通
訳
と
し
て
ペ
リ
ー
に
雇
わ
れ
て

い
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
Ｓ
・
Ｗ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
見
学
に
招
い
て
い
る⑳
︒
尋
問
の
結
果
得
ら
れ
た
事
実
関
係
は
﹁
例
の
水
夫
は
酔
っ

払
っ
た
上
で
人
家
に
押
し
入
り
︑
女
性
を
強
姦
し
よ
う
と
し
て
取
り
押
さ
え
ら
れ
た
の
で
︑
近
隣
ま
た
は
通
行
の
者
た
ち
が
走
り
集
ま
っ
て
き

て
彼
を
追
い
払
い
︑
彼
が
逃
げ
去
る
際
に
石
を
投
げ
つ
け
た
者
も
い
た
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
り㉑
︑
こ
こ
で
ボ
ー
ド
に
よ
る
女
性
へ
の
暴
行
と
︑

そ
れ
を
阻
止
す
る
過
程
で
住
民
が
投
石
し
た
と
い
う
説
明
が
提
示
さ
れ
た
︒
板
良
敷
か
ら
説
明
を
受
け
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
︑
以
前
の
報
告
に

見
ら
れ
た
欺
瞞
を
非
難
し
な
が
ら
も
﹁
ボ
ア
ー
ド
︵
マ
マ
︶
の
死
因
と
そ
の
死
に
方
に
つ
い
て
の
説
明
は
︑
こ
れ
ま
で
聞
か
さ
れ
て
い
た
も
の

よ
り
は
︑
ず
っ
と
事
実
ら
し
か
っ
た
﹂
と
認
め㉒
︑
ペ
リ
ー
も
事
件
の
発
端
が
水
兵
に
よ
る
婦
女
暴
行
に
あ
る
と
知
っ
て
態
度
を
和
ら
げ
た
︒
琉
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球
側
は
主
犯
一
人
を
含
む
犯
人
六
人
を
米
側
に
引
き
渡
し
た
が
︑
ペ
リ
ー
は
裁
定
に
満
足
し
︑
六
名
を
琉
球
側
に
返
還
し
て
そ
の
処
遇
を
一
任

し
た
︒
こ
う
し
て
ボ
ー
ド
事
件
は
一
件
落
着
と
な
り
︑
琉
球
側
は
困
難
な
局
面
を
乗
り
越
え
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
間
に
あ
っ
て
西
洋
語
通
事

の
吉
里
と
板
良
敷
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

ボ
ー
ド
事
件
の
解
決
と
と
も
に
︑
ペ
リ
ー
は
す
ぐ
さ
ま
条
約
締
結
交
渉
に
入
っ
た㉓
︒
既
に
条
約
の
原
案
は
七
月
五
日
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
か
ら

琉
球
側
に
手
渡
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
原
案
に
基
づ
い
て
七
月
八
日
︑
十
日
の
二
度
の
交
渉
を
経
て
︑
十
一
日
に
は
調
印
と
な
っ
た
︒
米
側
の
交

渉
参
加
者
は
参
謀
長
ア
ダ
ム
ス
︑
提
督
副
官
ベ
ン
ト
︑
通
訳
官
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
で
あ
り
︑
調
印
日
の
み
ペ
リ
ー
も
出
席
し
た
︒
琉
球
側
は
総
理

官
︑
布
政
官
︑
久
米
村
大
夫
︑
そ
し
て
西
洋
語
通
事
板
良
敷
が
一
貫
し
て
出
席
し
た㉔
︒
条
約
案
の
交
渉
か
ら
調
印
に
い
た
る
ま
で
板
良
敷
が
立

ち
会
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
︑
そ
の
具
体
的
な
働
き
を
知
り
得
る
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
︒

そ
の
一
方
で
︑
条
約
調
印
後
そ
の
運
用
に
か
か
わ
る
実
務
的
な
手
続
き
や
︑
艦
隊
の
最
終
出
航
前
の
様
々
な
諸
準
備
に
つ
い
て
︑
板
良
敷
が

一
手
に
引
き
受
け
て
米
側
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
会
談
を
繰
り
返
し
て
い
る
︒
調
印
翌
日
の
七
月
十
二
日
︑
早
速
両
者
が
会
談
し
︑
天
久
寺
賃
料

の
支
払
い
・
条
約
写
し
の
追
加
・
米
側
か
ら
の
農
具
一
式
贈
呈
・
両
国
の
貨
幣
交
換
・
石
炭
貯
蔵
庫
の
維
持
と
︑
総
理
官
に
よ
る
証
明
書
の
要

求
と
い
っ
た
点
が
話
し
合
わ
れ㉕
︑
板
良
敷
が
交
渉
を
担
っ
た
︒

す
べ
て
の
交
渉
を
終
え
︑
七
月
十
七
日
に
︑
艦
隊
は
琉
球
を
後
に
し
た
︒
出
航
の
前
日
に
は
板
良
敷
が
乗
船
し
︑
艦
隊
と
と
も
に
つ
い
に
琉

球
を
離
れ
る
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
後
任
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
モ
ー
ト
ン
一
家
の
退
去
を
懇
願
し
た
が
︑
受
け
入
れ
ら
れ

な
か
っ
た
︒

第
三
節

琉

仏

条

約

交

渉

ペ
リ
ー
艦
隊
が
琉
球
を
離
れ
て
お
よ
そ
一
年
半
後
︑
フ
ラ
ン
ス
の
ゲ
ラ
ン
提
督
が
三
艘
の
艦
船
を
引
き
連
れ
︑
一
八
五
五
年
十
一
月
六
日
に

那
覇
に
入
港
し
た
︒
艦
隊
が
出
航
し
た
の
は
十
一
月
二
十
八
日
で
あ
り
︑
滞
在
期
間
は
二
十
日
あ
ま
り
で
あ
っ
た
が
︑
琉
球
側
に
と
っ
て
そ
の
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交
渉
過
程
は
琉
米
条
約
以
上
に
難
儀
で
あ
っ
た
︒
琉
球
側
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
︑
琉
米
条
約
は
薪
水
給
与
を
は
じ
め
と
す
る
従
来
の
慣

習
が
明
文
化
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
が
︑
ゲ
ラ
ン
が
提
示
し
た
条
約
に
は
﹁
土
地
・
家
屋
の
賃
貸
﹂
と
い
う
一
層
踏
み
込
ん
だ
内
容
が
含
ま
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
以
下
︑
交
渉
過
程
と
そ
の
中
で
の
通
事
係
の
立
ち
回
り
を
見
た
い
︒

十
一
月
十
日
︑
ゲ
ラ
ン
は
上
陸
し
那
覇
に
て
総
理
官
と
一
度
目
の
会
談
を
行
っ
た
︒
通
事
係
板
良
敷
と
長
堂
も
同
伴
し
て
い
た
︒
な
お
こ
の

時
点
で
板
良
敷
は
長
年
の
功
績
に
よ
り
読
谷
山
間
切
大
湾
の
地
頭
に
任
じ
ら
れ
︑
大
湾
に
改
姓
し
て
い
る
︒
こ
の
席
で
ゲ
ラ
ン
は
国
王
へ
の
謁

見
を
希
望
し
︑
条
約
締
結
交
渉
の
日
程
の
提
示
を
求
め
た
︒
琉
球
側
は
両
方
と
も
拒
否
し
よ
う
と
試
み
︑
国
王
へ
の
面
会
は
﹁
先
以
差
置
﹂
と

な
っ
た
が
︑
条
約
締
結
に
つ
い
て
は
ゲ
ラ
ン
が
譲
歩
せ
ず
︑
止
む
を
得
ず
明
後
日
が
設
定
さ
れ
た㉖
︒

翌
日
︑
通
事
係
の
比
屋
根
と
吉
里
は
泊
の
天
久
寺
で
艦
長
の
一
人
と
会
っ
て
話
を
し
た
︒
こ
の
時
天
久
寺
に
は
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
が
三
人

居
住
し
て
お
り
︑
ペ
リ
ー
艦
隊
と
同
様
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
も
天
久
寺
を
将
兵
の
休
息
所
と
し
て
利
用
し
て
い
た
︒
艦
長
の
話
で
は
﹁
フ
ラ
ン
ス
船

が
こ
の
地
に
渡
来
し
て
き
た
の
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
無
礼
を
は
た
ら
く
こ
と
で
は
な
く
︑
産
物
・
女
性
な
ど
は
望
ま
ず
⁝
⁝
も
っ
ぱ
ら
条

約
の
た
め
だ
け
﹂
で
あ
る
と
言
う
︒
比
屋
根
と
吉
里
は
︑
艦
長
が
言
っ
た
﹁
条
約
︵
約
定
︶
﹂
と
は
天
主
教
を
広
め
る
考
え
だ
ろ
う
と
報
告
し

て
い
る㉗
︒

十
二
日
に
ゲ
ラ
ン
は
兵
を
率
い
て
上
陸
し
︑
軍
楽
隊
を
伴
っ
た
示
威
行
進
の
の
ち
︑
総
理
官
と
二
度
目
の
会
談
を
行
っ
た
︒
板
良
敷
と
長
堂

も
同
席
し
て
い
る
︒
フ
ラ
ン
ス
側
は
条
約
原
案
を
提
示
し
︑
琉
球
側
が
求
め
た
四
︑
五
日
間
の
猶
予
を
認
め
ず
︑
明
後
日
ま
で
の
返
答
を
要
求

し
て
退
出
し
た㉘
︒
会
談
終
了
後
︑
フ
ラ
ン
ス
側
艦
長
か
ら
西
洋
語
通
事
吉
里
︑
長
堂
︑
比
屋
根
が
艦
上
で
の
夕
食
に
招
待
さ
れ
た
︒
席
上
で
艦

長
か
ら
︑
条
約
締
結
に
つ
い
て
心
配
で
あ
ろ
う
と
尋
ね
ら
れ
︑
﹁
諸
官
か
ら
我
々
に
至
る
ま
で
大
変
心
配
し
て
お
り
ま
す
﹂
と
伝
え
る
と
︑
﹁
当

地
は
不
自
由
の
小
国
で
︑
大
国
と
の
商
売
が
成
立
し
な
い
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い
る
が
︑
ア
メ
リ
カ
が
先
立
っ
て
中
国
・
日
本
・
琉
球
と
条
約

を
取
り
交
わ
し
た
た
め
︑
フ
ラ
ン
ス
も
ま
ず
は
彼
の
国
の
威
勢
を
阻
み
︑
つ
ぎ
に
当
地
の
保
護
の
た
め
︑
商
売
に
言
寄
せ
て
条
約
を
結
ぶ
の
だ

⁝
⁝
少
し
も
心
配
な
さ
ら
ぬ
よ
う
に
﹂
と
宥
め
ら
れ
た㉙
︒
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返
答
期
限
の
十
四
日
︑
総
理
官
以
下
諸
官
が
旗
艦
に
乗
船
し
︑
三
度
目
の
会
談
が
行
わ
れ
た
︒
琉
球
側
は
条
約
原
案
の
う
ち
︑
薪
水
供
与
等

は
受
諾
で
き
る
が
︑
交
易
お
よ
び
土
地
家
屋
の
購
入
︑
賃
貸
に
関
す
る
条
項
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
し
た
︒
西
洋
語
通
事
の
板
良
敷
︑
長
堂
︑

比
屋
根
の
三
人
が
同
行
し
︑
板
良
敷
が
通
訳
を
担
っ
た
︒
ゲ
ラ
ン
は
条
約
の
内
容
は
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
の
命
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
︑
条
項
の
増

減
は
一
つ
も
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
が
︑
琉
球
側
の
嘆
願
を
受
け
て
明
後
日
に
再
度
会
談
が
設
定
さ
れ
た㉚
︒

は
じ
め
︑
提
督
か
ら
は
﹁
条
約
条
項
の
う
ち
承
諾
で
き
る
も
の
は
で
き
る
と
言
い
︑
で
き
な
い
も
の
は
で
き
な
い
と
言
え
ば
良
い
﹂
と
伝
え

ら
れ
︑
か
つ
西
洋
語
通
事
た
ち
に
対
し
艦
長
は
﹁
少
し
も
心
配
な
さ
ら
ぬ
よ
う
に
﹂
と
保
証
し
て
い
た
の
に
︑
い
ざ
交
渉
に
な
れ
ば
﹁
条
項
は

一
つ
た
り
と
も
増
減
は
叶
わ
な
い
﹂
と
な
っ
て
琉
球
側
は
狼
狽
し
た
︒
長
堂
と
比
屋
根
が
手
土
産
を
持
っ
て
先
の
艦
長
の
も
と
へ
派
遣
さ
れ
︑

こ
の
件
に
つ
い
て
問
い
た
だ
し
た
が
︑
艦
長
は
皇
帝
の
命
な
の
で
折
衝
は
叶
わ
な
い
が
︑
琉
球
と
の
友
情
の
た
め
に
提
督
へ
口
添
え
は
し
よ
う

と
返
答
し
た㉛
︒
こ
の
後
総
理
官
以
下
も
繰
り
返
し
乗
船
し
嘆
願
を
行
っ
た
が
︑
ゲ
ラ
ン
は
取
り
合
わ
な
か
っ
た
︒

十
七
日
の
四
度
目
の
会
談
で
は
ゲ
ラ
ン
は
二
百
名
あ
ま
り
の
兵
隊
を
上
陸
さ
せ
︑
条
約
の
締
結
を
迫
っ
た
︒
板
良
敷
︑
長
堂
︑
比
屋
根
も
同

席
し
︑
板
良
敷
が
通
訳
を
担
っ
た
︒
琉
球
側
は
︑
自
身
は
小
国
で
大
国
と
の
条
約
通
り
の
付
き
合
い
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
︑
中
国
・
日
本
と

の
関
係
か
ら
両
国
の
承
認
が
要
る
こ
と
を
理
由
に
拒
否
を
試
み
る
も
︑
ゲ
ラ
ン
は
聞
き
入
れ
ず
︑
四
日
後
の
最
終
決
定
を
約
し
︑
そ
の
時
点
で

も
受
諾
し
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
国
王
と
直
接
会
談
す
る
と
警
告
し
た㉜
︒

二
十
一
日
に
最
後
の
会
談
が
行
わ
れ
︑
長
堂
が
通
訳
で
あ
っ
た
︒
琉
球
側
は
フ
ラ
ン
ス
が
任
意
の
場
所
で
家
屋
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
︑

と
し
た
一
条
に
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
が
︑
最
終
的
に
フ
ラ
ン
ス
側
が
抜
刀
し
︑
総
理
官
ら
を
会
談
の
開
か
れ
て
い
た
建
物
内
か
ら
外
庭
へ
引
き

ず
り
出
す
に
及
ん
で
︑
止
む
を
得
ず
調
印
す
る
こ
と
と
な
っ
た㉝
︒

琉
仏
条
約
締
結
の
過
程
に
お
け
る
西
洋
語
通
事
の
役
割
に
つ
い
て
は
︑
次
の
二
点
に
整
理
で
き
よ
う
︒
第
一
に
︑
会
談
の
場
に
お
け
る
通
訳

の
職
務
で
あ
る
︒
板
良
敷
が
主
な
通
訳
で
あ
っ
た
が
︑
条
約
が
調
印
さ
れ
た
会
談
で
は
長
堂
が
担
当
し
て
い
る
︒
第
二
に
︑
提
督

総
理
官
間

の
い
わ
ば
公
式
の
会
談
の
ほ
か
に
︑
西
洋
語
通
事
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
艦
艦
長

西
洋
語
通
事
間
に
非
公
式
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
開
か
れ
て
い
る
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こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
し
て
西
洋
語
通
事
は
琉
球
側
の
懸
念
を
伝
え
︑
提
督
へ
の
と
り
な
し
を
働
き
か
け
た
ほ
か
︑
フ
ラ
ン
ス

側
の
今
後
の
計
画
や
寄
港
地
の
情
報
な
ど
を
入
手
し
て
い
た
︒
こ
こ
で
も
︑
通
訳
の
任
に
と
ど
ま
ら
な
い
西
洋
語
通
事
の
幅
広
い
役
割
が
見
て

取
れ
る
︒

第
四
節

そ
の
後
の
西
洋
語
通
事

琉
仏
条
約
の
締
結
後
︑
フ
ラ
ン
ス
人
逗
留
宣
教
師
た
ち
に
対
す
る
琉
球
側
の
対
応
は
目
に
見
え
て
軟
化
し
た
︒
宣
教
師
た
ち
が
求
め
た
書
物

は
た
と
え
和
文
で
あ
っ
て
も
調
達
し
︑
琉
球
語
も
抵
抗
せ
ず
に
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
琉
球
で
通
用
す
る
貨
幣
と
の
両
替
や
︑
市
場
で
フ
ラ

ン
ス
人
が
直
接
商
品
を
購
入
す
る
こ
と
も
認
め
た㉞
︒
換
言
す
れ
ば
︑
琉
球
は
締
結
さ
れ
た
条
約
内
容
を
か
な
り
忠
実
に
守
っ
た
の
で
あ
り
︑
そ

の
背
後
に
新
た
に
薩
摩
藩
主
に
就
任
し
︑
琉
球
を
利
用
し
た
西
洋
諸
国
と
の
積
極
的
な
貿
易
政
策
を
構
想
し
て
い
た
島
津
斉
彬
の
影
響
が
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
斉
彬
は
自
ら
の
政
策
を
実
行
す
る
に
あ
た
り
︑
側
近
の
市
来
四
郎
を
琉
球
に
送
り
︑
か
つ
西
洋
語
通
事
の
中
で
も
特

に
活
躍
め
ざ
ま
し
く
︑
経
験
と
能
力
に
長
け
て
い
た
板
良
敷
︵
こ
の
時
は
牧
志
姓
︶
を
特
に
抜
擢
し
て
重
用
し
た
︒
薩
摩
の
後
ろ
盾
に
よ
り
王
府

中
枢
へ
異
例
の
昇
進
を
遂
げ
た
板
良
敷
で
あ
っ
た
が
︑
や
が
て
斉
彬
の
急
死
に
伴
う
琉
球
国
内
の
政
変
に
よ
り
︑
失
脚
し
投
獄
さ
れ
る
︒
前
述

し
た
牧
志
恩
河
事
件
で
あ
る
︒
本
稿
の
主
眼
は
西
洋
語
通
事
の
全
体
像
を
把
握
す
る
点
に
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
事
件
以
後
の
西
洋
語
通
事
に

つ
い
て
述
べ
た
い
︒

一
八
六
二
︵
同
治
元
︶
年
︑
薩
摩
は
突
如
と
し
て
板
良
敷
を
鹿
児
島
へ
召
喚
し
︑
﹁
三
年
の
間
︑
琉
館
︵
鹿
児
島
琉
球
館
︶
に
逗
留
し
て
︑
西

洋
船
隻
到
来
の
時
に
逢
ふ
毎
に
︑
容
貌
を
改
粧
し
︑
フ
ラ
ン
ス
語
訳
し
て
事
を
弁
じ
︑
更
に
西
洋
言
語
を
将
て
土
人
に
指
教
せ
し
め
ん
﹂
と
し

た㉟
︒
突
然
の
命
令
に
王
府
は
驚
き
︑
第
一
に
︑
西
洋
人
に
対
し
て
は
板
良
敷
が
死
亡
し
た
と
伝
え
て
お
り㊱
︑
生
き
て
い
る
こ
と
が
露
見
す
れ
ば

国
難
に
及
ぶ
か
も
し
れ
な
い
こ
と
︒
第
二
に
︑
板
良
敷
の
件
は
中
国
に
も
伝
わ
っ
て
お
り
︑
日
本
が
こ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
れ

ば
︑
進
貢
が
杜
絶
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
︑
の
二
点
を
理
由
に
命
令
の
中
止
を
願
い
出
た㊲
︒
板
良
敷
を
め
ぐ
る
事
態
は
︑
王
府
に
と
っ
て
︑
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薩
摩
と
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
︑
西
洋
や
清
と
の
関
係
に
も
影
響
す
る
も
の
と
し
て
危
惧
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
薩
摩
は
そ
の
嘆
願
を
受
け
入

れ
ず
︑
い
よ
い
よ
牧
志
が
罪
を
許
さ
れ
︑
監
獄
よ
り
出
さ
れ
る
に
及
ん
で
︑
王
府
は
薩
摩
藩
庁
に
直
に
嘆
願
す
る
た
め
︑
三
司
官
宜
野
湾
親
方
︑

鎖
之
側
金
武
親
雲
上
に
︑
﹁
異
国
通
事
係
﹂
長
堂
を
伴
っ
て
鹿
児
島
へ
向
か
わ
せ
た
︒
長
堂
を
同
伴
さ
せ
た
の
は
︑
﹁
若
し
勒し

ひ
て
牧
志
を
し
て

洋
言
を
教
へ
し
む
る
の
令
有
ら
ば
︑
則
ち
呈
請
し
て
該
長
堂
を
し
て
︑
代
り
弁
ぜ
し
め
ん
﹂
と
し
た
か
ら
で
あ
る㊳
︒
と
こ
ろ
が
︑
嘆
願
が
ま
だ

行
わ
れ
な
い
う
ち
に
︑
別
便
で
鹿
児
島
へ
向
か
っ
て
い
た
板
良
敷
は
海
に
落
ち
︑
そ
の
ま
ま
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
︒
こ
と
は
全
て
取
り
や
め
と

な
っ
て
︑
宜
野
湾
ら
は
帰
国
し
た
︒
長
堂
が
代
わ
り
に
と
ど
め
置
か
れ
た
記
録
は
な
く
︑
同
時
に
帰
国
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹃
球
陽
﹄
に
は
こ
の
後
も
︑
西
洋
船
が
漂
着
︑
寄
港
す
る
に
あ
た
り
西
洋
語
通
事
が
動
員
さ
れ
る
記
事
が
何
件
か
見
ら
れ
る
︒
そ
の
最
後
の

一
件
は
一
八
七
六
年
に
あ
た
り
︑
琉
球
藩
が
設
置
さ
れ
︑
か
つ
そ
の
管
轄
が
当
初
の
外
務
省
か
ら
内
務
省
へ
移
さ
れ
た
後
で
あ
る
︒
こ
の
時
西

洋
語
通
事
を
差
配
し
て
い
る
の
は
内
務
省
出
張
所
の
日
本
人
官
吏
で
あ
っ
て
︑
船
長
ら
を
内
務
省
官
吏
が
直
に
引
見
し
て
お
り
︑
琉
球
側
に
よ

る
対
応
で
は
も
は
や
無
い㊴
︒
逆
に
言
え
ば
︑
こ
の
時
ま
だ
西
洋
語
通
事
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
︑
日
本
側
に
と
っ
て
も
西
洋
語
通
事
は
有
用
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

①

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
七
巻
︑
一
五
〇
三
号
文
書
︑
四
〇
七
頁

-
四
〇
八
頁
︒

②

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
八
巻
︑
一
五
一
三
号
文
書
︑
二
七
二
頁
︒

③

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
八
巻
︑
一
五
一
三
号
文
書
︑
四
二
四
頁
︒

④

﹃
沖
縄
県
史
﹄
資
料
編
二
二
︑
五
四
三
頁

-
五
四
四
頁
︒

⑤

真
栄
平
房
昭
﹁
琉
球
の
海
外
情
報
と
東
ア
ジ
ア

十
九
世
紀
の
中
国
情
勢
を
め

ぐ
っ
て
﹂
岩
下
哲
典
・
真
栄
平
房
昭
編
﹃
近
世
日
本
の
海
外
情
報
﹄
岩
田
書
院
︑

一
九
八
七
年
参
照
︒

⑥

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
八
巻
︑
一
五
一
三
号
文
書
︑
三
二
六
頁

-
三
三
〇
頁
︒

⑦

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
八
巻
︑
一
五
一
三
号
文
書
︑
三
〇
三
頁

-
三
〇
四
頁
︒

⑧

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
八
巻
︑
一
五
一
三
号
文
書
︑
三
四
三
頁
︒

⑨

例
え
ば
︑
水
兵
が
那
覇
の
町
で
女
性
の
手
を
摑
む
と
い
っ
た
事
例
が
報
告
さ
れ

て
い
る
︒
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
七
巻
︑
一
五
〇
二
号
文
書
︑
一
七
〇
頁
︒

⑩

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
七
巻
︑
一
五
〇
五
号
文
書
︑
四
九
四
頁
︒

⑪

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
八
巻
︑
一
五
一
三
号
文
書
︑
四
五
四
頁
︒

⑫

﹃
沖
縄
県
史
﹄
資
料
編
二
二
︑
五
五
〇
頁
︒

⑬

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
七
巻
︑
一
五
〇
三
号
文
書
︑
四
〇
七
頁
︒

⑭

﹃
沖
縄
県
史
﹄
資
料
編
二
二
︑
四
〇
七
頁
︒

⑮

洞
富
雄
訳
﹃
ペ
リ
ー
日
本
遠
征
随
行
記
﹄
︑
雄
松
堂
書
店
︑
一
九
七
〇
年
︑
三

九
四
頁
︵
原
著

S.W
.
W
illiam
s,
A
Journal
of
the
P
erry
E
xpedition
to

Japan
1853-1854,
Y
okoham
a,1910
︶
︒
以
下
﹃
随
行
記
﹄
と
略
︒

⑯

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
七
巻
︑
一
五
〇
五
号
文
書
︑
五
五
三
頁
︒

⑰

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
七
巻
︑
一
五
〇
五
号
文
書
︑
五
五
七
頁
︒
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⑱

﹃
随
行
記
﹄
︑
三
九
一
頁
︒

⑲

﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
七
巻
︑
一
五
〇
五
号
文
書
︑
五
七
七
頁
︒

⑳

﹃
随
行
記
﹄
︑
三
八
八

-
三
八
九
頁
︒

㉑
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
七
巻
︑
一
五
〇
五
号
文
書
︑
五
八
一
頁
︒

㉒
﹃
随
行
記
﹄
︑
三
八
九
頁
︒

㉓

以
下
条
約
交
渉
の
過
程
に
つ
い
て
は
︑
別
段
注
記
の
な
い
限
り
︑
﹃
随
行
記
﹄

に
よ
る
︒

㉔
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
七
巻
︑
一
五
〇
五
号
文
書
︒

㉕
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
七
巻
︑
一
五
〇
五
号
文
書
︑
六
〇
八
頁

-
六
〇
九
頁
︒

㉖
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
十
一
巻
︑
一
五
三
四
号
文
書
︑
一
二
〇
頁

-
一
二
一
頁
︒

㉗
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
十
三
巻
︑
一
五
五
〇
号
文
書
︑
十
八
頁

-
十
九
頁
︒

㉘
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
十
一
巻
︑
一
五
三
四
号
文
書
︑
一
二
四
頁

-
一
二
五
頁
︒

㉙
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
十
三
巻
︑
一
五
五
〇
号
文
書
︑
十
九
頁

-
二
一
頁
︒

㉚
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
十
一
巻
︑
一
五
三
四
号
文
書
︑
一
二
七
頁

-
一
二
九
頁
︒

㉛
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
十
一
巻
︑
一
五
三
四
号
文
書
︑
一
三
一
頁

-
一
三
三
頁
︒

㉜
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
十
一
巻
︑
一
五
三
四
号
文
書
︑
一
三
八
頁

-
一
四
〇
頁
︒

㉝
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
十
一
巻
︑
一
五
三
四
号
文
書
︑
一
五
一
頁

-
一
五
三
頁
︒

㉞
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
十
三
巻
︑
一
五
五
〇
号
文
書
参
照
︒

㉟
﹃
球
陽
﹄
附
巻
四
︑
尚
泰
王
十
五
年
︵
球
陽
研
究
会
編
﹃
球
陽

読
み
下
し
編
﹄

角
川
書
店
︑
一
九
七
四
年
︑
七
三
四
頁
︶
︒

㊱

牧
志
失
脚
直
後
に
早
く
も
王
府
は
仏
宣
教
師
に
牧
志
は
﹁
死
亡
し
た
﹂
と
伝
え

て
い
る
︵
﹃
評
定
所
文
書
﹄
第
十
五
巻
︑
一
五
九
八
号
文
書
︑
四
五
頁
︶
︒
ま
た
︑

喜
舎
場
朝
賢
に
よ
れ
ば
︑
失
脚
し
た
牧
志
は
は
じ
め
久
米
島
へ
十
年
の
流
刑
に
処

さ
れ
た
と
こ
ろ
を
︑
薩
摩
へ
の
逃
亡
の
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
流
刑
を
と
り
や
め
終

身
入
獄
と
さ
れ
た
︵
喜
舎
場
﹃
琉
球
見
聞
録
﹄
一
六
七
頁
︶
︒
薩
摩
や
西
洋
人
と

深
く
関
わ
っ
て
い
た
牧
志
に
対
す
る
王
府
の
並
々
な
ら
ぬ
警
戒
が
伺
え
る
︒

㊲
﹃
球
陽
﹄
附
巻
四
︑
尚
泰
王
十
五
年
︑
七
三
四
頁
︒

㊳
﹃
球
陽
﹄
附
巻
四
︑
尚
泰
王
十
五
年
︑
七
三
五
頁
︒

㊴
﹃
球
陽
﹄
附
巻
四
︑
尚
泰
王
二
九
年
︒

お

わ

り

に

最
後
に
︑
本
稿
の
要
点
を
ま
と
め
︑
同
時
期
の
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
が
経
験
し
た
変
化
と
簡
単
な
比
較
を
し
て
︑
結
び
と
し
た
い
︒

本
稿
の
要
点
を
以
下
に
ま
と
め
れ
ば
︑
第
一
に
︑
十
九
世
紀
以
降
西
洋
列
強
の
進
出
に
直
面
し
︑
近
世
期
の
異
国
対
応
の
諸
原
則
が
機
能
不

全
に
陥
っ
た
先
に
︑
西
洋
語
通
事
の
創
出
を
位
置
付
け
た
︒
漂
流
民
や
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
対
応
を
第
一
義
と
し
た
﹃
御
条
目
﹄
の
規
定
を
墨
守

す
る
だ
け
で
は
︑
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
と
い
っ
た
西
洋
の
大
国
と
衝
突
に
至
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
︒
衝
突
を
回
避
し
な
が
ら
︑
薩
摩
や
清

と
の
関
係
性
に
支
障
を
き
た
さ
ぬ
よ
う
考
案
さ
れ
た
の
が
︑
西
洋
語
通
事
な
の
で
あ
る
︒
ア
ル
セ
ス
ト
号
︑
ラ
イ
ラ
号
来
琉
時
の
対
応
は
そ
の

嚆
矢
で
あ
る
し
︑
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
が
逗
留
を
始
め
た
際
に
は
よ
り
明
確
に
﹁
国
難
﹂
へ
の
危
機
感
が
現
れ
て
い
る
︒
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第
二
に
︑
先
行
研
究
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
個
人
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
︑
西
洋
語
通
事
の
制
度
的
展
開
と
そ
の
職
務
の
全
容
を
明
ら

か
に
し
た
︒
西
洋
側
の
記
録
に
は
往
々
に
し
て
交
渉
現
場
に
お
け
る
一
個
人
が
注
目
さ
れ
︑
書
き
残
さ
れ
て
い
る
が
︑
琉
球
側
の
史
料
か
ら
は

西
洋
語
通
事
複
数
名
が
チ
ー
ム
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
た
実
態
が
伺
え
る
︒
ま
た
︑
西
洋
言
語
の
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
最
大
の
特

徴
で
あ
り
︑
そ
の
点
で
久
米
村
通
事
に
置
き
換
わ
る
存
在
と
な
り
な
が
ら
︑
語
学
力
は
も
ち
ろ
ん
と
し
て
︑
西
洋
人
へ
の
対
応
に
特
化
し
た
通

事
集
団
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
︒

第
三
に
︑
西
洋
語
通
事
が
交
渉
現
場
に
お
い
て
も
︑
そ
の
他
日
常
的
な
琉
球

西
洋
間
の
関
わ
り
に
あ
っ
て
も
︑
実
務
的
な
役
割
を
果
た
し

て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
ペ
リ
ー
艦
隊
来
航
時
に
お
け
る
西
洋
語
通
事
た
ち
の
多
岐
に
わ
た
る
役
割
や
︑
条
約
締
結
前
後
の
事
務
的
な

処
理
に
お
け
る
板
良
敷
等
の
活
躍
を
見
れ
ば
︑
西
洋
と
の
交
流
に
お
い
て
生
じ
た
様
々
な
問
題
を
︑
一
つ
一
つ
着
実
に
解
決
し
て
い
く
た
め
に

西
洋
語
通
事
が
果
た
し
た
役
割
の
重
大
さ
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
西
洋
側
史
料
に
多
く
残
る
︑
通
事
た
ち
の
裁
量
の
大
き
さ
を
訝
る
記

録
も
︑
彼
ら
の
働
き
の
大
き
さ
の
佐
証
と
な
ろ
う
︒

こ
れ
ら
西
洋
語
通
事
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
︑
身
分
的
に
高
い
と
は
言
い
難
い
も
の
の
︑
真
栄
平
や
板
良
敷
は
中
国
語
に
も
堪
能
で
あ
り
︑

全
体
と
し
て
若
く
有
能
な
一
群
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
個
々
の
通
事
に
と
っ
て
西
洋
語
通
事
職
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た

の
か
︑
西
洋
語
通
事
職
は
琉
球
本
来
の
官
制
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
︑
本
稿
で
は
立
ち
入
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
︒
﹃
尚
家
文
書
﹄
を
代
表
と
す
る
新
史
料
の
活
用
を
通
し
て
︑
今
後
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
︒

さ
て
︑
十
九
世
紀
の
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
た
ち
も
︑
ロ
シ
ア
や
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
異
国
船
来
航
・
外
圧
問
題
を
背
景
と
し
て
︑
多

く
の
変
化
を
経
験
し
て
い
た
︒
ま
ず
︑
語
学
面
で
は
従
来
の
オ
ラ
ン
ダ
語
に
加
え
︑
ロ
シ
ア
語
︑
フ
ラ
ン
ス
語
︑
英
語
の
習
得
が
始
ま
り
︑
英

語
は
特
に
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
︒
は
や
く
も
一
八
一
一
年
に
は
簡
単
な
英
語
会
話
帳
が
︑
そ
の
三
年
後
に
は
日
本
初
の
英
和
辞
書
が
オ
ラ
ン

ダ
通
詞
の
手
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
︒
次
に
︑
通
詞
た
ち
の
職
務
面
で
は
︑
長
崎
外
へ
の
出
張
＝
﹁
加
役
﹂
が
増
加
し
た
︒
ロ
シ
ア
の
脅
威
が

迫
る
蝦
夷
地
へ
の
派
遣
や
︑
江
戸
へ
の
長
期
的
な
駐
在
が
命
じ
ら
れ
︑
ペ
リ
ー
来
航
直
前
に
は
︑
江
戸
湾
の
入
り
口
で
あ
る
浦
賀
に
も
オ
ラ
ン
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ダ
通
詞
が
常
駐
し
て
い
た①
︒
こ
の
よ
う
な
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
変
化
に
は
︑
琉
球
の
西
洋
語
通
事
と
共
通
す
る
要
素
が
見
受
け
ら
れ
る
︒
す

な
わ
ち
︑
多
言
語
化
し
て
い
く
こ
と
と
︑
よ
り
幅
広
い
職
務
を
も
っ
て
︑
従
来
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
新
た
な
相
手
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
で

あ
る
︒

そ
も
そ
も
︑
長
崎
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
変
化
と
琉
球
の
西
洋
語
通
事
と
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
も
考
え
ら
れ
よ
う
︒
オ
ラ
ン
ダ
通
詞

の
英
語
習
得
が
始
ま
り
︑
他
の
西
洋
語
を
差
し
置
い
て
英
語
を
重
視
し
た
の
は
︑
一
八
〇
八
年
の
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て

い
る
︒
一
方
琉
球
で
は
︑
一
八
一
六
年
に
ア
ル
セ
ス
ト
号
・
ラ
イ
ラ
号
の
来
航
が
あ
っ
た
と
は
い
え
︑
琉
球
自
身
が
イ
ギ
リ
ス
の
﹁
脅
威
﹂
を

感
じ
る
に
は
程
遠
い
こ
の
時
期
に
︑
英
語
を
扱
う
通
事
が
設
け
ら
れ
た
理
由
は
不
明
確
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
薩
摩
藩
の
有
し
た
長
崎

オ
ラ
ン
ダ
通
詞
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
︑
琉
球
に
お
け
る
西
洋
語
通
事
の
設
置
と
制
度
化
が
︑
薩
摩
を
経
由
し
て
長
崎
に
お

け
る
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
変
化
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
見
え
て
く
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
の
逗
留
が
長
く
続
い
た
琉

球
で
︑
フ
ラ
ン
ス
語
よ
り
も
あ
く
ま
で
英
語
が
重
視
さ
れ
続
け
た
現
象
も
説
明
が
つ
く
︒

も
っ
と
も
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
筆
者
は
史
料
に
基
づ
い
た
考
証
が
で
き
る
状
況
に
は
な
い
︒
長
崎
か
ら
琉
球
へ
と
連
な
る
通
事
の
変
容
の

共
通
点
を
意
識
し
つ
つ
︑
情
勢
や
背
景
が
大
き
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
中
国
に
お
け
る
通
事
た
ち
の
状
況
も
加
味
す
る
こ
と
で
︑
東
ア
ジ
ア
に
お

け
る
こ
の
時
期
の
﹁
通
事
の
変
容
﹂
を
考
え
て
い
き
た
い
︒
こ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒
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The Role of Western Interpreters in Relations between Ryūkyū and

the West in the 19th Century

by

ZHANG Zikang

Early-modern Ryūkyū (1609-1879) was not only under the substantial

control of Satsuma (i.e. Japan) but also subordinated to China. While Ryūkyū

had accepted the so-called “Sakoku” policy of the Tokugawa Shogunate in

which Christianity was strictly prohibited and foreign trade was strongly

controlled, it also maintained an annual tributary relation with the Qing

dynasty. Ryūkyū and Satsuma concealed their relationship from China, in

order not to damage the traditional tributary relationship with China.

Through these careful maneuvers, Ryūkyū maintained peaceful relations

with the two major powers, as well as contributed to the stability of the East

Asia region at this time.

This stability, however, was disrupted by the increasing number of

Western ships arriving in Ryūkyū in the nineteenth century. The great

powers such as Britain, France, and the United States were all attracted by

the geopolitical location of Ryūkyū, and many ships called at the port for

surveys and negotiation. Furthermore, French and British missionaries

began residing in Ryūkyū from the 1840s in defiance of Ryūkyūʼs policy.

Ryūkyū was forced to sign treaties with the U.S. and France in 1854, and

1855 respectively.

In order to deal with these unprecedented situations, Ryūkyū trained a

group of interpreters (tsūji通事), Western interpreters who specialized in

English and French. Traditionally, Ryūkyū maintained a group of Chinese

interpreters, who were residents in Kumemura久米村, in charge of tributary

affairs, as well as dealing with any unexpected foreigners showing up on

Ryukyuan shores, mostly as castaways. The new interpreters, however, were

recruited from young officials outside Kumemura, signifying that encounters

with Western powers were considered as something Ryūkyū had to commit

special resources to deal with. These new interpreters were at the forefront

of contact with the Western powers. Their role was a difficult one that

required them to defend the interest of Ryūkyū while not provoking the
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Western powers to take any serious measures against Ryūkyū.

This paper provides a comprehensive examination of these Western

interpreters, regarding whom no study exists.

The first section of the paper starts with an explanation of the general

principles in early-modern Ryūkyū regarding the treatment of castaways. To

prevent the exposure of the Ryukyuan-Japanese relationship, castaways were

isolated from the local population and closely monitored. If Christian, they

were sent to Nagasaki for further interrogation by the Japanese. If not, they

were sent to China, and from China to their homelands. The section then

continues to analyze the arrival of a British fleet in 1816 that requested an

official audience with the king and to conduct surveys. This was an

unprecedented situation for Ryūkyū as no Western nation had visited

Ryūkyū for political purpose before. As a means to deal with the unwelcome

and hazardous visitors, the Ryūkyū government appointed two young

officials to acquire English skills and to perform as interpreters. After

difficult negotiations, Ryūkyū successfully persuaded the British to give up

their demand for the audience. Thus, this section shows that the interpreters

were established at the very moment when traditional ways of dealing with

foreigners had ceased to be functional.

The second section analyzes in detail how in the 1840s, with the arrival of

missionaries in Ryūkyū, the Ryukyuan government started the full-scale

training and implementation of the new interpreters. This section describes

how the interpreters, while keeping watch over the missionaries at all times,

made much an effort to acquire English and French skills from them.

Furthermore, the new interpreters gradually took over the role of the

Kumemura interpreters and were charged exclusively with dealing with

Western nations.

The third section discusses the specific roles of these new interpreters in

the treaty negotiations with the U.S. and France. Their job included daily

negotiations, such as those for the furnishing of supplies, keeping a close

watch on the foreigners who came ashore, gathering information about each

shipʼs whereabouts and future course, preventing and mediating troubles

that occurred between the foreigners and local people, and, of course,

interpreting official meetings. Also, during the treaty negotiations, the

interpreters conducted behind the scene negotiations on many matters and

supported the development of the formal meetings.

In conclusion, this paper sees the emergence of these Western interpreters

as an elaborate maneuver on the Ryūkyū side to counter the drastic changes
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of the international relations in the region. Their duties were by no means

spectacular, but practical and essential to the everyday dealings between

Ryūkyū and the West.

Key Words ; East Asia, Ryūkyū, Perry, Interpreter, Missionary

The Rule of Affines and the Imperial Secretariat in the Latter Han,

Focusing on Personnel Transfers in the Imperial Secretariat

by

HIRAMATSU Asuka

The Latter Han was an age of rule by the dowager empress and the

affines, or marital relations, of the emperor. In this article, I examine

whether the regimes of these affines introduced their own factions as official

personnel in the Imperial Secretariat (Shangshutai尚書台).

In the Latter Han one often sees records that mention the Lu Shangshushi

(録尚書事), a post that has been translated as the Overseer of the Imperial

Secretariat, but opinion is divided over its actual role. In the first section, I

examine the question of whether the Lu Shangshushi did in fact oversee the

Shangshutai. Then, after concluding that the Lu Shangshushi did not oversee

the Imperial Secretariat, I made clear that the Lu Shangshushi should not be

considered an object of this study.

Then in the second section I consider the regime of the Dou clan 竇氏from

the second year of the Zhanghe era (88) to the fourth year of the Yongyuan 4

(92). All previous scholarship has indicated that the regime of the Dou clan

controlled the Shangshutai. However, Han Leng韓棱, who was extremely

critical of the Dou clan during the period of their ascendance, occupied the

post of Shanshuling尚書令. In addition, other people who were critical of the

Dou clan were selected as bureaucrats of Shangshu. While on the one hand

the regime of the Dou clan did emphasize personnel placement in the

imperial household, palace guards and military officials, but it can be said

that they placed no special significance on placing their own faction in in the

Shangshutai.

In the third section, I considered the regime of the Deng clan from the

first year of the Yuanxing era (105) to the first year of the Jianguang (121).
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