
�

條

と

契

�

︱
︱
德
川
政
權
の
外
�
と
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
會
社

︱
︱

松

方

冬

子

は
じ
め
に

一
︑
問
題
の
�
在

二
︑
先
行
硏
究

三
︑
言
葉
の
定
義

︱
︱


世
日
本
古
�
書
學
の
成
果
も
踏
ま
え
て
︱
︱

第
一
違

�
條

一
︑
�
條
と
し
て
の
條
目
︑
あ
る
い
は
權
利
を
保
障
す
る
�
書

1
．
ス
ペ
イ
ン
人
宛
て

2
．
オ
ラ
ン
ダ
人
宛
て

3
．
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宛
て

4
．
イ
ギ
リ
ス
人
宛
て

5
．

人
宛
て

小
括

二
︑
�
條
と
し
て
の
申
し
渡
し
︑
あ
る
い
は
禁
止
事
項
の
傳
�

1
．
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
へ

2
．
オ
ラ
ン
ダ
人
へ
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3
．

人
へ

小
括

第
二
違

契
�

一
︑
日
蘭
閒
の
﹁
契
�
﹂
(一
七
五
二
年
︑
一
七
五
三
年
)

二
︑
日
中
閒
の
﹁
�
定
﹂
(一
七
六
二
年
︑
一
七
六
四
年
)

小
括

お
わ
り
に

は
じ
め
に

一
︑
問
題
の
�
在

本
稿
は
︑
德
川
政
權
と
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
會
社

(以
下
︑
Ｖ
Ｏ
Ｃ
)
を
出
發
點
に
﹁
外
�
の
世
界
�
﹂
(ユ
ー
ラ
シ
ア
�


代
外
�
�
)
へ

向
か
う
︑
そ
の
�
上
に
あ
る
素
描
で
あ
る
︒

現
在
︑
ア
メ
リ
カ
︑
ド
イ
ツ
語
圈
で
は
︑﹁
怨
し
い
外
�
�
﹂
液
行
の
兆
し
が
あ
る
と
い
う
︒
政
治
�
に


か
っ
た
外
�
�
を
︑
�
�
面
に

引
き
寄
せ
て
み
る
の
が
︑
そ
の
骨
子
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒
鯵
單
に
言
え
ば
︑
歷
�
學
は
︑
一
九
世
紀
の
外
�
�
の
�
築
に
よ
っ
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
國
民
國
家
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
貢
獻
し
た
が
︑
そ
の
あ
と
經
濟
�
︑
社
會
�
な
ど
の
蓄
積
を
經
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

心
�
義
が
批
�
さ
れ
る
な
か
で
︑
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
二
一
世
紀
の
�


代
外
�
�
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
か
︑
摸
索
中
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
︒
こ
の
動
き
は
グ
ロ
ー
バ
ル
�
が
叫
ば
れ
る
現
今
の
世
界
�
勢
と
無
緣
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
︑
も
ち
ろ
ん
︑
海
外
の
學
界
動
向
に
無
批

�
に
乘
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
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と
は
い
え
︑
日
本
の
日
本
�
學
は
︑
か
ね
て
よ
り
﹁
怨
し
い
外
�
�
﹂
�
な
傾
向
を
持
ち
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
の
﹁
外
�
﹂
を
硏
究
し
て
き

た
︒
日
本
�
に
お
い
て
は
︑
�

 
を
﹁
�
�
﹂
�
液
と
し
て
︑
日
!
外
�
を
勘
合
﹁
貿
易
﹂
と
し
て
︑
德
川
政
權
初
"
の
外
�
を
朱
印
#

﹁
貿
易
﹂
の
�
$
で
語
る
傳
瓜
を
持
っ
て
い
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
る
よ
う
な
大
 
へ
の
訓
令
︑
大
 
の
報
吿
書
が
︑
日
本
列
島
周
邊
に
あ
る

わ
け
で
は
な
く
︑
そ
れ
ゆ
え
外
�
�
�
築
の
た
め
に
幅
廣
い
多
樣
な
�
書
を
 
っ
て
き
た
︒

私
は
︑
二
一
世
紀
の
�


代
外
�
�
を
描
く
試
み
を
︑
再
び
歐
米
か
ら
學
ぶ
こ
と
か
ら
で
は
な
く
︑
自
分
自
身
が
古
い
外
�
�

︱
︱
一
九

世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
を
以
て
一
七
～
一
八
世
紀
の
世
界
を
語
る
こ
と
︱
︱

に
感
じ
る
'
和
感
か
ら
出
發
し
た
い
︒
私
の
課
題
は
︑
外

�
政
策
や
︑
世
界
觀
で
は
な
く
︑
外
�
�
書
︑
あ
る
い
は
實
踐
︑
行
動
︑
慣
(
か
ら
外
�
を
見
る
こ
と
に
あ
る
︒

こ
こ
で
は
﹁
外
�
﹂
を
︑﹁
國

(
洩
い
人
た
ち
︒
政
權
︒
)
同
士
の
關
係
﹂
と
定
義
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
政
權
が
︑
複
數
の
政
權
の
勢
力
圈

に
ま
た
が
っ
て
活
動
す
る
人
々
か
ら
富
を
)
い
上
げ
る
方
策
︑
彼
ら
を
瓜
制
・
管
理
・
荏
*
す
る
た
め
の
施
策
と
必
然
�
に
聯
動
し
︑
政
權
同

士
の
關
係
は
政
權
か
ら
﹁
ま
た
が
っ
て
活
動
す
る
﹂
人
々
へ
の
働
き
か
け
を
+
う
︒
裏
,
せ
ば
︑﹁
ま
た
が
っ
て
活
動
す
る
﹂
人
々
が
︑
政
權

か
ら
荏
*
・
保
護
を
得
よ
う
と
し
て
働
き
か
け
る
活
動
拔
き
に
こ
の
時
"
の
外
�
は
あ
り
え
な
い(1

)
︒

本
稿
は
︑
trib
u
te
(
trib
u
ta
ry
)
sy
ste
m

(東
ア
ジ
ア
國
際
關
係
︑
7
貢
體
制
︑
7
貢
シ
ス
テ
ム
︑
華
夷
秩
序
)
と

tre
a
ty
sy
ste
m

(西
洋
國
際
秩

序
︑
西
歐
國
際
體
系
︑
條
�
體
制
︑
�
權
國
家
體
制
︑
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
體
制
)
の
對
抗
關
係
と
し
て
世
界
の
外
�
を
記
営
し
よ
う
と
す
る
立
場(2

)
を

批
�
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
ま
ず
は
拙
8
著
﹃
國
書
が
む
す
ぶ
外
�
﹄
總
論
で
︑
國
書
と
:
航
證
を
キ
ー
槪
念
と
し
︑
具
體
�
な
事
例
を
日
本

周
邊
に
求
め
な
が
ら
︑
trib
u
te
sy
ste
m
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
の
核
心
が
︑
實
態
面
で
は
國
書
外
�
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
問
題
提
<
を

行
っ
た
︒
同
書
の
�
張
の
一
つ
は
︑
の
ち
に
條
�
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
も
の
は
︑
贈
物
で
は
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑

>
に
問
う
べ
き
は
︑
條
�
に
よ
っ
て
:
商
を
行
う
よ
う
に
な
る
�
︑
人
々
の
動
き
や
貿
易
は
ど
の
よ
う
に
瓜
御
さ
れ
て
い
た
の
か
で
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
德
川
政
權
と
Ｖ
Ｏ
Ｃ
と
の
關
係
に
立
脚
點
を
置
き
つ
つ
︑
從
來
の
日
蘭
關
係
�
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
ず
に
こ
の
問
題

を
考
え
よ
う
と
試
み
る
︒
ま
だ
素
描
の
段
階
で
あ
る
が
︑
結
論
か
ら
言
う
と
︑
少
な
く
と
も
德
川
政
權
下
の
列
島
で
は
︑
の
ち
に
條
�
に
と
っ
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て
代
わ
ら
れ
る
機
能
を
︑﹁
�
條
﹂
と
﹁
契
�
﹂
が
果
た
し
て
い
た
︒
と
は
い
え
︑﹁
�
條
﹂
に
し
ろ
﹁
契
�
﹂
に
し
ろ
︑
嚴
密
に
は
︑
先
の
定

義
に
よ
る
﹁
外
�
﹂
に
は
收
ま
ら
な
い
︒
む
し
ろ
︑﹁
ま
た
が
っ
て
活
動
す
る
﹂
人
々

(
以
下
︑
煩
瑣
を
?
け
る
た
め
︑
@
解
が
生
じ
な
い
と
思
わ
れ

る
場
合
は
﹁
外
國
人
﹂
)
が
關
わ
っ
て
い
る
點
以
外
で
は
︑﹁
內
政
﹂
の
範
疇
と
も
い
え
︑
の
ち
に

(
�
權
國
家
閒
の
關
係
を
B
味
す
る
)
﹁
外
�
﹂
と

い
う
言
葉
に
囘
收
さ
れ
る
﹁
外
�
﹂
の
�
�
と
も
考
え
た
ほ
う
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
︒

本
稿
で
は
︑
外
國
人
の
身
柄
や
財
產
の
保
障
︑
も
う
少
し
言
う
な
ら
ば
︑
外
國
人
の
權
利
の
保
障
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
か
に
D
っ
て

考
え
て
み
る
︒
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
︑
法
に
對
す
る
考
え
方
の
'
い
で
あ
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
人
と
日
本
人
の
商
賣
上
の
ト
ラ
ブ
ル
は
ど
の
よ

う
に
處
理
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
︑
歐
�
$
で
は
E
々
に
し
て
﹁
法
﹂
の
問
題
で
あ
る
が
︑
本
稿
は
い
わ
ゆ
る
法
制
�
の
�
$
に
あ
る
も

の
で
は
な
く
︑﹁
法
﹂
槪
念
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
︒
む
し
ろ
︑
實
際
の
現
場
に
お
け
る
あ
り
よ
う
を
︑
取
り
�
わ
さ
れ
た
�
書
に
卽
し

て
探
ろ
う
と
す
る
︒

お
そ
ら
く
︑
一
般
に
想
<
さ
れ
る
の
は
︑
國

(
�
)
と
國

(
�
)
と
の
�
束
事
を
あ
ら
わ
す
條
�

tre
a
ty
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
少
な
く
と

も
日
本
列
島
周
邊
に
お
い
て
は
︑
他
國

(の
國
�
)
と
條
�
を
閲
結
し
た
事
例
は
︑
一
九
世
紀
G
ば
ま
で
見
出
せ
な
い(3

)
︒
け
れ
ど
も
︑﹁
ま
た

が
っ
て
活
動
す
る
﹂
人
々
に
關
わ
っ
て
何
の
合
B
も
�
束
事
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
︒
本
稿
で
は
試
み
に
︑
そ
れ
ら
の
合
B
や
�

束
事

(が
書
き
附
け
ら
れ
た
�
書
)
を
︑
國

(
�
)
が
關
わ
る
場
合
は
﹁
�
條
﹂︑
そ
れ
以
外
を
﹁
契
�
﹂
と
呼
ぶ
︒﹃
國
書
が
む
す
ぶ
外
�
﹄
で

取
り
上
げ
た
:
航
證
も
︑
人
々
の
動
き
を
瓜
御
す
る
た
め
の
�
書
で
あ
り
︑
�
條
と
深
い
關
わ
り
が
あ
り
︑
�
條
の
一
種
で
あ
る
と
さ
え
言
え

る
︒な

お
︑
雙
方
の
﹁
國
﹂
あ
る
い
は
﹁
ま
た
が
っ
て
活
動
す
る
﹂
人
々
と
﹁
國
﹂
と
の
閒
で
︑
そ
の
�
書
に
つ
い
て
の
H
識
が
共
I
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
場
合
も
あ
り
う
る
︒
一
例
を
擧
げ
よ
う
︒
一
六
七
一
年
九
J
二
一
日
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
會
社

(以
下
︑
Ｅ
Ｉ
Ｃ
)
の
ロ
ン
ド
ン
本

社
は
︑
バ
ン
テ
ン
商
館
長
L
び
參
事
會
に
宛
て
て
書
d
を
M
っ
た(4

)
︒
>
に
揭
げ
る
の
は
︑
當
時
比
�
�
良
好
な
關
係
を
築
い
て
い
た
︑
臺
灣
の

j
氏
政
權
と
の
﹁
條
�
﹂
閲
結
に
關
す
る
部
分
で
あ
る
︒
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(
�
料
1
)
(
O
譯
は
︑
ろ
じ
ゃ
・
め
い
ち
ん
に
よ
る
︒
傍
線
ａ
︐
ｂ
は
筆
者
に
よ
る
︒
)

我
々
は
臺
灣
國
王
と
我
々
の
閒
で
閲
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
條
�

(
A
rticle
s
／
松
方
U(5
)

)
に
つ
い
て
檢
討
し
た
︒
そ
し
て
そ
の

大
部
分
を
承
H
す
る
︒
し
か
し
︑
國
王
が
我
々
に
與
え
て
い
る
二
十
番
目
の
第
四
項

(
V
二
十
項
目
中
の
第
四
項
の
書
き
@
り
か
／
め
い
ち
ん

U(
6
)

)
の
B
味
が
理
解
で
き
な
い
︒
そ
の
內
容
は
︑
我
々
が
現
地
人
か
ら
W
け
た
V
て
の
損
X
に
對
し
て
臺
灣
國
王
は
我
々
に
辨
償
し
︑
ま

た
イ
ギ
リ
ス
人
が
現
地
人
に
與
え
た
損
X
に
つ
い
て
は
︑
商
館
長
に
申
Y
し
た
上
で
我
々
が
辨
償
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
も
し
そ
れ
が

雙
方
の
加
X
者
に
對
し
て
︑
法
律
に
定
め
ら
れ
た
體
罰
を
與
え
︑
あ
る
い
は
損
X
賠
償
を
Z
求
す
る
こ
と
ａ
を
B
味
し
︑
そ
の
旨
が
條
項

の
中
に
!
記
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
我
々
は
︑
そ
れ
が
當
然
で
あ
る
と
考
え
る
︒
し
か
し
︑
も
し
そ
れ
が
︑
我
々
の
商
館
員
も
し
く
は
社
員
が
︑

そ
の
國
の
人
に
借
金
を
し
た
り
︑
肉
體
�
損
傷
を
與
え
た
り
︑
物
品
損
X
を
與
え
て
賠
償
金
荏
拂
い
能
力
を
本
人
が
持
た
な
い
場
合
︑
我

が
社
が
責
任
を
と
る
べ
き
で
あ
る
ｂ
と
い
う
こ
と
を
B
味
す
る
な
ら
ば
︑
我
々
に
と
っ
て
樣
々
な
不
都
合
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
事
は
︑
諸

君
も
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
從
っ
て
︑
こ
の
よ
う
に
解
釋
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
を
︑
條
�
の
中
に
書
き
]
む
こ
と
に
は
贊
成
で

き
な
い
︒
(中
略
)

第
六
項
︑
七
項
に
關
し
て
は
︑
火
藥
や
^
彈
の
臺
灣
へ
の
搬
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
︑
我
々
は
好
ま
な
い
︒
と
い
う
の
は
︑
こ

れ
ら
は
我
が
國
王
と
同
_
國
と
の
條
�
に
よ
っ
て
︑
禁
制
品
と
な
っ
て
お
り
︑
た
と
え
そ
れ
が
友
好
�
な
目
�
で
あ
ろ
う
と
も
︑
同
_
國

と
敵
對
關
係
に
あ
る
第
三
國
に
︑
こ
れ
ら
の
品
物
を
讓
渡
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
相
手
國
の
軍
艦

は
︑
我
々
の
禁
制
品
以
外
の
品
物
を
積
ん
だ
#
の
自
由
航
海
は
妨
碍
で
き
な
い
が
︑
禁
制
品
は
沒
收
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
︑
海
`

條
�

(原
語
は
th
e
T
re
a
ty
M
a
rin
e
／
松
方
U
︑
英
蘭
閒
の
ブ
レ
ー
ダ
條
�
／
め
い
ち
ん
U
)
第
二
條
︑
第
三
條
か
ら
︑
諸
君
は
e
得
で
き
る
で

あ
ろ
う(7

)
︒

臺
灣
j
氏
が
殘
し
た
�
料
は
︑
ほ
と
ん
ど
殘
っ
て
い
な
い
た
め
︑
Ｅ
Ｉ
Ｃ
が
﹁
箇
條
書
き
の
�
書

a
rticle
s﹂
(
め
い
ち
ん
に
よ
れ
ば
﹁
條
�
﹂
)

と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
︑
j
氏
側
で
ど
の
よ
う
に
H
識
さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
Ｅ
Ｉ
Ｃ
が
�
も
心
�
し
て
い
る
︑
Ｅ
Ｉ
Ｃ
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が
個
々
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
借
金
を
f
代
わ
り
す
る
と
い
う
傍
線
部
ｂ
の
條
�
解
釋
は
︑
少
な
く
と
も
日
本
�
硏
究
者
と
し
て
の
自
分
に
は
豫
想

外
で
あ
っ
た
︒
お
そ
ら
く
傍
線
部
ａ
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
第
六
項
の
﹁
同
_
﹂﹁
(
戰
時
)
禁
制
品
﹂
と
い
う
槪
念
も
東
シ
ナ
海
域
で

は
ま
っ
た
く
未
知
の
も
の
で
あ
る
︒
英
蘭
閒
の
ブ
レ
ダ
條
�
に
よ
っ
て
g
ら
れ
て
い
る
Ｅ
Ｉ
Ｃ
の
立
場
を
︑
j
氏
が
理
解
し
た
と
は
思
え
な
い
︒

一
方
で
︑
Ｅ
Ｉ
Ｃ
ロ
ン
ド
ン
本
社
が
︑
j
氏
側
と
協
議
を
し
︑
雙
方
の
Z
求
を
出
し
あ
っ
た
う
え
で
︑
そ
の
結
果
を
�
書
に
殘
し
︑
そ
れ
に

雙
方
が
從
う
︑
と
い
う
手
續
き
を
重
視
し
︑
i
重
し
よ
う
と
い
う
j
勢
も
︑
印
象
�
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
後
に
営
べ
る
日
本
の
例
を
參
考
に
す

る
な
ら
ば
︑
臺
灣
の
Ｅ
Ｉ
Ｃ
商
館
員
は
︑
こ
れ
ら
條
�
を
﹁
お
願
い
し
て
H
め
て
も
ら
っ
た
﹂
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒
ロ
ン
ド
ン
本
社
が
ど

の
よ
う
に
考
え
よ
う
と
︑
こ
の
當
時
︑
k
l
の
地
臺
灣
に
お
い
て
︑
南
・
東
シ
ナ
海
域
に
軍
事
據
點
を
持
た
な
い
Ｅ
Ｉ
Ｃ
の
職
員
は
︑
原
則
と

し
て
臺
灣
j
氏
に
從
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た(8

)
︒

二
︑
先
行
硏
究

羽
田
正
は
︑
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
7
ペ
ル
シ
ア
と
︑
Ｅ
Ｉ
Ｃ
の
關
係
を
說
!
し
た
後
で
︑﹁
イ
ギ
リ
ス
側
は
︑
こ
の
特
權
を
﹃
國
﹄
同
士
が
む
す

ん
だ
﹃
條
�
﹄
と
と
ら
え
︑
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
o
國
側
は
︑﹃
王
﹄
の
與
え
た
﹃
恩
寵
﹄
と
考
え
て
い
た
の
だ
︒﹂
と
指
摘
す
る
︒
こ
の
H
識
の
'

い
の
指
摘
は
重
Z
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑﹁
(イ
ギ
リ
ス
側
は
)
王
や
政
權
が
替
わ
っ
て
も
︑
國
同
士
が
結
ん
だ
條
�
は
互
い
に
i
重
し
て
守
ら
ね

ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
︒
こ
れ
は
�
權
國
家
の
存
在
を
�
提
と
し
た
議
論(9

)
﹂
だ
と
の
p
價
に
は
再
考
の
餘
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
︒
こ
の
'
い

は
﹁
�
權
國
家
﹂
と
い
う
q
語
を
 
わ
ず
に
說
!
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒

關
聯
す
る
日
本
に
つ
い
て
の
硏
究
と
し
て
︑
荒
野
泰
典
︑
松
井
洋
子
の
硏
究
が
あ
る
︒
荒
野
泰
典
は
︑
一
六
三
〇
年
代
の
日
本
に
短
"
滯
在

者
／
長
"
滯
在
者
／
日
本
社
會
に
取
り
]
ま
れ
同
�
す
る
も
の
の
三
種
類
の
衣
國
人
が
お
り
︑
そ
の
う
ち
第
二
類
型
が
排
除
さ
れ
た
と
す
る(10

)
︒

松
井
は
︑
荒
野
の
說
を
 
い
な
が
ら
︑
こ
の
s
t
で
﹁
日
本
人
﹂
(日
本
の
領
域
に
u
み
そ
の
權
力
の
荏
�
下
に
あ
る
者
)
と
﹁
衣
國
人
﹂
を
區
別

す
る
指
標
と
し
て
﹁
u
宅
﹂
が
 
わ
れ
た
こ
と
︑
背
景
と
し
て
︑
日
本
に
u
み
着
く
す
べ
て
の
人
々
が
﹁
家
﹂
を
單
位
と
し
て
掌
握
さ
れ
つ
つ
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あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る(11

)
︒
し
か
し
︑
荒
野
も
松
井
も
德
川
政
權
が
直
接
外
國
人
に
語
り
か
け
た
法
令
︑
�
書
等
に
つ
い
て
言
L
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
︒

Ｖ
Ｏ
Ｃ
に
つ
い
て
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
共
和
國
聯
邦
議
會
が
會
社
に
諸
特
權
を
與
え
た
一
六
〇
二
年
三
J
二
〇
日
附
の
特
許
狀

(
O
ctro
o
i)
第
三

五
條
の
拙
譯
を
示
す
︒

(
�
料
2
)

�
営
の
會
社
の
人
々
は
︑
喜
y
峰
の
東
L
び
マ
ゼ
ラ
ン
海
峽
の
中
︑
L
び
そ
れ
︹
マ
ゼ
ラ
ン
海
峽
︺
を
:
っ
た
︹
場
�
で
︺︑
王
侯
と
同

_
を
結
び
︑
オ
ラ
ン
ダ
共
和
國
聯
邦
議
會
す
な
わ
ち
�
高
政
府
の
名
に
お
い
て
契
�
を
結
び
︑
同
地
に
於
い
て
城
砦
を
築
き
︑
執
政
官
︑

兵
士
︑
L
び
司
法
官
︑
L
び
そ
の
他
の
必
Z
な
職
務
︹
に
就
く
者
︺
を
︑
そ
の
地
の
保
V
︑
良
き
秩
序
︑
警
察
機
能
︑
司
法
の
維
持
の
た

め
に
︑
單
獨
で
任
命
・
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
(以
下
略(12
)

)

さ
ら
に
︑
Ｖ
Ｏ
Ｃ
外
�
を
語
る
際
の
基
本
�
料
と
さ
れ
る
の
が
︑
C
o
rp
u
s
D
ip
lo
m
a
ticu
m

(13
)

で
あ
り
︑
co
n
tra
ct,
o
v
e
re
e
n
k
o
m
st,
v
e
rd
ra
g
,

tra
cta
a
t
(英
語
で
は

a
g
re
e
m
e
n
t,
tre
a
ty
な
ど
に
あ
た
る
)
を
�
錄
し
て
い
る
︒
B
h
a
w
a
n
R
u
a
n
g
silp

(
14
)

︑

k
�
正
之(15

)
な
ど
︑
從
來
の
硏
究
に
お

い
て
も
Ｖ
Ｏ
Ｃ
が
む
す
ん
だ
各
種
の
合
B
︑
契
�
︑
協
定
な
ど
に
言
L
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
の
合
B
や
契
�
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
考
察
を

加
え
て
い
な
い
︒
C
o
rp
u
s
D
ip
lo
m
a
ticu
m
と
︑
そ
れ
が
依
據
し
て
い
る
Ｖ
Ｏ
Ｃ
�
書
中
の

co
n
tra
ctb
o
e
k
e
n
(
契
�
�
書
集
)
と
呼
ば
れ
て

い
る
一
群
の
�
料(16

)
に
つ
い
て
は
︑
い
ま
だ
に
十
分
な
�
料
學
�
な
檢
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い(17

)
︒

C
o
rp
u
s
D
ip
lo
m
a
ticu
m
は
︑
V
六
卷
か
ら
な
り
︑
一
九
〇
七
～
一
九
五
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
︒
�
初
の
三
册
は
Ｊ
・
Ｅ
・
ヘ
ー
レ
ス

H
e
e
re
s
が
8
纂
し
︑
彼
の
死
後
そ
の
仕
事
を
引
き
繼
い
だ
Ｆ
・
Ｗ
・
ス
タ
ー
ぺ
ル

S
ta
p
e
l
に
よ
り
第
四
卷
以
影
が
刊
行
さ
れ
た(

18
)

︒
同
書
序
�(19

)

に
よ
る
と
︑
co
n
tra
ctb
o
e
k
e
n
を
基
礎
�
料
と
し
て
︑
バ
タ
フ
ィ
ア
の
舊
地
方
�
書
館

(
現
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
國
立
�
書
館
)
�
藏
�
書
や
︑
Ｖ
Ｏ

Ｃ
�
書
中
の
﹁
イ
ン
ド
よ
り
の
到
着
�
書
集
﹂
な
ど
か
ら
得
た
�
報
も
加
味
し
て
8
纂
し
た
も
の
で
あ
る
︒
第
一
卷
序
�
に
よ
れ
ば
︑

co
n
tra
ctb
o
e
k
e
n
第
一
卷
の
背
表
紙
に
は
﹁
東
イ
ン
ド
各
地
の
王
侯
と
結
ん
だ
條
�
︑
L
び
彼
ら
か
ら
與
え
ら
れ
た
フ
ィ
ル
マ
ー
ン
︑
カ
ウ
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ル(
20
)

︑
一
五
九
六
～
一
六
六
二
年
﹂
と
あ
る(21

)
︒
第
三
卷
序
�
に
﹁
本
卷
で
�
わ
れ
た
時
"
に
つ
い
て
︑
會
社
�
書
中
に
は
︑
純
粹
に
商
業
�
性
格

を
I
し
た
非
常
に
多
く
の
合
B
�
書
が
見
ら
れ
る
︒
大
部
分
は
イ
ン
ド
亞
大
陸
の
特
定
の
地
域
商
人
と
の
合
B
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ

れ
ら
は
收
錄
さ
れ
な
か
っ
た
︒
C
o
rp
u
s
D
ip
lo
m
a
ticu
m
は
政
治
�
な
契
�
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら(22

)
︒﹂
と
あ
る
の
が
︑
こ
の
書
物
の
性

格
を
表
し
て
い
る
︒
�
に
言
え
ば
︑
co
n
tra
ctb
o
e
k
e
n
は
︑
政
治
�
な
も
の
と
純
粹
に
商
業
�
な
も
の
を
含
む
︑
Ｖ
Ｏ
Ｃ
が
結
ん
だ
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
合
B
や
と
り
き
め
を
書
き
記
し
た
も
の
だ
っ
た
が
︑
そ
れ
を
も
と
に
二
〇
世
紀
初
め
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
﹁
外
�
�
﹂
と
思
わ
れ

た
合
B
集
を
8
ん
だ
の
で
あ
る
︒

三
︑
言
葉
の
定
義

︱
︱


世
日
本
古
�
書
學
の
成
果
も
踏
ま
え
て
︱
︱

外
�
�
硏
究
に
つ
き
も
の
で
あ
る
﹁
條
�
﹂
と
い
う
日
本
語
は
︑
現
在
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語

(
た
と
え
ば
英
語

tre
a
ty
︑
オ
ラ
ン
ダ
語

tra
k
ta
a
t,

v
e
rd
ra
g
)
の
譯
語
と
し
て
 
わ
れ
て
い
る
︒﹃
日
本
國
語
大
辭
典
﹄
に
よ
れ
ば
︑
①
﹁
箇
條
書
き
の
�
束
︒
條
目
を
あ
げ
た
�
定(23

)
︒﹂
②
﹁
國

家
閒
ま
た
は
國
家
と
國
際
機
關
閒
の
�
書
に
よ
る
合
B
︒
(後
略
)﹂
と
あ
る
︒﹁
條
﹂
は
箇
條
書
き
を
B
味
し
︑﹁
�
﹂
は
�
束
す
る
︑
誓
う
こ

と
を
表
す
︒

本
稿
で
は
①
の
B
味
の
﹁
條
�
﹂
が
重
Z
と
な
っ
て
く
る
が
︑
區
別
の
た
め
︑
②
の
B
味
の
﹁
條
�
﹂
を
﹁
條
�
﹂
と
呼
び
︑
①
の
B
味
の

﹁
條
�
﹂
を
︑﹁
�
條
﹂
と
呼
ぶ
︒﹃
日
本
國
語
大
辭
典
﹄
で
﹁
�
條
﹂
は
︑﹁
�
束
し
て
取
り
決
め
た
事
柄
︒
�
束
事
︒
條
�
︒﹂
と
あ
り
︑﹁
條

�
﹂
の
①
の
B
味
と
同
じ
と
考
え
て
よ
い

(後
営
)
︒

一
方
︑
O
xfo
rd
E
n
g
lish
D
ictio
n
a
ry

(24
)

で
︑
tre
a
ty
の
第
一
義
は
﹁
話
し
た
り
書
い
た
り
す
る
內
容
の
取
�
い
︒﹂
第
二
義
﹁
議
論
︑
會
議
︑

�
涉
︒﹂
(現
在
は
ほ
ぼ
古
語
)
︑
第
三
義
ａ
﹁
�
涉
の
結
果
︑
決
め
ら
れ
た
內
容
︒
合
B
︒
契
�
︒﹂
(
現
在
は
第
三
義
ｂ
を
除
き
古
語
︑
一
五
～
一
八

世
紀
に
 
用
)
︑
第
三
義
ｂ
﹁
二
國
あ
る
い
は
多
國
閒
で
£
和
や
同
_
︑
商
業
そ
の
他
國
際
關
係
に
關
し
て
閲
結
さ
れ
た
契
�
︒
そ
の
�
書
︒﹂

(一
五
世
紀
～
)
と
な
る
﹁
條
�
﹂
と
い
う
漢
語
と
比
べ
る
と
﹁
議
題
︒
議
論
の
結
果
の
合
B
︒﹂
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
强
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
ち

― 41 ―

449



な
み
に
︑
漢
�
$
で
は
國
家
閒
の
�
束
事
に
は
︑﹁
_

(
�(25
)

)
﹂
を
用
い
て
き
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
こ
に
箇
條
書
き
と
い
う
B
味
合
い
は
な
く
︑

內
容
面
が
重
視
さ
れ
て
い
る
︒

く
り
か
え
し
に
な
る
が
︑
本
稿
で
は
試
み
に
︑
外
國
人
が
か
か
わ
る
合
B
や
�
束
事

(
が
書
き
附
け
ら
れ
た
�
書
)
を
︑
國

(
�
)
が
關
わ
る

場
合
は
﹁
�
條
﹂︑
そ
れ
以
外
を
﹁
契
�
﹂
と
呼
ぶ
︒
本
稿
で
﹁
�
條
﹂
は
︑
と
く
に
國

(
�
)
か
ら
外
國
人
に
出
さ
れ
た
法
令
︑
命
令
の
う

ち
︑
外
國
人
を
W
け
入
れ
る
上
で
の
W
入
基
準
︑
ま
た
は
︑
在
留
外
國
人
へ
の
基
本
法
令
を
指
す
︒
國

(
�
)
と
外
國
人
の
閒
の
合
B
や
�
束

事
は
︑
お
そ
ら
く
も
っ
と
幅
廣
く
︑
W
入
基
準
や
基
本
法
令
に
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
︑
と
り
あ
え
ず
そ
こ
に
着
目
し
た
︒
國

(
�
)

と
外
國
人
と
の
閒
の
合
B
で
あ
る
か
ら
︑
形
式
�
に
一
方
�
で
あ
り
︑
�
涉
の
結
果
か
ど
う
か
は
事
例
に
よ
る
︒
言
葉
は
一
六
〇
九
年
7
鮮
か

ら
對
馬
へ
の
己
酉
�
條(26

)
か
ら
と
っ
た
︒
同
�
條
は
︑
實
際
に
は
�
涉
の
末
に
決
め
ら
れ
た
內
容
で
あ
る
が
︑
形
式
�
に
は
7
鮮
か
ら
の
一
方
�

な
命
令
で
あ
る
︒

英
語
に
譯
す
場
合
は
ca
p
itu
la
tio
n
を
想
定
し
て
い
る(27

)
︒
O
xfo
rd
E
n
g
lish
D
ictio
n
a
ry
で
︑
ca
p
itu
la
tio
n
は
︑
第
一
義
﹁
�
題
の
Z
項
を

列
擧
す
る
行
爲
︒﹂
(古
語
︑
一
六
～
一
九
世
紀
に
 
用
︑
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
の
借
用
)
︒
第
二
義
ａ
﹁
合
B
や
契
�
な
ど
の
條
件
︒
複
數
形
で
︑
條
�

や
そ
の
他
の
合
B
の
箇
條
︒﹂
(
歷
�
用
語
︑
一
六
～
二
〇
世
紀
に
 
用
)
︒
第
二
義
ｂ
﹁
國
の
中
で
︑
他
の
國
の
臣
民
に
課
役
の
免
除
や
特
權
を
與

え
る
箇
條
書
き
�
書
︒
と
く
に
︑
オ
ス
マ
ン
o
國
が
フ
ラ
ン
ス
の
臣
民
や
︑
の
ち
に
は
ほ
か
の
國
民
に
も
與
え
た
課
役
免
除
や
特
權
を
記
し
た

箇
條
書
き
�
書
︒﹂
(
歷
�
用
語
︑
一
六
～
二
一
世
紀
に
 
用
)
で
あ
る(28

)
︒
つ
ま
り
︑
ca
p
itu
la
tio
n
は
︑
も
と
も
と
﹁
箇
條
書
き
の
�
書
﹂
を
B
味

し
︑﹁
�
條
﹂
に


い
B
味
で
 
わ
れ
て
い
る
︒

な
お
︑﹁
�
條
﹂
と
い
う
操
作
槪
念
は
︑﹁
條
�
﹂
と
紛
ら
わ
し
い
と
い
う
B
味
で
︑
必
ず
し
も
萬
V
の
用
語
で
は
な
く
︑
そ
の
B
味
で
は
¨

宜
�
で
あ
る
が
︑
一
方
で
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
の
譯
語
で
は
な
い
︑
日
本
の
史
的
經
驗
に
根
ざ
し
︑
ca
p
itu
la
tio
n
と
の
:
�
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
B
味
で
は
︑
¨
宜
�
と
い
う
以
上
の
B
味
を
持
っ
て
い
る
︒
後
営
の
よ
う
に
︑


世
日
本
に
お
い
て
は

(本
稿
の
操
作
槪
念
と
し
て
の
)

﹁
�
條
﹂
を

(
�
料
用
語
で
)
﹁
條
�
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑


世
日
本
に
お
い
て
︑﹁
條
�
﹂
と
は
德
川
將
軍
か
ら
外
國
人
に
向
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け
た
基
本
法
例
と
い
う
B
味
を
持
っ
て
い
た
︒
南
京
條
�
の
報
が
入
っ
た
と
き
︑
オ
ラ
ン
ダ
:
詞
は
オ
ラ
ン
ダ
語

tra
k
ta
a
t
を
﹁
タ
ラ
ク

タ
ー
ト
﹂
と
假
名
書
き
し
︑﹁
誓
�
﹂
と
い
う
U
を
つ
け
た(29

)
︒
そ
の
後
︑﹁
條
�
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
B
味
を
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
︑
國

(
�
)
と
國

(
�
)
の
�
束
へ
と
變
�
し
て
い
く(30

)
︒

さ
ら
に
︑
本
稿
は
︑﹁
契
�
﹂
を
︑﹁
(政
府
は
關
係
し
な
い
)
商
人
閒
の
合
B
﹂
と
定
義
す
る
︒
た
だ
し
︑
政
府
と
商
人
と
の
關
係
︑
貿
易
の

獨
占
度
と
の
關
係(31

)
が
あ
る
の
で
︑﹁
政
府
は
關
係
し
な
い
﹂
の
部
分
に
つ
い
て
は
細
心
の
U
B
が
必
Z
で
あ
る
︒

一
方
︑
日
本
�
上
︑
關
聯
す
る
重
Z
な
言
葉
と
し
て
﹁
條
目
﹂
が
あ
る
︒
も
と
も
と
の
B
味
は
︑
單
に
﹁
箇
條
書
き
の
�
書
﹂
で
あ
る
が
︑

箇
條
書
き
の
�
書
で
發
給
さ
れ
る
あ
る
種
の
法
令
を
表
す
言
葉
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
︒
日
本
�
上
︑
戰
國
時
代
～


世
初
頭
が
︑
條
目
の
�

盛
"
と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑


世
の
初
頭
ま
で
存
在
し
て
︑
そ
の
後
﹁
觸
﹂
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る(32

)
︒

中
世
か
ら


世
の
ご
く
初
頭
の
條
目
の
例
と
し
て
︑
禁
制
が
あ
る
︒
禁
制
と
は
︑
鯵
單
に
說
!
す
れ
ば
︑
軍
©
の
長
が
︑
征
ª
地
に
お
い
て
︑

暫
定
�
な
治
安
を
保
障
す
る
�
書
︑
自
軍
の
兵
士
の
掠
奪
や
放
火
を
禁
止
す
る
�
書

(
多
く
は
高
札
の
形
を
と
る
)
で
あ
り
︑
た
い
て
い
の
場
合

は
︑
占
領
地
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
寺
社
な
ど
の
求
め
に
應
じ
て

(報
酬
を
W
け
取
っ
て
)
發
給
さ
れ
る
︒
三
箇
條
で
あ
る
こ
と
が
多
い(33

)
︒
禁
制
に

限
ら
ず
︑
中
世
か
ら


世
初
頭
に
は
︑
W
益
者
が
報
酬
を
荏
拂
っ
て
發
給
し
て
も
ら
う

(
買
う
)
�
書
が
多
く
み
ら
れ
る
︒
黑
嶋
敏
が
︑
一
五

世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
初
頭
の
瑛
球
渡
海
朱
印
狀
を
そ
の
よ
う
に
p
價
し
て
い
る(34

)
ほ
か
︑
た
と
え
ば
一
六
七
四

(

寶
二
)
年
に
德
川
政
權
の

國
目
付
が
仙
臺
藩
に
も
た
ら
し
た
黑
印
條
目
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
藩
�
が
幼
く
︑
家
臣
團
へ
の
抑
え
が
效
き
に
く
い
狀
況
下
で
︑
德
川
政
權
が

國
目
付
を
®
�
し
︑
家
臣
團
へ
の
禁
止
事
項
を
示
す
條
目

(將
軍
の
黑
印
狀
)
を
發
給
し
た(35

)
︒
こ
の
場
合
︑
W
益
者
は
仙
臺
藩
伊
�
家
と
な
ろ

う
︒德

川
政
權
の
法
令
で
�
も
格
式
が
高
い
の
は
條
目
の
一
種
﹁
法
度
﹂
(武
家
諸
法
度
な
ど
)
だ
と
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
德
川
政
權
に
お
い
て
は
︑

條
目
は
だ
ん
だ
ん
と
j
を
¯
し
︑
代
わ
っ
て
︑
觸

(個
別
の
案
件
に
つ
い
て
の
命
令
︑
禁
止
事
項
で
︑
一
般
に
周
知
す
る
も
の
)
と
�

(關
係
者
の
み

へ
の
:
�
)
が
元
祿
頃
か
ら
一
般
�
す
る
︒
觸
は
︑
本
質
�
に
口
頭
傳
�
で
あ
っ
て
︑
老
中
か
ら
大
目
付
へ
︑
大
目
付
か
ら
大
名
へ
︑
大
名
か
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ら
郡
奉
行
や
代
官
へ
︑
代
官
か
ら
村
々
へ
︑
と
傳
え
ら
れ
て
い
く
︒
內
容
を
°
え
る
﹁
覺
﹂
は
作
成
さ
れ
て
も
︑
そ
こ
に
將
軍
の
印
鑑
は
も
は

や
な
く
︑
�
書
そ
の
も
の
に
は
權
威
が
な
い
︒
內
容
も
︑
權
利
の
保
障
か
ら
︑
一
方
�
な
命
令
や
禁
止
事
項
を
傳
え
る
も
の
へ
と
變
�
し
て
い

く
︒


世
後
"
に
は
︑﹁
大
目
付
廽
狀
﹂
な
ど
命
令
の
傳
�
を
示
す
�
書
が
殘
る
が
も
は
や
權
利
の
保
障
で
は
な
い
︒

德
川
政
權
が
︑
將
軍
の
朱
印
・
黑
印
狀

(朱
印
の
ほ
う
が
黑
印
よ
り
も
格
が
高
い
)
を
發
給
し
て
い
た
の
は
︑
條
目

(
黑
印
狀
)
だ
け
で
な
く
︑

領
知
朱
印
狀

(一
〇
萬
石
以
下
の
大
名
︑
寺
社
宛
て
︒
一
〇
萬
石
以
上
の
大
名
宛
て
に
は
將
軍
花
押
の
あ
る
領
知
�
物
)
︑
衣
國
渡
海
朱
印
狀
︑
傳
馬
朱

印
狀
が
あ
っ
た
が
︑
こ
の
う
ち
︑
領
知
�
物
・
朱
印
狀
を
除
き
︑
發
給
さ
れ
な
く
な
る
︒
領
知
�
物
・
朱
印
狀
は
︑
幕
藩
制
の
根
幹
に
か
か
わ

る
�
書
で
あ
る
か
ら
︑
�
後
ま
で
�
書
に
よ
っ
て
︑
權
利
を
保
障
す
る
必
Z
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑﹁
條
目
﹂
の
よ
う
な
法
令
は
︑
領
知
�
物
・
朱
印
狀
︑
衣
國
渡
海
朱
印
狀
の
よ
う
に
權
利
を
保
障
す
る
�
書
と

は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
︑
あ
る
時
"
ま
で
は
︑
廣
い
B
味
で
權
利
の
保
障
の
一
部
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

德
川
家
康
か
ら
蠣
崎

(松
�
)
氏
に
發
給
さ
れ
た
黑
印
狀
も
︑
從
來
︑
領
知
朱
印
狀
に
相
當
す
る
效
力
を
持
つ
�
書
と
し
て
硏
究
さ
れ
て
き

た
が
︑


年
︑
禁
制
に


い
�
書
と
し
て
位
置
附
け
る
怨
し
い
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る(36

)
︒
狹
い
�
$
で
は
︑
兩
者
は
か
な
り
'
う
も
の
で
は
あ

る
が
︑
よ
り
廣
い
�
$
に
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
︑
二
つ
の
解
釋
は
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
︑


似
性
が
强
い
こ
と
が
わ
か
る
︒

も
う
一
度
︑
本
稿
の
課
題
を
整
理
し
た
い
︒
德
川
政
權
を
素
材
に
︑
外
國
人
の
W
け
入
れ
と
外
國
人
と
の
:
商
が
ど
の
よ
う
な
基
本
法
に

よ
っ
て
瓜
御
さ
れ
て
い
た
か
を
探
り
︑
相
手

(お
も
に
Ｖ
Ｏ
Ｃ
)
側
の
�
料
で
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
を
檢
討
す
る
こ
と
が

課
題
で
あ
る
︒
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第
一
違

�
條

一
︑
�
條
と
し
て
の
條
目
︑
あ
る
い
は
權
利
を
保
障
す
る
�
書

ま
ず
は
︑
德
川
政
權
か
ら
︑
ス
ペ
イ
ン
人
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
︑
イ
ギ
リ
ス
人
に
與
え
ら
れ
た
﹁
�
條
﹂
と
い
え
る
�
書
を
列

擧
し
て
み
た
い
︒
個
々
の
�
料
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
硏
究
が
あ
る
が
︑
二
國
閒
關
係
で
の
み
語
ら
れ
て
き
た
た
め
︑
こ
の
よ
う
な
整
理
は

今
ま
で
に
な
さ
れ
て
い
な
い
︒

1
．

ス
ペ
イ
ン
人
宛
て

ス
ペ
イ
ン
人
と
の
關
係
は
︑
關
ヶ
原
の
戰
い
以
�
︑
す
な
わ
ち
德
川
家
が
V
國
�
な
荏
�
權
力
と
な
る
以
�
か
ら
存
在
し
た
が
が
︑﹁
�
條
﹂

と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
�
書
を
發
給
し
た
の
は
︑
關
ヶ
原
の
戰
い
以
影
の
こ
と
で
あ
る(37

)
︒
一
六
〇
二
年
に
家
康
が
マ
ニ
ラ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
總
督
ド

ン
・
ペ
ド
ロ
・
デ
・
ア
ク
ー
ニ
ャ
に
チ
ャ
パ

(ス
ペ
イ
ン
#
來
航
許
可
朱
印
狀
)
六
:
を
與
え
る(38

)
︒
マ
ド
リ
ー
ド
王
立
歷
�
學
ア
カ
デ
ミ
ー
圖
書

館
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
譯
�
が
殘
る
︒

(
�
料
3
)

(1
)
天
候
不
良
の
た
め
寄
²
す
る
衣
國
#
は
日
本
國
內
い
ず
れ
の
湊
に
着
岸
す
る
も
妨
げ
あ
る
べ
か
ら
ず
︒
ま
た
︑
何
國
人
た
る
と
も

そ
の
�
I
物
や
積
荷
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
き
こ
と
︒

(2
)
積
荷
の
賣
買
は
相
對
>
第
に
こ
れ
を
行
い
︑
押
買
い
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
︑
到
着
の
湊
に
滯
在
す
る
こ
と
を
y
ま
ぬ
場
合
︑
#
頭

ら
の
心
に
委
せ
て
他
の
湊
に
移
り
︑
自
由
に
商
い
を
す
る
こ
と
を
許
す
︒

(3
)
衣
國
人
は
日
本
國
內
い
ず
れ
の
處
に
居
u
す
る
と
も
³
手
な
れ
ど
︑
汝
ら
の
國
の
敎
え
を
宣
布
す
る
こ
と
は
こ
れ
を
嚴
重
に
禁
止
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す
る(39

)
︒

一
六
〇
九
年
に
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
臨
時
總
督
ロ
ド
リ
ゴ
・
デ
・
ビ
ベ
ロ
が
離
任
し
て
︑
メ
キ
シ
コ
に
向
か
う
�
中
︑
上
總
に
漂
着
︒
秀
忠
の
庇

護
の
も
と
︑
一
年
ほ
ど
滯
在
し
た
︒
家
康
︑
秀
忠
と
謁
見
し
た
ビ
ベ
ロ
は
︑
家
康
に
對
し
て
ヌ
エ
バ
・
エ
ス
パ
ー
ニ
ャ
と
の
:
商
に
關
す
る
Y

願
を
行
う
︒
Y
願
の
內
容
は
﹁
日
本
で
布
敎
に
あ
た
っ
て
い
る
宣
敎
師
の
保
護
﹂
と
﹁
フ
ェ
リ
ペ
國
王
と
の
友
好
關
係
の
維
持
﹂︑﹁
オ
ラ
ン
ダ

人
の
¶
放
﹂
で
あ
る
︒
家
康
は
︑
二
つ
の
Y
願
は
H
め
た
が
︑﹁
オ
ラ
ン
ダ
人
の
¶
放
﹂
に
關
し
て
は
︑﹁
一
旦
彼
ら
に
保
護
を
�
束
し
て
い
る

の
で
︑
本
年
中
に
政
策
を
變
·
す
る
の
は
難
し
い
﹂
と
営
べ
た
︒

ビ
ベ
ロ
は
も
う
一
度
�
涉
し
︑﹁
關
東
の
²
の
提
供
﹂﹁
日
本
の
す
べ
て
の
²
に
ヌ
エ
バ
・
エ
ス
パ
ー
ニ
ャ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
#
の
入
²
許

可
﹂
な
ど
を
求
め
た(40

)
︒

そ
し
て
︑
家
康
と
秀
忠
か
ら
︑
朱
印
狀
を
得
た
︒
二
:
の
朱
印
狀
は
︑
現
在
︑
セ
ビ
ー
リ
ャ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
總
合
�
書
館
に
�
藏
さ
れ
て

い
る
︒
以
下
に
︑
一
六
一
〇
年
の
秀
忠
發
給
の
朱
印
狀
を
揭
げ
る
︒

(
�
料
4
)

日
本
國

征
夷
將
軍

源
秀
忠

い
す
ぱ
ん
や
國
�

と
う
け
い
て
い
れ
る
ま

机
下

の
ひ
す
ぱ
に
や
よ
り
至
本
邦
商
#
可
令
渡
海
之
由
︑
�
呂
宋
國
�
被
申
贈
候
︑
日
域
之
地
雖
爲
何
之
津
湊
着
岸
之
儀
不
可
I
衣
儀
候
︑
隨

而
鎧
五
領
相
M
之
︑
委
曲
+
天
連
ふ
ら
い
・
あ
ろ
ん
そ
・
む
に
よ
す
・
ふ
ら
い
・
る
い
す
・
そ
て
ろ
可
申
候
也
︑

慶
長
五
年
五
J
四
日

(朱
印(41
)

)

手
紙
か
︑
朱
印
狀
か
︑
惱
ま
し
い
�
書
で
あ
る
︒
冒
頭
に
發
給
者
名

(し
か
も
﹁
秀
忠
﹂
と
い
う
實
名
)
と
宛
名
を
書
く
な
ど
︑
日
本
語
の
�

料
と
し
て
は
︑
奇
衣
な
點
が
多
い
︒﹁
詳
し
い
こ
と
は
 
者
が
話
す
﹂
と
い
う
の
は
將
軍
御
內
書
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
內
容
で
あ
り
︑
ま
た

少
し
で
は
あ
る
が
︑
贈
物
に
も
言
L
し
て
い
る
た
め
書
d
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑﹁
日
域
之
地
雖
爲
何
之
津
湊
着
岸
之
儀
不
可
I
衣
儀
候
﹂
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と
い
う
�
言
は
︑
の
ち
に
営
べ
る
オ
ラ
ン
ダ
人
宛
て
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
︑
來
航
許
可
朱
印
狀
と
も
と
れ
る
︒

家
康
が
發
給
し
た
朱
印
狀(42

)
も
︑
よ
く
似
た
體
裁
を
と
っ
て
い
る
︒
家
康
が
朱
印
狀
を
發
給
し
た
と
き
の
狀
況
を
ソ
テ
ロ
が
ス
ペ
イ
ン
國
王
に

報
吿
し
て
お
り
︑
そ
の
な
か
に
は
﹁
皇
o

(家
康
)
は
印
︑
(中
略
)
ス
ペ
イ
ン
で
は
宛
名
を
日
本
同
樣
︑
書
狀
の
º
わ
り
に
書
く
の
か
︑
或
い

は
冒
頭
に
書
く
の
か
を
私
に
»
ね
よ
と
命
じ
た
︒
私
が
︑
�
初
に
讀
ま
れ
る
の
は
宛
名
で
あ
る
︑
と
答
え
た
と
こ
ろ
︑
皇
o
は
宛
名
を
書
狀
の

�
に
書
く
よ
う
に
命
じ
た
︒﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
ソ
テ
ロ
は
︑
こ
の
�
書
が
レ
ル
マ
公
宛
て
に
な
っ
て
い
る
點
に
つ
い
て
も
︑
家
康
自
身
の
指

示
で
あ
る
こ
と
を
営
べ
た
の
ち
︑﹁
こ
の
禮
法
を
彼
ら
は
披
露
狀
と
稱
し
︑
日
本
に
お
け
る
書
狀
の
書
き
方
の
中
�
高
の
儀
禮
と
深
甚
の
¼
虛

の
念
を
表
す
も
の
で
あ
り
︑
家
臣
が
そ
の
�
君
に
書
狀
を
H
め
る
際
に
用
い
る
形
式
で
あ
る
︒﹂
と
︑
か
な
り
正
Ù
を
射
た
知
識
を
披
露
し
て

い
る
︒
ソ
テ
ロ
は
﹁
良
い
紙
を
 
っ
て
い
る
﹂
と
說
!
し
て
い
る
が
︑
一
見
し
て
そ
の
よ
う
に
は
見
え
な
い
︒
ソ
テ
ロ
が
ス
ペ
イ
ン
國
王
の
た

め
に
し
た
苦
し
い
言
い
譯
で
あ
ろ
う(43

)
︒

2
．

オ
ラ
ン
ダ
人
宛
て

一
六
〇
二
年
に
Ｖ
Ｏ
Ｃ
が
結
成
さ
れ
た
後
︑
一
六
〇
九
年
に
オ
ラ
ン
ダ
#
二
隻
が
£
戶
に
來
航
し
た
︒
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ

ル
ッ
ク
と
ニ
コ
ラ
ー
ス
・
ポ
イ
ク
の
二
名
が
オ
ラ
ニ
エ
公
マ
ウ
リ
ッ
ツ
の
書
d
を
携
え
て
︑
駿
府
で
家
康
に
拜
謁
し
た
と
さ
れ
る
︒
こ
の
と
き
︑

,
書
と
と
も
に
四
:
の
同
�
の
朱
印
狀
が
發
給
さ
れ
た(44

)
︒
こ
の
う
ち
︑
一
:
の
み
が
現
存
し
て
い
る
︒

(
�
料
5
)

お
ら
ん
た
#
日
本
江
渡
海
之
時
︑
何
之
浦
ニ
雖
爲
著
岸
︑
不
可
I
相
'
候
︑
向
後
守
此
旨
︑
無
衣
儀
可
被
E
來
︑
聊
疎
B
I
閒
¿
候

也
︑
仍
如
件
︑

慶
長
拾
四
年
七
J
廿
五
日

(家
康
朱
印
)

ち
ゃ
く
す
・
く
る
う
ん
へ
い
け(45

)
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こ
の
朱
印
狀
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
の
權
利
を
保
障
す
る
た
め
の
�
重
Z
�
書
だ
と
H
識
さ
れ
た
︒
當
初
︑
オ
ラ
ン
ダ
本
國
に
M
ら
れ
た
が
︑
一

六
四
一
年
︑
商
館
の
出
島
移
轉
に
+
う
オ
ラ
ン
ダ
人
へ
の
待
À
の
惡
�
に
鑑
み
︑
長
崎
に
M
り
,
さ
れ
︑
そ
の
後
出
島
の
商
館
で
長
く
大
切
に

さ
れ
た
︒
下
記
の
商
館
長
日
記
の
記
事
は
︑
M
り
,
さ
れ
た
當
初
朱
印
狀
が
ど
れ
ほ
ど
長
崎
奉
行
に
よ
っ
て
大
切
に
�
わ
れ
た
か
︑
そ
し
て
そ

の
樣
子
が
ど
れ
ほ
ど
オ
ラ
ン
ダ
人
に
感
銘
を
與
え
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
︒

(
�
料
6
)

(
�
略
)
誓
�
し
た
:
詞
�
に
:
�
し
て
︹
長
崎
奉
行
︺
閣
下
に
︹
以
下
の
事
柄
を
︺
知
ら
せ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
總
督
閣
下
が
�
"
の
フ

ラ
イ
ト
#
ザ
イ
エ
ル
號
を
Á
遽
バ
タ
フ
ィ
ア
か
ら
®
�
し
た
の
は
︑
先
皇
o
ゴ
ゼ
ン
サ
マ
の
渡
航
許
可
證
を
當
地
に
お
い
て
�
高
政
府
に

提
示
す
る
た
め
で
︑
そ
れ
は
會
社
の
狀
態
を
好
轉
さ
せ
る
上
で
�
も
役
立
つ
こ
と
と
確
信
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
卽
ち
︑
ジ
ャ
ッ
ク
・

ス
ペ
ッ
ク
ス
閣
下
が
�
記
の
渡
航
許
可
證
を
彼
の
重
役
�
に
示
す
た
め
︑
自
ら
オ
ラ
ン
ダ
に
持
歸
り
︑
同
地
で
大
切
に
保
管
し
て
い
た
が
︑

(中
略
)
當
地
に
M
り
屆
け
る
こ
と
を
Z
Y
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︑
と
︒
知
事
︹
長
崎
奉
行
︺
は
︑
:
詞
�
か
ら
こ
の
事
を
傳
え
ら
れ
る

と
︑
彼
等
を
介
し
て
︑
こ
れ
を
j
重
に
彼
の
屋
¿
ま
で
持
參
す
る
よ
う
命
じ
︑
直
ち
に
そ
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
が
閣
下

の
�
に
提
出
さ
れ
る
と
︑
彼
は
大
層
恭
し
く
︑
(手
と
顏
を
淸
め
︑
衣
Ä
を
繕
っ
て
威
儀
を
た
だ
し
た
の
ち
)
そ
れ
を
箱
か
ら
取
り
出
し
て
讀
み
︑

そ
の
內
容
を
我
々
に
知
ら
せ
た(46

)
︒

そ
の
後
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
に
對
し
與
え
ら
れ
た
權
利
を
保
障
す
る
類
似
の
�
書
と
し
て
︑
一
六
一
七

(
元
和
三
)
年
に
二
代
將
軍
德
川
秀
忠
が

發
給
し
た
來
航
許
可
朱
印
狀(47

)
︑
一
六
四
三
年
の
Å
永
二
〇
年
一
一
J
七
日
附
老
中
連
署
奉
書

(下
知
狀(48
)

)
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
を
�
後
に
︑

�
書
形
式
で
オ
ラ
ン
ダ
人
の
權
利
が
保
障
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
︒﹃
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
﹄
に
よ
れ
ば
︑
德
川
家
光
の
死
去
を
う
け
た
長
崎

奉
行
の
命
令
で
︑
:
詞
が
朱
印
狀
を
Ç
べ
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
商
館
を
訪
ね
た
︒

(
�
料
7
)

正
午
頃
︑
:
詞
の
吉
兵
衞
︑
傳
兵
衞
L
び
孫
兵
衞
が
長
崎
奉
行
の
命
令
で
私
の
�
に
來
て
︑
昔
の
死
ん
だ
將
軍
た
ち
が
會
社
に
與
え
た
:
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航
證
︹
の
提
出
︺
を
求
め
︑
そ
れ
を
上
︹
江
戶
︺
へ
持
っ
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ど
う
か
︑
そ
し
て
怨
し
い
現
在
の
將
軍
の
も
の

を
願
う
べ
き
か
︑
Ç
べ
た
︒
そ
れ
ら
は
彼
等
に
手
渡
さ
れ
︑
彼
等
は
あ
ら
か
じ
め
V
員
手
を
洗
い
︑
多
少
の
儀
式
を
し
て
か
ら
︑
彼
等
の

液
儀
で
開
き
︑
讀
み
上
げ
て
︑
そ
れ
が
先
の
故
人
の
古
い
:
航
證
二
枚
︹
家
康
・
秀
忠
の
も
の
︺
だ
が
︑
�
後
の
將
軍
︹
家
光
︺
の
も
の

で
な
い
こ
と
を
知
っ
た
︒
彼
等
は
そ
れ
を
心
�
し
︑
我
々
が
持
っ
て
い
る
の
と
同
じ
も
の
を
も
う
一
枚
願
う
の
が
賢
!
だ
ろ
う
か
と
疑
い

始
め
︑
�


死
È
し
た
將
軍
︹
家
光
︺
か
ら
得
た
も
の
が
な
く
︑
た
だ
南
部
か
ら
江
戶
へ
と
我
々
の
國
民
が
囚
わ
れ
た
時
に
︑
カ
ピ
テ

ン
・
エ
ル
セ
ラ
ッ
ク
に
國
事
É
問
官
た
ち
か
ら
與
え
ら
れ
た
︑
將
軍
の
印
の
な
い
:
航
證
︹
老
中
連
署
奉
書
︺
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
不
思

議
に
思
っ
た
︒
し
か
し
︑
互
い
に
そ
れ
に
つ
い
て
檢
討
し
た
後
で
︑
し
か
し
︑
そ
れ
は
V
部
︑
江
戶
に
い
る
長
崎
奉
行
︹
馬
場
︺
三
郞
左

衞
門
︑
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
以
�
彼
等
︹
:
詞
︺
と
話
を
し
た
の
だ
が
︑
L
び
大
目
付
︹
井
上
︺
筑
後
の
︑
:
航
證
に
對
す
る
�
斷
を
仰

ぐ
た
め
に
持
っ
て
行
く
べ
き
で
あ
り
︑
そ
し
て
我
々
は
馬
場
と
筑
後
の
�
斷
に
從
う
べ
き
だ
︑
と
考
え
た
︒
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
す
る
つ

も
り
で
あ
る(49

)
︒

し
た
が
っ
て
︑
こ
の
時
ま
で
は
︑
代
替
わ
り
ご
と
の
朱
印
狀
發
給
の
可
能
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
結
局
︑
怨
し
い
朱
印
狀
は

發
給
さ
れ
ず
︑
そ
の
ま
ま
幕
末
を
Ë
え
た
︒

3
．

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宛
て

一
六
一
一
年
︑
ノ
ッ
サ
・
セ
ニ
ョ
ー
ラ
・
ダ
・
グ
ラ
ッ
サ
號
擊
沈
事
件
以
來
中
絕
し
て
い
た
貿
易
再
開
の
た
め
の
 
者
と
し
て
來
7
し
た
ゴ

ア
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
イ
ン
ド
副
王
の
 
Ï
ド
ン
・
ヌ
ー
ノ
・
ソ
ト
マ
イ
オ
ー
ル
に
家
康
が
與
え
た
朱
印
狀
が
あ
る
︒

(
�
料
8
)

自
五
和
 
者
到
來
︑
黑
#
欲
來
7
之
由
︑
不
可
I
衣
儀
成
り
︑
賣
買
法
度
以
下
︑
如
�
規
可
無
相
'
者
也
︑
若
'
亂
之
輩
於
I
之
者
︑
可

處
其
罪
︑
宜
可
承
知
此
旨
也
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慶
長
十
六
辛
亥
季
秋
日

御
朱
印

黑
#(50

)

4
．

イ
ギ
リ
ス
人
宛
て

一
六
一
三
年
︑
ジ
ョ
ン
・
セ
ー
リ
ス
が
Ｅ
Ｉ
Ｃ
�
初
の
 
Ï
と
し
て
︑
來
航
し
た(51

)
︒
來
航
時
に
︑
家
康
か
ら
︑﹁
御
朱
印
﹂﹁
御
法
度
書
﹂
を

W
け
取
る
︒
イ
ギ
リ
ス
側
の
�
料
に
よ
れ
ば
︑
イ
ギ
リ
ス
人
側
か
ら
の
﹁
箇
條
書

A
rticle
s﹂
す
な
わ
ち
﹁
Y
願
書

d
e
m
a
u
n
d
e
s﹂
に
對
す

る
應
答
で
あ
る
︒
あ
る
t
度
�
涉
の
結
果
で
あ
る
こ
と
が
︑
セ
ー
リ
ス
の
﹃
日
本
渡
航
記(52

)
﹄
か
ら
わ
か
る
︒
Y
願
書
は
當
初
一
四
箇
條
だ
っ
た

が(
53
)

︑
短
く
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
︑
七
箇
條(54

)
と
す
る
︒
そ
れ
に
應
じ
て
︑
七
箇
條
の
朱
印
狀
を
得
る
︒

(
�
料
9
)
(傍
線
は
筆
者
に
よ
る
︒
)

右
之
外
ニ
︑
御
右
筆
庄
與
三
書
て
︑
御
朱
印
被
�
也
︑
案
左
ニ
ア
リ

一
︑
い
き
り
す
よ
り
日
本
へ
︑
今
度
初
而
渡
海
之
#
︑
萬
商
賣
方
之
儀
︑
無
相
'
可
仕
候
︑
渡
海
仕
付
而
ハ
︑
諸
役
可
令
免
許
事
︑

一
︑
#
中
之
荷
物
之
義
ハ
︑
用
>
第
目
錄
ニ
而
︑
可
召
寄
事
︑

一
︑
日
本
之
內
︑
何
之
湊
へ
成
共
︑
着
岸
不
可
I
相
'
︑
若
難
風
Ð
︑
帆
楫
絕
︑
何
之
浦
々
へ
寄
候
共
︑
衣
義
I
之
閒
¿
事
︑

一
︑
於
江
戶
︑
y
之
�
ニ
︑
屋
¿
可
�
之
閒
︑
家
を
立
致
居
u
︑
商
賣
可
仕
候
︑
歸
國
之
義
□
何
時
ニ
而
も
︑
い
き
り
す
人
可
任
心
中
︑

付
︑
立
置
候
家
ハ
︑
い
き
り
す
人
可
爲
儘
事
︑

一
︑
日
本
之
內
ニ
而
︑
い
き
り
す
人
病
死
な
と
仕
候
者
︑
其
者
之
荷
物
無
相
'
可
�
之
事
︑

一
︑
荷
物
お
し
か
い
狼
藉
仕
閒
¿
事
︑

一
︑
い
き
り
す
人
之
內
︑
徒
者
於
I
之
者
︑
依
罪
輕
重
︑
い
き
り
す
の
大
將
>
第
可
申
付
事
︑
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右
如
件
︑

慶
長
十
八
年
八
J
廿
八
日

御
朱
印

い
ん
き
ら
て
い
ら

此
御
法
度
書
二
:
被
�
︑
一
:
ハ
渡
海
ノ
#
ニ
置
之
︑
一
:
ハ
い
か
ら
國
ニ
可
置
由
也(55

)

發
給
さ
れ
た
二
:
の
う
ち
︑
一
:
は
︑
一
六
一
六

(元
和
二
)
年
に
怨
た
な
來
航
許
可
朱
印
狀
と
引
奄
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
︑
再
び
,
さ
れ

な
か
っ
た
が
︑
一
:
は
︑
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
學
ボ
ド
レ
イ
ア
ン
圖
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る(56

)
︒

(
�
料
9
)
の
條
目
は
︑﹁
衣
國
日
記
﹂
に
お
い
て
︑﹁
御
朱
印
﹂
と
も
﹁
法
度
書
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
︒
こ
の
�
書
は
︑
漢
�
で
は
な
く
︑

和
�
で
書
か
れ
て
お
り
︑
日
本
人
が
讀
む
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
︒
經
雲
を
考
え
れ
ば
︑
將
軍
と
イ
ギ
リ
ス
人
と
の
閒
の
�
涉
の
結
果
を
反
映

し
て
お
り
︑
內
容
�
に
も
︑
日
本
人
側
の
行
動
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
見
れ
ば
權
利
を
保
障
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑

日
本
の
�
$
で
は
將
軍
か
ら
の
法
令
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒
二
:
發
給
さ
れ
︑
一
:
は
日
本
渡
航
の
#
に
︑
一
:
は
イ
ギ
リ
ス
本
國
に
置
く

よ
う
に
と
指
示
さ
れ
て
い
る
︒

傍
線
部
は
ス
ペ
イ
ン
人
宛
て
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
宛
て
の
來
航
許
可
朱
印
狀
の
內
容
や
�
言
と
よ
く
似
て
お
り
︑
こ
の
法
度
書

(
條
目
)
と
來
航

許
可
朱
印
狀

(
:
航
證
)
に
關
聯
性
が
あ
る
こ
と
は
!
ら
か
で
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
の
�
書
は
︑
六
〇
年
後
︑
も
う
一
度
日
の
目
を
見
る
こ
と
に
な
る
︒
Ｅ
Ｉ
Ｃ
は
︑
一
六
二
三
年
に
Ｖ
Ｏ
Ｃ
と
の
貿
易
競
爭
に
敗
れ

て
日
本
を
去
る
が
︑
一
六
七
〇
年
代
に
な
っ
て
︑
臺
灣
j
氏
と
の
良
好
な
關
係
を
踏
ま
え
て
︑
再
び
日
本
貿
易
を
め
ざ
し
た
︒
エ
ク
ス
ペ
リ
メ

ン
ト
號
と
リ
タ
ー
ン
號
の
二
隻
の
#
は
︑
將
軍
宛
て
の
イ
ギ
リ
ス
國
王
書
d
を
託
M
さ
れ
︑
一
六
七
一
年
に
イ
ギ
リ
ス
を
出
帆
し
た
︒
Ｅ
Ｉ
Ｃ

ロ
ン
ド
ン
本
社
は
日
本
貿
易
の
再
開
に
か
な
り
の
自
信
を
持
っ
て
お
り
︑
兩
#
に
は
日
本
商
館
長
に
な
る
べ
き
人
物
も
乘
#
し
て
い
た

(當
初
︑

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
︑
病
死
に
よ
り
サ
イ
モ
ン
・
デ
ル
ボ
ー
が
昇
格
)
︒
エ
ク
ス
ペ
リ
メ
ン
ト
號
は
�
中
Ｖ
Ｏ
Ｃ
に
拿
捕
さ
れ
︑
一
六
七

三
年
リ
タ
ー
ン
號
だ
け
が
長
崎
に
到
着
し
た
が
︑
結
局
︑
貿
易
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た

(
リ
タ
ー
ン
號
事
件(57
)

)
︒
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>
に
揭
げ
る
の
は
︑
�
揭
一
六
七
一
年
九
J
二
一
日
バ
ン
テ
ン
商
館
長
L
び
參
事
會
宛
て
の
Ｅ
Ｉ
Ｃ
ロ
ン
ド
ン
本
社
の
書
d
の
う
ち
︑
日
本

貿
易
再
開
の
見
]
み
に
關
す
る
部
分
で
あ
る
︒
ロ
ン
ド
ン
本
社
は
︑
家
康
か
ら
W
け
取
っ
た

(
�
中
で
﹁
取
り
�
し
た
﹂
)
箇
條
書
き
�
書(58

)
を
︑

﹁
日
本
o
國
の
す
べ
て
の
地
域
で
:
商
を
行
う
自
由
を
﹂
保
障
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

(
�
料
10
)
(
O
譯
は
︑
ろ
じ
ゃ
・
め
い
ち
ん
に
よ
る
)

我
々
は
日
本
と
の
貿
易
に
關
し
て
は
︑
樂
觀
�
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
我
々
は
日
本
皇
o

(將
軍
の
こ
と
／
め
い
ち
ん
U
)
と
取
り
�
し
た

契
�
書
を
持
っ
て
い
る
う
え
に
︑
(中
略
)

我
々
が
日
本
に
�
初
に
入
國
し
た
際
︑
日
本
皇
o
と
取
り
�
し
た
條
�

(原
語

a
rticle
s
／
松
方
U
)
と
︑
日
本
を
Ñ
去
し
た
際
に
取
り
�

し
た
�
書
を
複
寫
し
て
M
っ
た
︒
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
そ
の
條
�
は
︑
我
々
に
日
本
o
國
で
の
永
久
に
わ
た
る
:
商
の
自
由
を
與
え
て

お
り
︑
(中
略
)

我
々
は
︑
條
�
に
よ
り
︑
日
本
o
國
の
す
べ
て
の
地
域
で
:
商
を
行
う
自
由
を
持
っ
て
い
る
が
︑
今
や
︑
す
べ
て
の
外
國
人
が
長
崎
に
制

限
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
︒
(以
下
略(59
)

)

デ
ル
ボ
ー
の
日
記
に
は
︑
こ
の
�
書
を
日
本
人
に
見
せ
た
時
の
反
應
を
記
錄
し
て
い
る
︒

(
�
料
11
)

(
�
略
)
皇
o

(家
康
)
か
ら
︑
予
等
が
�
年
初
度
入
津
の
時
賜
は
っ
た
日
本
�
字
の
特
許
狀

(原
�
は

th
e
a
rticle
s
o
r
p
riv
ile
g
e
s︑
直
譯
す

れ
ば
﹁
箇
條
書
き
の
�
書
︑
す
な
わ
ち
特
許
狀
﹂
／
松
方
U
)
の
寫
し
を
示
し
た
ら
︑
日
本
人
は
之
を
閱
覽
し
て
之
を
了
解
し
︑
切
に
皇
o
の

押
印
の
あ
る
本
書
を
出
す
よ
う
に
Y
求
し
た
け
れ
ど
も
予
は
先
年
£
戶
撤
去
の
時
︑
原
書
は
皇
o
の
É
問
に
,
付
し
た
か
ら
�
持
し
な
い

旨
を
答
へ
た

(以
下
略(60
)

)
︒

日
本
人
が
朱
印
の
押
し
て
あ
る
本
書
を
出
す
よ
う
に
Z
求
し
︑
デ
ル
ボ
ー
は
一
六
二
三
年
Ｅ
Ｉ
Ｃ
が
日
本
を
Ñ
去
し
た
時
に
,
却
濟
み
と
,
答

し
た(

61
)

︒
さ
ら
に
︑
ロ
ン
ド
ン
本
社
は
將
軍
の
朱
印
狀

(の
寫
し
)
を
託
M
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
︑
實
際
に
託
M
し
た
の
は
︑
將
軍
の
朱
印
狀

― 52 ―

460



發
給
を
求
め
た
際
の
︑
�
揭
の
七
箇
條
の
Y
願
書

(和
�
)
で
あ
っ
た(62

)
︒

5
．

�

人
宛
て


人
に
對
し
て
は
︑
一
六
三
五
年
に
﹁
朱
印

(
狀
)
﹂
が
發
給
さ
れ
た
と
い
う
�
料
が
あ
る
︒

(
�
料
12
)

Å
永
十
二
乙
亥
年
︑
長
崎
u
居
の

人

(中
略
)
六
人
︑

年
行
事
被
仰
付(

63
)

︑
御
朱
印
下
し
賜
は
り
︑
在
津
の

人
︑
國
禁
を
犯
し
︑

或
は
諍
論
等
の
Ï
︑
是
非
を
可
裁
斷
旨
に
て
︑
御
朱
印
は
年
年
輪
番
に
預
り
置
の
處
︑
萬
一
火
災
等
或
は
不
B
に
紛
失
せ
し
む
る
事
難

計
と
て
︑
件
の
御
朱
印
御
役
�
に
,
上
せ
し
由
な
り(64

)


人
が
︑﹁
國
禁(65

)
﹂
を
犯
し
た
り
︑
爭
論
に
な
っ
た
場
合
︑

年
行
事
が
裁
い
て
も
良
い
と
規
定
し
た
朱
印
を
も
ら
っ
た
が
︑
每
年
輪
番
で
預

か
っ
て
お
い
て
︑
火
事
に
な
っ
た
り
し
た
ら
問
題
に
な
る
と
い
っ
て
︑
長
崎
奉
行
�
に
,
し
た
︒
こ
の
こ
と
を
裏
附
け
る
�
料
は
︑
管
見
の
限

り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
︑﹁
朱
印
﹂
を
も
ら
っ
て
︑
す
ぐ
に
,
却
し
た
と
す
る
と
︑
U
目
に
値
す
る(66

)
︒

當
時
は
日
本
人

(
�
:
の
列
島
u
民
)
で
も
︑
た
い
て
い
の
爭
論
等
は
︑
村
や
町
な
ど
の
共
同
體
で
裁
く
の
が
�
:
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑


人
の
罪
は

人
の
責
任
者
が
裁
い
て
も
よ
い
と
す
る
規
定
は
︑
當
時
と
し
て
は
︑
比
�
�
常
識
�
と
考
え
ら
れ
︑﹁
治
外
法
權
﹂
と
考
え
る

の
は
行
き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
︒

小
括(

�
料
4
)
(
�
料
5
)
は
︑
從
來
︑
來
航
許
可
朱
印
狀
と
し
て
硏
究
さ
れ
︑
�
わ
れ
て
き
た(

67
)

︒
し
か
し
︑
(
�
料
9
)
と
合
わ
せ
て
み
る
な

ら
ば
︑
條
目
の
一
種
と
も
取
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
イ
ギ
リ
ス
人
に
對
し
て
は
︑
權
利
を
保
障
す
る
�
書
が
家
康
に
よ
っ
て
朱
印
狀
と
し
て
與
え
ら

れ
︑
こ
れ
は
︑
�
涉
の
結
果
與
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
し
て
も
︑
古
�
書
學
�
に
は
法
令

(
條
目
)
の
樣
式
を
備
え
て
い
る
︒
權
利
の
保
障
と
裏
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腹
の
法
令

(條
目
)
(お
も
に
日
本
人
側
の
行
動
を
規
制
す
る
)
は
︑
蠣
崎
氏
に
與
え
ら
れ
た
黑
印
狀
の
あ
り
方
と
も
:
じ
て
い
る
し
︑﹁
禁
制
﹂
な

ど
と
も
相
:
じ
る
も
の
で
あ
る
︒
�
書
の
�
面
だ
け
で
な
く
機
能
も
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
︑
ス
ペ
イ
ン
人
な
ど
に
與
え
ら
れ
た
來
航
許
可
朱
印
狀
に

も


い
︒

條
目
を
も
ら
っ
た
の
は
︑
ス
ペ
イ
ン
人
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
︑
イ
ギ
リ
ス
人
と
い
う
︑
德
川
政
權
が
で
き
て
か
ら
︑
日
本
に
來
た
人
々
で
あ
る
︒

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
場
合
は
︑
當
初
は
�
書
が
な
く
︑
兩
者
の
關
係
を
仕
切
り
直
す
必
Z
が
生
じ
て
︑
初
め
て
�
書
が
發
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
︒
德
川
政
權
側
が
﹁
外
國
人
だ
か
ら
﹂
と
い
う
理
由
で
朱
印
狀
を
發
給
し
た
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
外
國
人
側
が
求
め
た
可
能
性
が
高
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
恐
ら
く
日
本
人
同
士
の
場
合
も
似
た
よ
う
な
狀
況
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
朱
印
狀
な
ど
に
よ
っ
て
與
え
ら
れ
る
權

利
の
保
障
は
︑
德
川
政
權
下
に
お
い
て
は
も
っ
と
も
i
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
將
軍
の
代
替
わ
り
ご
と
に
·
怨
さ
れ
る

(
領
知
朱
印
狀
︑

蠣
崎

=

松
�
氏
へ
の
黑
印
狀
・
朱
印
狀
な
ど
)
︒

羽
田
正
が
ペ
ル
シ
ア
に
お
い
て
指
摘
す
る
﹁
條
�
﹂
と
﹁
恩
惠
﹂
の
解
釋
の
'
い
は
︑
日
本
で
も
見
出
さ
れ
る
︒﹁
�
條
﹂
の
W
け
取
り
手

は
︑
オ
ラ
ン
ダ
共
和
國
と
い
う
よ
う
な
﹁
國
﹂
で
は
な
く
︑
そ
の
場
�
に
い
る
オ
ラ
ン
ダ
人
な
ど
商
人
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
彼
ら
は
當
初
は
︑

日
本
人
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
�
書
に
よ
る
權
利
の
保
障
を
Z
求
し
て
︑
そ
れ
を
³
ち
取
っ
た
︒
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
會
社
は
︑
一
六
七

三
年
に
:
商
を
再
開
し
よ
う
と
し
た
際
︑﹁
條
�

a
rticle
s﹂
あ
る
い
は
﹁
特
許
狀

cre
d
e
n
ce﹂
が
あ
る
か
ら
︑
貿
易
は
許
可
さ
れ
る
と
信
じ

て
き
た
よ
う
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

(イ
ギ
リ
ス
人
)
と
日
本
人
の
閒
に
は
H
識
の
'
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
こ

の
差
は
︑
�
權
國
家
の
あ
る
な
し
と
關
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

二
︑
�
條
と
し
て
の
申
し
渡
し
︑
あ
る
い
は
禁
止
事
項
の
傳
�

1
．

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
へ

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
對
し
て
は
︑
岡
美
穗
子
が
南
蠻
貿
易
の
V
貌
を
論
じ
る
中
で
︑
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る

(
以
下
︑
岡
の
硏
究
に
よ
る(68
)

)
︒
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一
六
二
六

(
Å
永
三
)
年
長
崎
奉
行
水
野
河
內
守
よ
り
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
掟

(フ
ァ
サ
ケ
)
が
傳
え
ら
れ
た
︒
同
年
の
カ
ピ
タ
ン
・
モ
ー
ル
で

あ
っ
た
ル
イ
ス
・
パ
シ
ェ
コ
や
フ
ェ
イ
ト
ー
ル
の
ジ
ョ
ア
ン
・
ヴ
ァ
ス
・
プ
レ
ッ
ト
が
署
名
し
て
W
け
取
る

(岡
は
�
書
で
の
傳
�
だ
ろ
う
と
す

る
が
︑
だ
と
し
た
ら
朱
印
狀
か
︒
あ
る
い
は
口
頭
傳
�
を
う
け
て
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
側
が
Y
書
を
書
い
た
可
能
性
も
あ
る
)
︒
一
六
三
五

(
Å
永
一
二
)
年
に

あ
ら
た
め
て
マ
カ
オ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
言
い
渡
さ
れ
た

(
�
料
は
一
六
三
五
年
の
も
の
し
か
殘
っ
て
い
な
い
︒
も
し
か
す
る
と
︑
一
六
三
五
年
が
初

令
か
)
︒
一
六
三
五
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
言
い
渡
さ
れ
た
內
容
は
>
の
:
り
で
あ
る
︒

(
�
料
13
)

マ
カ
オ
の
人
閒
は
︑
こ
の
地
域
に
い
る
パ
ー
ド
レ
た
ち
に
書
狀
や
銀
︑
補
給
品
を
も
た
ら
し
て
は
な
ら
な
い
︒

マ
カ
オ
在
u
の
パ
ー
ド
レ
は
︑
日
本
に
い
る
パ
ー
ド
レ
も
し
く
は
キ
リ
シ
タ
ン
に
書
狀
や
補
助
金
︑
�
易
品
を
M
っ
て
は
な
ら
な
い(69

)
︒

岡
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
命
令
は
︑
日
本
語
原
�
が
存
在
し
な
い

=

日
本
人
に
は
傳
え
ら
れ
た
形
跡
が
な
い
︒
さ
ら
に
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
關
わ
る

根
本
法
令
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
︑
一
六
三
九
年
の
﹁
か
れ
う
た
御
仕
置
之
奉
書
﹂
(
か
つ
て
第
五
>
Ô
國
令
と
呼
ば
れ
た
も
の
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル

人
¶
放
)
の
�
提
で
あ
る
︒

2
．

オ
ラ
ン
ダ
人
へ

一
六
四
一

(
Å
永
一
八
)
年
︑
商
館
の
出
島
移
轉
と
と
も
に
二
箇
條
の
命
令
が
下
さ
れ
る
︒
一
六
四
一
年
段
階
の
﹁
條
�
﹂
は
︑
オ
ラ
ン
ダ

#
は
長
崎
に
來
航
し
︑
同
地
で
商
賣
を
す
る
べ
き
こ
と
︑
き
り
し
た
ん
を
日
本
に
連
れ
て
き
て
は
い
け
な
い
︑
の
二
箇
條
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑

だ
ん
だ
ん
と
整
備
・
擴
閏
さ
れ
︑
一
六
五
九

(萬
治
二
)
年
以
影
︑
商
館
長
江
戶
參
府
の
賜
暇
登
城
の
際
に
︑
申
し
渡
さ
れ
る
︒
先
に
営
べ
た

よ
う
に
︑
江
戶
城
內
で
の
口
頭
傳
�
は
︑
こ
の
時
代
の
德
川
政
權
と
し
て
は
正
式
で
あ
る
が
︑
�
代
ま
で
の
よ
う
な
朱
印
狀
で
は
な
い
︒
內
容

は
少
し
ず
つ
擴
閏
さ
れ
て
︑
一
六
七
三

(
Å
�
一
三
／

寶
元
)
年
に
內
容
が
確
定
し(70

)
︑
幕
末
に
至
る
︒
內
容
を
鯵
單
に
ま
と
め
る
と
︑
キ
リ
ス

ト
敎
徒
を
日
本
に
連
れ
て
き
て
は
い
け
な
い
︑
海
外
の
�
報
を
提
供
せ
よ
︑

#
を
襲
う
な
︑
の
三
項
目
で
あ
る(71

)
︒
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こ
の
命
令
に
は
︑
權
利
保
障
�
な
B
味
は
ま
っ
た
く
な
い
し
︑
�
涉
の
結
果
で
も
な
い
︒﹃
:
航
一
覽
﹄
で
は
﹁
御
法
令
﹂﹁
條
�
﹂﹁
御
條

目(
72
)

﹂
と
呼
び
︑﹃
德
川
實
紀
﹄
は
﹁
條
�(73

)
﹂
と
呼
ぶ
︒
オ
ラ
ン
ダ
人
は
﹁
皇
o
の
命
令(74

)
﹂﹁
:
例
の
昔
か
ら
の
訓
戒(75

)
﹂
ま
た
は
﹁
箇
條
書
き
の
�

書

(
ca
p
itte
l
(76
)

)
﹂
な
ど
と
呼
ぶ
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
紙
に
書
か
れ
た
�
書
で
權
利
を
保
障
さ
れ
た
段
階
か
ら
︑
一
方
�
な
命
令
を
口
頭
傳
�
さ

れ
る
段
階
に
入
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

3
．

�

人
へ

(
�
料
12
)
と
の
關
係
は
不
詳
で
あ
る
が
︑
一
六
三
四
年
に
以
下
の
よ
う
な
�
書
が
渡
さ
れ
て
お
り
︑
一
六
四
一
年
に
オ
ラ
ン
ダ
人
に
禁
止

さ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
禁
止
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

(
�
料
14
)

Å
永
十
一
甲
戌
年

(一
六
三
四
)
五
J
︑
肥
�
國
長
崎
²
禁
令

一
︑
西
洋
耶
蘇
會
人
載
渡
日
本
國
事
︑

一
︑
日
本
國
兵
器
齎
渡
衣
域
事
︑

一
︑
奉
書
#
定
額
外
日
本
人
渡
衣
國
事
︑

附
投
�
衣
國
人
準
此
︑

右
�
定
三
違
︑
須
守
禁
法
︑
若
I
犯
則
可
處
重
罪
︑
施
行
如
件(77

)

(
�
料
14
)
は
當
初
か
ら
高
札
と
し
て
円
て
ら
れ
て
い
た
ら
し
く(78

)
︑
さ
ら
に
Å
永
十
八

(一
六
四
一
)
年
に
は
︑
奉
書
#
の
廢
止
等
を
踏
ま
え

て
﹁
諭
大
!
賣
#
三
違
﹂
が
出
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
︑﹁
諭
﹂
な
の
で
︑
口
頭
傳
�
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
�
º
�
に
こ
れ
ら
が

人
屋
¿
に

高
札
と
し
て
円
て
ら
れ
た(79

)
こ
と
は
︑
こ
の
二
つ
が

人
瓜
括

(
瓜
治
)
の
基
本
法
令
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す(80

)
︒
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小
括ポ

ル
ト
ガ
ル
人
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
︑

人
は
︑
家
光
政
權
"
に
は
︑
の
ち
に
﹁
諭
﹂﹁
法
令
﹂﹁
條
�
﹂
な
ど
と
整
理
さ
れ
る
基
本
法
令
を
︑
恐

ら
く
口
頭
傳
�

(と
覺
え
の
た
め
の
效
力
の
×
い
�
書
)
で
W
け
取
っ
た
︒
一
般
�
に
法
令
・
命
令
の
類
は
︑
將
軍
權
威
の
高
ま
り
に
よ
り
︑
將

軍
直
狀
に
よ
る
法
度
・
條
目
か
ら
︑
老
中
奉
書
・
觸
書
へ
と
變
�
し
て
い
く
と
さ
れ
て
い
る
︒
外
國
人
に
與
え
ら
れ
た
法
令
も
同
じ
傾
向
を
た

ど
る
︒
つ
ま
り
︑
口
頭
で
傳
え
ら
れ
た
法
令
に
は
權
利
の
保
障
と
し
て
の
側
面
が
な
く
︑
日
本
人
一
般
に
見
せ
る
必
Z
が
な
く
な
る

(
�
書
を

殘
す
必
Z
が
な
く
な
り
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
だ
け
に
傳
え
れ
ば
よ
く
な
る
)
︒
そ
の
結
果
︑
日
本
側
�
料
に
殘
ら
な
か
っ
た
り
︑
日
本
側
で
は
重
視
さ
れ
な

か
っ
た
り
す
る
︒

�


代
社
會

(﹁
國
際
社
會
﹂
の
成
立
以
�
)
で
は
︑
外
國
人
の
商
人
集
團
が
滯
在
國
の
權
力
者
と
�
涉
し
︑
權
利
を
保
障
し
て
も
ら
う
た
め

に
な
ん
ら
か
の
�
束
を
取
り
附
け
た
と
し
て
も
︑
�
束
の
履
行
を
Ø
れ
る
だ
け
の
軍
事
力
を
背
後
に
持
つ
こ
と
は
難
し
い
︒
(Ｖ
Ｏ
Ｃ
や
Ｅ
Ｉ
Ｃ

な
ど
︑
特
衣
な
商
人
集
團
に
し
か
あ
り
え
な
い
し
︑
ま
た
Ｖ
Ｏ
Ｃ
や
Ｅ
Ｉ
Ｃ
に
し
て
も
つ
ね
に
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
)

一
方
︑
滯
在
國
の
權
力
者
か
ら
保
護
を
得
る
こ
と
は
y
ま
し
く
︑
そ
の
際
︑
何
ら
か
の
基
準
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
想
宴
に
難
く
な
い
︒
後
者

を
﹁
�
條
﹂
と
呼
ぶ
な
ら
︑
そ
れ
は
廣
鋭
に
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
︒
中
砂
!
德
は
︑
一
六
六
三
年
に
淸
7
が
Ｖ
Ｏ
Ｃ
に
�
易
を
H
め
る
敕
令

を
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
︑﹁
Ｖ
Ｏ
Ｃ
は
權
利
を
保
障
す
る
皇
o
の
印
璽
つ
き
の
書
狀
の
�
付
を
y
ん
で
い
た
︒
ム
ガ
ル
o
國
や
サ
フ
ァ

ヴ
ィ
ー
7
か
ら
�
易
權
の
保
障
と
し
て
︑
バ
タ
ビ
ア
總
督
宛
て
の
敕
令

(フ
ィ
ル
マ
ー
ン
)
を
獲
得
す
る
の
が
常
だ
っ
た
か
ら
︑
彼
ら
と
し
て

は
當
然
の
Z
求
で
あ
っ
た(81

)
︒﹂
と
す
る
︒

Å
永
"
以
影
︑
お
も
に
口
頭
傳
�
の
形
で
外
國
人
に
示
さ
れ
た
�
條
は
︑
權
利
の
保
障
で
は
な
い
が
︑
�
に
言
え
ば
︑
そ
れ
に
從
っ
て
い
る

限
り
日
本
列
島
に
居
u
す
る
權
利
が
H
め
ら
れ
る
こ
と
を
含
B
す
る
︒
(岡
美
穗
子
は
︑﹁
か
れ
う
た
御
仕
置
之
奉
書
﹂
が
︑
掟
'
反
に
よ
る
ポ
ル
ト
ガ

ル
人
¶
放
の
正
當
性
を
强
Ç
し
て
い
る
と
す
る
︒
)
つ
ま
り
︑
Å
永
"
の
﹁
疑
似
臣
民
﹂
�(82

)
は
︑
外
國
人
の
法
�
立
場
の
低
下
を
B
味
す
る
の
で
は

な
く
︑
日
本
社
會
の
中
に
位
置
づ
け
が
確
保
さ
れ
た
の
だ
と
も
解
釋
で
き
る
だ
ろ
う
︒
同
時
に
︑
權
利
の
保
障
か
ら
一
方
�
な
命
令
へ
︑
�
書
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か
ら
口
頭
へ
︑
と
い
う
法
令
傳
�
の
變
�
は
︑
國
內
の
液
れ
と
聯
動
し
て
お
り
︑
從
來
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
將
軍
權
力
の
確
立
の
表
れ
で
も
あ

る
︒

第
二
違

契
�

一
︑
日
蘭
閒
の
﹁
契
�
﹂
(一
七
五
二
年
︑
一
七
五
三
年
)

鈴
木
康
子
は
︑﹁
一
七
五
二

(寶
曆
二
)
・
五
三

(寶
曆
三
)
年
に
日
蘭
閒
に
初
め
て
兩
國
で
の
話
し
合
い
に
よ
る
貿
易
協
定
が
閲
結
さ
れ
た(83

)
﹂

と
し
︑﹁
そ
れ
ま
で
日
蘭
貿
易
に
お
い
て
正
式
に
日
蘭
雙
方
の
話
し
合
い
に
よ
る
と
り
き
め
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
︑
オ
ラ
ン
ダ
側
は
幕
府

か
ら
一
方
�
に
決
定
し
た
命
令
を
提
示
さ
れ
︑
そ
れ
を
W
け
入
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
今
囘
こ
こ
に
オ
ラ
ン
ダ
と
日
本
と
が
雙

方
の
話
し
合
い
に
よ
り
貿
易
協
定
を
作
成
し
閲
結
し
た
こ
と
は
︑
日
蘭
貿
易
�
涉
に
お
い
て
極
め
て
B
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た(84

)
︒﹂
と
す
る
︒

け
れ
ど
も
︑
こ
の
﹁
貿
易
協
定
﹂
は
︑
た
と
え
ば
﹃
增
補
長
崎
略
�
﹄
な
ど
に
お
い
て
も
言
L
が
な
く
︑
日
本
側
の
�
料
で
は
ほ
と
ん
ど
裏
附

け
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
︒

一
方
︑
一
八
二
〇
年
代
末
に
日
本
商
館
長
を
務
め
た
ヘ
ル
マ
ン
・
メ
イ
ラ
ン
が
日
蘭
貿
易
を
規
定
す
る
�
大
の
Z
因
と
し
て
あ
げ
る
の
が
︑

﹁
契
�
貿
易

h
a
n
d
e
l
o
p
co
n
tra
ct﹂
で
あ
る
︒
メ
イ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
︑﹁
契
�
貿
易
﹂
と
は
︑
Ｖ
Ｏ
Ｃ

(
一
九
世
紀
に
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド

政
廳
)
の
直
營
貿
易

(本
方
)
に
お
い
て
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
は
�
年
長
崎
會
�
が

(數
量
︑
品
質
︑
買
取
値
段
を
指
定
し
て
)
U
�
し
た
商
品
の
み
を

持
ち
渡
り
︑
持
ち
渡
っ
た
商
品
の
品
質
が
U
�
に
見
合
わ
な
い
場
合
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
は
會
�
か
ら
決
ま
っ
た
買
取
値
段
を
W
け
取
る
こ
と
が

で
き
な
い
︑
と
い
う
制
度
を
指
し
て
い
る(85

)
︒
整
理
す
る
と
︑﹁
契
�
貿
易
﹂
は
︑
(
1
)
﹁
契
�
﹂︑
(
2
)
日
本
側
作
成
の
U
�
︑
(3
)
入
札
で

な
く
値
組
に
よ
る
買
取
値
段
の
決
定
︑
(4
)
品
質
が
低
い
場
合
の
値
下
げ
︑
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
︑
メ
イ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
︑﹁
オ
ラ
ン
ダ
人

が
自
身
に
は
め
た

(中
略
)
枷
で
あ
る(86

)
﹂︒﹁
契
�
貿
易
﹂
に
つ
い
て
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
︑
本
當
に
メ
イ
ラ
ン
の
言
う
:
り
な
の
か
︑
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檢
證
の
必
Z
が
あ
る
︒
フ
ェ
ー
ン
ス
ト
ラ
・
カ
イ
ペ
ル
﹃
一
八
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
對
外
關
係(87

)
﹄
も
︑﹁
す
べ
て
の
商
品
に
つ
い
て
U
�
帳

が
渡
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
︑
取
引
の
リ
ス
ク
は
會
�
が
Û
い
︑
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
會
社
は
そ
の
代
理
人
と
な
っ
た(

88
)

︒﹂
と
し
︑
一
七

五
二
年
・
一
七
五
三
年
の
﹁
契
�
﹂
に
つ
い
て
営
べ
る
も
の
の(89

)
︑
あ
ま
り
詳
し
く
な
い
し
︑
契
�
貿
易
の
開
始
も
!
ら
か
で
は
な
い
︒

と
り
あ
え
ず
︑
一
七
五
二
年
︑
一
七
五
三
年
の
﹁
契
�
﹂
(鈴
木
は

co
n
tra
ct
を
﹁
協
定
﹂
と
譯
す
が
︑
本
稿
で
は
﹁
契
�
﹂
と
譯
す
)
は
︑

C
o
rp
u
s
D
ip
lo
m
a
ticu
m
に
も
收
錄
さ
れ
て
い
る(90

)
︒
こ
の
契
�
に
つ
い
て
︑
か
つ
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た(91

)
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
契
�
を
求
め

た
の
は
オ
ラ
ン
ダ
側
で
あ
り
︑
一
定
量
の
銅
を
持
ち
出
す
確
�
を
得
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
日
本
に
持
ち
渡
る
商
品
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
以
上
良
い

條
件
を
求
め
な
い
こ
と
を
�
束
し
て
も
良
い
︑
と
い
う
總
督
の
方
針
に
よ
る
︒
結
果
と
し
て
︑
メ
イ
ラ
ン
が
言
う
よ
う
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
側
の
利

益
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た
︒

こ
れ
ら
契
�
の
日
本
側
署
名
者
は
:
詞
で
あ
り
︑
實
質
�
な
�
涉
相
手
は
長
崎
町
年
寄
で
あ
っ
た
︒
長
崎
奉
行
︑
ま
し
て
や
德
川
政
權
は
當

事
者
で
は
な
く
︑
兩
者
は
契
�
の
存
在
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
一
七
五
二
年
の
契
�
は
︑
V
二
六
箇
條
で
あ
る
が
︑
そ
の
う
ち

一
部
を
紹
介
し
よ
う
︒

(
�
料
14
)

第
一
條

會
社
の
業
務
は
︑
現
任
の
商
館
長
の
u
居
で
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑
會
社
が
引
き
渡
し
た
商
品
は
︑
第
二
席

の
役
目
を
果
た
す
怨
任
の
商
館
長
の
家
に
お
い
て
︑
す
べ
て
を
引
き
渡
し
の
Ü
日
正
確
に
︑
そ
れ
以
�
の
日
々
の
費
用
や
日
用
の
賃
金

と
と
も
に
︑
精
算
さ
れ
る
べ
き
こ
と
︒
(以
下
略
)

第
二
條

一
萬
一
〇
〇
〇
ピ
コ
ル
の
棹
銅
は
︑
會
社
に
一
二
タ
エ
ル
三
マ
ー
ス
五
コ
ン
デ
リ
ン
で
引
き
渡
さ
れ
︑
會
社
の
持
ち
渡
り
の

商
品
に
は
以
�
か
ら
の
價
格
が
Þ
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒

(中
略
)

第
一
二
條

夜
は
然
る
べ
く
休
息
で
き
る
よ
う
に
︑
會
社
の
業
務
は
晝
閒
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い(92

)
︒

― 59 ―

467



內
容
を
見
る
と
︑
第
二
條
の
よ
う
に
︑
貿
易
の
根
幹
に
か
か
わ
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
が
︑
第
一
條
︑
第
一
二
條
の
よ
う
な
勞
働
條
件
と
も

と
れ
る
よ
う
な
內
容
も
含
ま
れ
る
︒

日
蘭
貿
易
は
︑
日
蘭
雙
方
の

(長
崎
會
�
と
Ｖ
Ｏ
Ｃ
に
よ
る
)
獨
占
貿
易
で
あ
っ
た
か
ら
︑
日
蘭
雙
方
で
貿
易
當
事
者
は
︑
と
り
あ
え
ず

(會

社
職
員
の
貿
易
が
あ
る
と
は
い
え
)
一
組
織
ず
つ
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
鈴
木
が
言
う
よ
う
に
︑﹁
兩
國
﹂
と
言
っ
て
も
@
り
で
は
な
い
が
︑
今

日
の
﹁
條
�
﹂
と
は
'
う
も
の
で
あ
っ
て
︑
い
わ
ば
商
人
同
士
の
﹁
契
�
﹂
に


い
︒
さ
ら
に
︑
內
容
も
︑﹁
そ
れ
ま
で
の
取
引
條
件
が
維
持

さ
れ
る
に
と
ど
ま
り(93

)
﹂︑
怨
規
の
內
容
で
は
な
か
っ
た
︒

試
み
に
︑
C
o
rp
u
s
D
ip
lo
m
a
ticu
m
に
�
錄
さ
れ
た
日
本
關
係
�
書
一
五
:(94

)
を
見
て
み
る
と
︑
Ｖ
Ｏ
Ｃ
が
將
軍
か
ら
W
け
取
っ
た
朱
印
狀

(權
利
を
保
障
す
る
�
書
)
の
ほ
か
︑
長
崎
奉
行
か
ら
W
け
取
っ
た
命
令
書
な
ど
多
樣
な
命
令
を
含
む
︒
一
方
で
︑
本
稿
で
い
う
﹁
�
條
と
し
て

の
申
し
渡
し
﹂
は
含
ま
れ
ず
︑
ま
た
日
本
側
�
料
で
か
な
ら
ず
し
も
き
ち
ん
と
裏
附
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
み
︑
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒

二
︑
日
中
閒
の
﹁
�
定
﹂
(一
七
六
二
年
︑
一
七
六
四
年
)


#
貿
易
に
つ
い
て
も
︑
類
似
の
﹁
契
�
﹂
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
︑
彭
浩
が
紹
介
し
て
い
る(95

)
︒
長
崎
で
は
一
八
世
紀
G
ば
ご
ろ
か
ら
金
銀
を

輸
入
す
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
れ
に
+
い
︑
一
七
六
二
年
に
は

銀
取
引
に
つ
い
て
︑
一
七
六
四
年
に
は
西
洋
銀
貨
取
引
に
つ
い
て
︑﹁
�
條
﹂

ま
た
は
﹁
�
定
﹂
が
閲
結
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
は
︑
官
局
・
民
局
と
長
崎
會
�
の
と
り
き
め
で
あ
る
︒
こ
の
�
á
は
︑
日
蘭
閒
の
も
の
に


い
と

考
え
ら
れ
る
︒

小
括本

違
で
い
う
﹁
契
�
﹂
と
は
︑
商
人
と
商
人
の
﹁
契
�
﹂
(商
賣
上
の
�
束
事
)
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
Ｖ
Ｏ
Ｃ

(
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
政
廳
)

と
長
崎
會
�
︑
官
局

(官
商
)
・
民
局

(額
商
)
と
長
崎
會
�
と
い
う
互
い
に
獨
占
・
寡
占
の
貿
易
組
織
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
閒
の
﹁
契
�
﹂
は
︑
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﹁
國
﹂
と
﹁
國
﹂
と
の
�
束
に
見
え
な
く
も
な
い
︒
�


代
の
日
本
列
島
周
邊
で
行
わ
れ
た
貿
易
は
︑
勘
合
貿
易

(
室
町
將
軍
あ
る
い
は
勘
合
を

分
與
・
供
與
さ
れ
た
寺
社
や
大
名
が
獨
占
し
た
日
!
貿
易
)
に
し
ろ
︑
對
馬
宗
氏
が
獨
占
し
た


世
日
7
貿
易
に
し
ろ
︑
獨
占
貿
易
が
多
か
っ
た
︒

も
ち
ろ
ん
︑
そ
の
枠
に
は
收
ま
ら
な
い
倭
寇
や
朱
印
#
の
よ
う
な
貿
易
�
體
が
あ
っ
た
と
は
い
え
︑
輸
M
コ
ス
ト
が
か
か
る
k
â
離
貿
易
で
利

益
を
出
す
た
め
の
方
策
と
し
て
貿
易
の
獨
占
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

ま
ず
は
︑
本
稿
の
內
容
を
鯵
單
に
ま
と
め
て
み
た
い
︒

德
川
政
權
は
︑
一
七
世
紀
初
頭
に
は
將
軍
朱
印
狀
の
形
で
外
國
人
の
權
利
を
保
障
し
て
い
た
が
︑
一
七
世
紀
G
ば
に
は
朱
印
狀
の
發
給
で
は

な
く
口
頭
の
命
令
に
よ
っ
て
外
國
人
W
け
入
れ
條
件
と
し
て
の
禁
令
を
傳
え
た
︒
外
國
人
に
對
す
る
基
本
法
令

(
�
條
)
は
︑
列
島
に
お
け
る

外
國
人
滯
在
そ
の
も
の
が
不
確
か
だ
っ
た

(い
つ
積
荷
を
奪
わ
れ
︑
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
)
時
代
に
は
權
利
を
保
障
す
る
�
書
だ
っ
た
も

の
が
︑
外
國
人
の
滯
在
を
�
提
と
す
る
一
方
�
な
口
頭
傳
�
へ
と
變
�
し
て
い
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
當
初
は
︑
德
川
政
權
に
朱
印
狀

(將
軍
の
直

書
)

=

禁
制
︑
條
目
︑
法
度
︑
:
航
證
に
よ
っ
て
權
利
を
保
障
す
る
こ
と
を
求
め
た
外
國
人
も
だ
ん
だ
ん
そ
れ
を
必
Z
と
し
な
く
な
っ
た
︒

こ
の
變
�
は
︑
國
內
法
令
の
�
書
學
�
な
推
移
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒
そ
う
考
え
る
と
︑﹁
不
確
か
﹂
だ
っ
た
の
は
︑
外
國
人
の
立
場
だ
け

で
な
く
︑
數
十
年
�
に
初
め
て
列
島
の
荏
�
者
の
地
位
に
ä
り
出
た
德
川
政
權
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
︒
不
確
か
な
中
世
�
な
權
力
か

ら
も
っ
と
强
固
な


世
�
な
權
力
へ
の
移
行
で
も
あ
っ
た
︒
權
利
を
保
障
す
る
�
書
は
︑
德
川
政
權
が
å
生
す
る
�
か
ら
い
る
外
國
人
は
も

ら
っ
て
い
な
い
︒
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
W
け
取
っ
た
の
は
︑
貿
易
上
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
て
後
の
こ
と
で
あ
り
︑

人
が
權
利
を
保
障
す
る
�
書

を
W
け
取
っ
た
ら
し
い
の
は
︑
Å
永
年
閒
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
︑
し
か
も
す
ぐ
に
,
却
し
た
ら
し
い

(つ
ま
り
︑
彼
等
は
�
書
に
よ
る
保
障
は

必
Z
と
し
な
か
っ
た
)
︒

權
利
を
保
障
す
る
�
書
の
¯
滅
は
︑
外
國
人
滯
在
が
當
た
り
�
に
な
っ
た

(證
據
書
類
が
不
Z
に
な
っ
た
)
こ
と
の
證
で
も
あ
っ
た
が
︑
同
時
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に
將
軍
權
力
の
確
立

(證
據
書
類
を
殘
さ
せ
な
い
)
で
も
あ
っ
た
︒
そ
の
s
t
を
﹁
疑
似
臣
民
﹂
�
と
呼
ぶ
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
︑
列
島
u
民
の
德

川
﹁
臣
民
﹂
�
と
竝
行
し
て
<
こ
っ
た
現
象
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
踏
み
]
ん
だ
表
現
を
す
る
な
ら
ば
︑
德
川
政
權
に
と
っ
て
は
︑
嚴
密
に
言
え

ば
︑
ど
こ
の
誰
で
あ
れ
︑
當
時
の
言
葉
で
い
う
﹁
味
方
﹂
(私
の
言
う
﹁
臣
民
﹂︑
戰
爭
の
と
き
に
動
員
可
能
な
人
々
)
と
﹁
敵
﹂
し
か
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
列
島
に
滯
在
す
る
外
國
人
に
與
え
ら
れ
た
�
書
は
︑
國
內
�
書
と
し
て
の
﹁
條
目
﹂
(
の
ち
に
は
﹁
諭
書(96
)

﹂
)
な
ど

和
�
で
あ
っ
た
︒

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
﹁
朱
印
狀
﹂
へ
の
s
大
p
價
は
︑
一
七
世
紀
に
始
ま
っ
て
い
る
︒
イ
ギ
リ
ス
人
は
﹁
永
久
﹂
の
:
商
を
保
障
し
た
も

の
だ
と
考
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
も
自
分
た
ち
の
日
本
で
の
存
在
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
ず
っ
と
大
事
に
し
て
い
る
︒
故
國
か
ら

は
る
か
離
れ
て
︑
衣
國
に
長
い
こ
と
滯
在
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
が
︑﹁
權
利
を
保
障
す
る
紙
の
證
據
が
欲
し
い
﹂
と
い
う
强
い
欲
求
と
願

y
を
持
ち
︑
そ
れ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
︑
手
に
入
れ
た
ら
そ
の
效
力
に
s
大
な
"
待
を
寄
せ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒

人
が
�
書

を
,
却
し
た
こ
と
と
は
對
照
�
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
'
い
を
�
權
國
家
の
I
無
で
說
!
す
る
べ
き
か
と
い
う
と
︑
現
時
點
で
私
は
懷
疑
�

で
あ
る
︒
彼
等
は
︑
本
國
で
も
つ
ね
に
紙
に
書
か
れ
た
權
利
の
保
障

(た
と
え
ば
特
許
狀
)
を
求
め
て
い
た
の
か
︒
も
し
︑
そ
れ
が
�
權
國
家

の
I
無
で
說
!
で
き
た
と
し
て
も
︑
�
權
國
家
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
�
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
言
葉
だ
け
で
世
界
を
說
!
す
る
の
で
は
な
く
︑

歷
�
�
な
現
場
に
お
け
る
人
々
の
æ
擇
か
ら
說
!
す
る
と
い
う
別
の
ç
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
︒

一
方
︑
貿
易
を
め
ぐ
る
諸
條
件
に
つ
い
て
︑
兩
者
の
合
B
に
基
づ
く
契
�
が
�
初
に
閲
結
さ
れ
た
の
は
︑
一
八
世
紀
の
G
ば
で
あ
る
︒
當
時

は
︑
日
蘭
と
も
に
︑
貿
易
は
獨
占
形
態
を
と
っ
て
い
た
た
め
︑
獨
占
�
な
商
人
集
團
閒
の
契
�
は
︑
あ
た
か
も
兩
國
閒
の
と
り
き
め
で
あ
る
か

の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
も
言
え
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
も
︑
何
ら
か
の
紙
に
書
か
れ
た
契
�
を
强
く
求
め
て
い
た

(そ
し
て
結
局
自
ら

を
g
っ
て
し
ま
っ
た
)
オ
ラ
ン
ダ
人
と
︑﹁
契
�
﹂
の
必
Z
性
を
H
め
ず
︑
重
視
も
し
な
か
っ
た
日
本
人
側
の
H
識
の
差
が
窺
わ
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
�
條
と
契
�
を
以
て
︑
貿
易
が
安
定
�
に
續
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
︑
:
商
條
�
が
な
ぜ
︑
ど
の
よ
う
な
�
$
に

お
い
て
必
Z
と
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
︑
今
後
の
課
題
と
な
る(97

)
︒
筆
者
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
も
の
と
し
て
︑
オ
ラ
ン
ダ
共
和
國
聯
邦
議
會
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S
ta
te
n
G
e
n
e
ra
a
l
�
書(98

)

(一
七
～
一
八
世
紀
)
中
の
條
�
一
覽
を
檢
索
し
た
と
こ
ろ
︑
こ
の
う
ち
︑
é
和
條
�
は
:
時
�
に
あ
る
が
︑﹁
:
商
條

�
﹂
は
︑
一
七
世
紀
か
ら
あ
る
も
の
の
︑
一
八
世
紀
G
ば
以
影
︑
廣
が
り
始
め
た
よ
う
で
あ
る
︒
な
お
Ç
査
を
續
け
る
必
Z
が
あ
る
が
︑
:
商

條
�
は
︑
あ
る
特
定
の
條
件
下
で
必
Z
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

｢日
本
﹂
が
結
ん
だ
�
初
の
:
商
條
�
は
日
米
修
好
:
商
條
�
で
あ
る
︒
現
在
の
見
:
し
で
は
︑
:
商
條
�
は
︑
お
そ
ら
く
獨
占
の
ë
壞
に

よ
っ
て
︑
必
Z
と
な
る
︒
本
稿
か
ら
の
液
れ
で
言
う
な
ら
ば
︑
日
米
修
好
:
商
條
�
は
︑
長
崎
會
�
に
よ
る
貿
易
獨
占
と
對
に
な
っ
て
い
た
相

手
國
の
制
限

(

#
と
オ
ラ
ン
ダ
#
の
み
と
す
る
︒
實
態
は
︑
兩
者
と
も
獨
占
・
寡
占
の
形
を
と
っ
て
い
た
︒
)
を
ì
和
す
る
一
方
で
︑﹁
國
﹂
が
貿
易
か

ら
利
潤
を
)
い
上
げ
る
方
法
と
し
て
廣
く
×
く
と
る
關
稅
と
い
う
方
式
を
�
用
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
︒
安
政
の

五
か
國
條
�
に
つ
い
て
は
︑
一
般
�
に
﹁
不
£
等
條
�
﹂
と
說
!
さ
れ
る(99

)
︒﹁
不
£
等
﹂
の
中
身
に
つ
い
て
は
︑
關
稅
自
�
權
の
喪
失
と
領
事

裁
�
權

(治
外
法
權
)
と
說
!
さ
れ
る
が
︑
も
と
も
と
德
川
政
權
に
は
廣
く
×
く
關
稅
を
か
け
る
と
い
う
發
想
も
能
力
も
な
か
っ
た(

100
)

︒
關
稅
自

�
權
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒

本
稿
で
取
り
�
っ
た
問
題
は
︑
權
力
が
國
際
�
易
か
ら
利
益
を
)
い
上
げ
る
方
法

(
た
と
え
ば
關
稅
)
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
︒
引
き

續
き
︑
考
え
て
い
き
た
い
︒
同
時
に
︑
本
稿
で
は
�
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
Ｖ
Ｏ
Ｃ
の
軍
事
力
と
Ｖ
Ｏ
Ｃ
が
獲
得
し
た
諸
合
B
と
の
關
係
に

つ
い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒
軍
事
力
を
背
景
に
何
ら
か
の
合
B
を
强
制
し
た
よ
う
な
場
合
︑
本
稿
で
�
っ
た
﹁
�
條
﹂
と
本
質
�
に
同

じ
も
の
と
し
て
�
う
こ
と
が
y
ま
し
い
の
か
︑
引
き
續
き
考
え
て
い
き
た
い
︒

�(1
)

以
上
︑
松
方
冬
子
8
﹃
國
書
が
む
す
ぶ
外
�
﹄
(東
京
大
學
出
版

會
︑
二
〇
一
九
年
)︒

(2
)

Jo
h
n
K
.
F
a
irb
a
n
k
(
e
d
.)
,
T
h
e
C
h
in
ese
W
o
rld
O
rd
er
:

T
ra
d
itio
n
a
l
C
h
in
a
’s
F
o
reig
n
R
ela
tio
n
s.
C
a
m
b
rid
g
e
M
a
ss.:

H
a
rv
a
rd
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
6
8
.

(3
)

條
�
と
い
う
言
葉
は
︑
歷
�
敍
営
に
頻
出
す
る
に
も
關
わ
ら
ず
︑
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定
義
は
必
ず
し
も
!
快
で
は
な
く
︑
そ
の
歷
�
�
樣
態
も
自
!
で
は

な
い
︒
朱
印
#
科
硏
第
一
四
囘
硏
究
會
﹁
條
�

︱
︱
誰
と
誰
が
何

を
決
め
る
の
か
︱
︱
﹂
(二
〇
一
八
年
七
J
二
七
日
︑
於
東
京
大
學

�
料
8
纂
�
)
に
お
け
る
黛
秋
津
報
吿
﹁
條
�
に
見
る
�


代
オ
ス

マ
ン
o
國
の
對
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
�
﹂︑
鹽
谷
哲
�
報
吿
﹁
一
九
世
紀

中
葉
露
淸
閒
の
條
�
閲
結
�
涉
s
t
﹂
を
參
照
す
る
に
︑
今
後
の
共

同
硏
究
の
可
能
性
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

(4
)

英
國
圖
書
館

B
ritish
L
ib
ra
ry
�
藏
イ
ン
ド
省
�
書

IO
R
:

E
/
3
/
8
7
p
p
.
4
7
2
-
4
8
5
.
部
分
�
な
O
刻
が
以
下
に
あ
る
︒
ろ
じ
ゃ
・

め
い
ち
ん
︑
池
田
豐
子
﹁
一
六
七
三
年
英
國
#
リ
タ
ー
ン
號
來
日
關

係
�
料

︱
︱
�
獻
と
O
譯
︱
︱

﹂
(﹃
京
都
外
國
語
大
學
硏
究
論

叢
﹄
一
六
號
︑
一
九
七
五
年
)︑
C
h
a
n
g
H
siu
-
Ju
n
g
,
A
n
th
o
n
y

F
a
rrin
g
to
n
,
H
u
a
n
g
F
u
-
S
a
n
,
T
s̓
a
o
Y
u
n
g
-
H
o
,
W
u
M
i-
T
sa
,

T
h
e
E
n
g
lish

F
a
cto
ry

in

T
a
iw
a
n
,
1
6
7
0
-
1
6
8
5
,
N
a
tio
n
a
l

T
a
iw
a
n
U
n
iv
e
rsity
,
1
9
9
5
,
p
p
.
1
0
8
-
1
1
6
.

(5
)

C
o
n
tra
ct
fo
r
se
ttlin
g
a
n
E
n
g
lish
fa
cto
ry
a
t
T
a
iw
a
n
,
1
0

S
e
p
te
m
b
e
r
1
6
7
0
(
IO
R
:
G
/
2
1
/
4
B
)
,
in
T
h
e
E
n
g
lish
F
a
cto
ry

in
T
a
iw
a
n
,
p
p
.
5
6
-
5
8
.

(6
)

T
h
e
E
n
g
lish
F
a
cto
ry
in
T
a
iw
a
n
,
p
.
5
6
に
よ
れ
ば
︑﹁
V
二

十
項
目
中
の
第
四
項
﹂
が
正
し
い
︒

(7
)

ろ
じ
ゃ
・
め
い
ち
ん
﹃
江
戶
時
代
を
見
た
英
國
人
﹄
(Ｐ
Ｈ
Ｐ
硏

究
�
︑
一
九
八
四
年
)
一
〇
五
～
一
〇
七
頁
に
よ
る
︒

(8
)

現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
バ
ン
テ
ン
の
ス
ル
タ
ン
に
設
置
を
H
め

ら
れ
た
バ
ン
テ
ン
商
館
が
︑
當
時
Ｅ
Ｉ
Ｃ
の
�
も
東
の
據
點
だ
っ
た
︒

(9
)

羽
田
正
﹃
東
イ
ン
ド
會
社
と
ア
ジ
ア
の
海
﹄
(
é
談
社
︑
二
〇
〇

七
年
)
二
〇
四
～
二
〇
六
頁
︒
こ
の
よ
う
な
理
解
は
︑
尾
高
晉
己

﹃
オ
ス
マ
ン
外
�
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
�

︱
︱
片
務
�
義
外
�
か
ら
雙

務
�
義
外
�
へ
の
轉
奄

︱
︱

﹄
(
溪
水
社
︑
二
〇
一
〇
年
)
な
ど

に
も
み
ら
れ
る
︒

(10
)

荒
野
泰
典
﹁
日
本
型
華
夷
秩
序
の
形
成
﹂
7
尾
直
弘
ほ
か
8
﹃
日

本
の
社
會
�
1

列
島
內
外
の
�
:
と
國
家
﹄
(岩
波
書
店
︑
一
九

八
七
年
)︒

(11
)

M
a
tsu
i
Y
o
k
o
(
tra
n
s.
R
e
in
ie
r.
H
.
H
e
sse
lin
k
)
,
“
T
h
e
L
e
g
a
l

P
o
sitio
n
o
f
F
o
re
ig
n
e
rs
in
N
a
g
a
sa
k
i
d
u
rin
g
th
e
E
d
o
P
e
rio
d
”
.

In

A
sia
n

P
o
rt
C
ities
1
6
0
0
-1
8
0
0
:
L
o
ca
l
a
n
d

F
o
reig
n

C
u
ltu
ra
l
In
tera
ctio
n
s,
e
d
.
H
a
n
e
d
a
M
a
sa
sh
i,
N
U
S
P
re
ss
:

S
in
g
a
p
o
re
,
2
0
0
9
,
松
井
洋
子
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
見
る


世
日
本

の
對
外
關
係
﹂
荒
野
泰
典
・
石
井
正
敏
・
村
井
違
介
8
﹃
日
本
の
對

外
關
係
6



世
�
世
界
の
成
熟
﹄
(吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
一
〇
年
)︒

(12
)

F
ra
n
ço
is

V
a
le
n
ty
n
,
O
u
d

en

n
ieu
w

O
o
st-In
d
iën
,...

(
A
m
ste
rd
a
m

:
G
e
ra
rd
O
n
d
e
r
d
e
L
in
d
e
n
,
1
7
2
4
)
p
.
1
8
9
.

(13
)

C
o
rp
u
s
D
ip
lo
m
a
ticu
m

N
eerla
n
d
o
-In
d
icu
m
,
v
e
rz
a
m
e
ld

e
n
to
e
g
e
lich
t
d
o
o
r
F
.W
.
S
ta
p
e
l,
6
v
o
ls.
(
s̓-
G
ra
v
e
n
h
a
g
e
,

M
a
rtin
u
s
N
ijh
o
f,
1
9
0
7
-
1
9
5
5
)
.

(14
)

B
h
a
w
a
n
R
u
a
n
g
silp
,D
u
tch
E
a
st
In
d
ia
C
o
m
p
a
n
y
M
erch
a
n
ts

a
t
th
e
C
o
u
rt
o
f
A
y
u
tth
a
y
a
:
D
u
tch
P
ercep
tio
n
s
o
f
th
e
T
h
a
i

K
in
g
d
o
m
,
c.
1
6
0
4
-
1
7
6
5
,
L
e
id
e
n
/
B
o
sto
n
:
B
rill,
2
0
0
7
.

(15
)

k
�
正
之
﹁
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
會
社
閒
:
商
£

和
條
�
閲
結

(
一
六
五
六
～
五
七
年
)
︱
︱
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
權
と

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
會
社
の
�
易
獨
占
の
試
み
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
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(﹃
�
苑
﹄
七
四
-一
︑
二
〇
一
四
年
)︒

(16
)

オ
ラ
ン
ダ
國
立
中
央
�
書
館
�
藏
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
會
社
�
書

(
N
L
-
H
a
N
A
,
1
.0
4
.0
2︑
以
下
Ｖ
Ｏ
Ｃ
)
四
七
七
七
︑
四
七
七
九
～

四
七
八
三
︑
一
一
一
九
三
～
一
一
一
九
六
號
︒

(17
)

東
京
大
學
�
料
8
纂
�
共
同
利
用
・
共
同
硏
究
據
點
特
定
共
同
硏

究

(
海
外
�
料
領
域
)﹁
モ
ン
ス
ー
ン
�
書
・
イ
エ
ズ
ス
會
日
本
書

d
・
Ｖ
Ｏ
Ｃ
�
書
・
Ｅ
Ｉ
Ｃ
�
書
の
分
野
橫
斷
�
硏
究
﹂
の
一
.
と

し
て
︑
大
東
敬
典
氏
が
原
本
Ç
査
を
含
む
︑
本
格
�
な
檢
討
を
開
始

し
て
い
る
︒
な
お
︑
同
氏
か
ら
︑
C
o
rp
u
s
D
ip
lo
m
a
ticu
m
序
�
の

和
譯

(
槪
Z
)
の
提
供
を
W
け
た
︒
記
し
て
謝
B
を
表
す
る
︒

(18
)

第
三
卷
の
序
�
は
ス
タ
ー
ぺ
ル
に
よ
る
︒

(19
)

第
一
卷

x
v
-
x
x
x
i
頁
︑
第
二
卷

x
v
-
x
x
iv
頁
︑
第
三
卷

x
v
-
x
ix

頁
︑
第
四
卷
x
v
-
x
ix
頁
︑
第
五
卷
x
v
ii-
x
x
頁
︒

(20
)

V
O
C
-
G
lo
ssa
riu
m

(
h
ttp
:
/
/
re
so
u
rce
s.
h
u
y
g
e
n
s.
k
n
a
w
.

n
l/
v
o
cg
lo
ssa
riu
m
)
に
よ
れ
ば
︑﹁
フ
ィ
ル
マ
ー
ン
﹂
は
﹁
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
ス
タ
ー
ニ
ー
語
・
ペ
ル
シ
ア
語

fa
rm
a
n
(王
の
命
令
書
︑
特

權
を
付
與
す
る
�
書
)﹂
︑﹁
カ
ウ
ル
﹂
は
﹁
ア
ラ
ビ
ア
語

k
a
u
l
(言

葉
や
�
束
を
B
味
す
る
)﹂
︒

(21
)

第
一
卷
︑
序
�

x
x
ii
頁
︒

(22
)

第
三
卷
︑
序
�

x
v
ii
頁
︒

(23
)

『日
本
國
語
大
辭
典
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹁
�
定
﹂
は
︑
①
﹁
�
束
し
て

定
め
る
こ
と
︒
と
り
き
め
︒
�
束
︒﹂
②
﹁
二
人
以
上
の
閒
で
法
律

上
の
あ
る
事
項
を
取
り
き
め
る
こ
と
︒﹂︒
お
な
じ
く
﹁
條
目
﹂
は
︑

①
﹁
箇
條
書
に
な
っ
て
い
る
法
律
・
規
則
︒﹂
②
﹁
①
の
各
項
目
︒﹂

で
あ
る
︒

(24
)

オ
ン
ラ
イ
ン
版
第
二
版
︒

(25
)

た
と
え
ば
︑
澶
淵
の
_

(廣
瀨
憲
雄
﹃
古
代
日
本
外
�
�

︱
︱

東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
視
點
か
ら
讀
み
直
す
︱
︱
﹄︿
é
談
社
æ
書
メ

チ
エ
︑
二
〇
一
四
年
﹀
二
九
～
三
一
︑
五
二
頁
)︒
澶
淵
の
_
は
︑

雙
方
の
皇
o
が
﹁
誓
書
﹂
を
取
り
�
わ
す
と
い
う
形
式
で
行
わ
れ
た
︒

い
わ
ゆ
る
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
條
�
は
︑
﹃
淸
實
錄
﹄
康
熙
o
二
十
八
年

十
二
J
丙
子
に
よ
れ
ば
﹁
和
好
會
_
﹂
で
あ
る
︒

(26
)

『
大
日
本
�
料
﹄
十
二
8
之
六
︑
二
一
九
～
二
三
九
頁
︑
慶
長
十

四
年
三
J
是
J
︒
古
川
祐
貴
﹁
己
酉
�
條
に
つ
い
て
﹂
(朱
印
#
科

硏
第
一
四
囘
硏
究
會
﹁
條
�

︱
︱
誰
と
誰
が
何
を
決
め
る
の
か

︱
︱
﹂
(
二
〇
一
八
年
七
J
二
七
日
︑
於
東
京
大
學
�
料
8
纂
�
)
︒

中
村
榮
孝
﹃
日
鮮
關
係
�
の
硏
究

下
﹄
(
吉
川
弘
�
館
︑
一
九
六

九
年
)
二
九
一
～
三
〇
〇
頁
︑
田
代
和
生
﹃


世
日
7
:
�
貿
易
�

の
硏
究
﹄
(創
�
社
︑
一
九
八
一
年
)
四
四
～
五
一
頁
︑
鶴
田
6

﹃
對
馬
か
ら
み
た
日
7
關
係
﹄
(山
川
出
版
社
︑
日
本
�
リ
ブ
レ
ッ
ト
︑

二
〇
〇
六
年
)
三
二
～
三
七
頁
︒
鶴
田
は
�
涉
の
末
に
結
ん
だ
﹁
協

定
﹂
と
す
る
が
︑
た
と
え
ば
村
井
違
介
・
荒
野
泰
典
﹁
地
球
�
世
界

の
成
立
﹂
荒
野
ほ
か
8
﹃
日
本
の
對
外
關
係
5

地
球
�
世
界
の
成

立
﹄
(吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
一
三
年
)
二
五
頁
で
は
﹁
7
鮮
國
王
は

對
馬
宗
氏
に
日
7
:
�
の
基
本
と
な
る
己
酉
�
條
を
下
賜
し
﹂
と
す

る
︒

(27
)

五
²
:
商
違
t
英
�
の
re
g
u
la
tio
n
s
も
 
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

(28
)

オ
ン
ラ
イ
ン
版
第
二
版
︒

(29
)

風
說
書
硏
究
會
8
﹃
オ
ラ
ン
ダ
別
段
風
說
書
集
成
﹄
(吉
川
弘
�

館
︑
二
〇
一
九
年
)
二
四
一
頁
︒
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(30
)

T
re
a
ty
を
﹁
_
﹂
で
は
な
く
﹁
條
�
﹂
と
譯
し
た
と
き
︑
そ
こ

に
は
あ
る
種
の
形
式
�
義
︑
�
書
�
義
が
附
き
ま
と
っ
て
い
る
と
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

(31
)

た
と
え
ば
︑
德
川
政
權
下
の
長
崎
貿
易
は
﹁
官
營
﹂
�
し
た
と
言

わ
れ
る
︒
彭
浩
﹃


世
日
淸
:
商
關
係
�
﹄
(東
京
大
學
出
版
會
︑

二
〇
一
五
年
)
八
頁
︒

(32
)

以
下
︑


世
日
本
の
古
�
書
學
か
ら
み
た
﹁
�
物
・
朱
印
狀
﹂

﹁
法
度
・
條
目
﹂﹁
觸
書
﹂
に
つ
い
て
は
︑
日
本
歷
�
學
會
8
﹃
槪
說

古
�
書
學



世
8
﹄
(吉
川
弘
�
館
︑
一
九
八
九
年
︑
笠
谷
和
比

古
執
筆
部
分
︑
の
ち
︑
笠
谷
﹃


世
武
家
�
書
の
硏
究
﹄
法
政
大
學

出
版
局
︑
一
九
九
八
年
に
再
錄
)
一
三
～
一
七
︑
五
六
～
七
七
︑
八

三
～
一
〇
〇
頁
に
よ
る
︒﹁


世
�
"
の
幕
府
の
法
令
の
大
部
分
は

こ
の
條
目
の
�
書
樣
式
を
用
い
て
發
布
・
傳
�
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

り
﹂
(六
九
～
七
〇
頁
)︑﹁


世
も
寬
�
"
以
影
の
£
和
な
時
代
が

到
來
す
る
と
條
目
は
>
第
に
形
骸
�
し
て
﹂
(七
二
頁
)
と
あ
る
︒

(33
)

高
木
昭
作
﹁
亂
世

︱
︱
太
£
の
代
の
裏
に
潛
む
も
の
︱
︱
﹂

(﹃
歷
�
學
硏
究
﹄
五
七
四
號
︑
一
九
八
七
年
)︑
�
井
讓
治
﹁
越
�

に
出
さ
れ
た
秀
吉
の
禁
制
﹂
(﹃
福
井
縣
�
書
館
硏
究
紀
Z
﹄
一
四
號
︑

二
〇
一
七
年
)︒

(34
)

黑
嶋
敏
﹁
瑛
球
渡
海
朱
印
狀
を
讀
む

︱
︱
原
本
Ç
査
の
�
見
か

ら
︱
︱
﹂
黑
嶋
敏
・
屋
良
永
一
郞
著
﹃
瑛
球
�
料
學
の
#
出
﹄
(
勉

9
出
版
︑
二
〇
一
七
年
)
と
く
に
三
二
四
～
三
二
七
頁
︒

(35
)

�
揭
﹃
槪
說
古
�
書
學



世
8
﹄
七
〇
頁
︒

(36
)

上
田
哲
司
﹁
松
�
慶
廣
宛
秀
吉
・
家
康
印
�
狀
の
�
書
論
�
考
察

︱
︱
夷
人

(仁
)
へ
の
非
分
禁
止
が
B
味
し
た
も
の
︱
︱
﹂
(﹃
北

海
ç
・
東
北
�
硏
究
﹄
一
〇
號
︑
二
〇
一
五
年
)︒

(37
)

以
下
︑
本
Ï
に
つ
い
て
は
︑
東
京
大
學
�
料
8
纂
�
外
國
人
硏
究

員

Jo
sh
u
a
B
a
tts
氏
か
ら
多
く
の
ご
敎
示
を
得
た
︒
ま
た
︑
關
聯

す
る


年
の
口
頭
報
吿
と
し
て
︑
二
〇
一
八
年
六
J
三
〇
日
～
七
J

一
日
︑
國
際
基
督
敎
大
學
で
開
催
さ
れ
た

T
h
e
T
w
e
n
ty
-
S
e
co
n
d

A
sia
n
S
tu
d
ie
s
C
o
n
fe
re
n
ce
Ja
p
a
n
(
A
S
C
J)
に
お
け
る

U
b
a
ld
o

Ia
cca
rin
o
,
“
T
h
e
H
isp
a
n
o
-
Ja
p
a
n
e
se
“
C
a
p
itu
la
tio
n
s”
o
f
1
6
1
0
:

T
ra
d
e
,D
ip
lo
m
a
cy
,a
n
d
K
n
o
w
le
d
g
e
E
x
ch
a
n
g
e
b
e
tw
e
e
n
E
d
o
,

M
a
n
ila
a
n
d
M
e
x
ico
in
th
e
E
a
rly
1
7
th
C
e
n
tu
ry
”
︑
二
〇
一
八

年
一
〇
J
五
日
︑
東
京
大
學
�
料
8
纂
�
で
開
催
さ
れ
た
歷
�
と
�

料
の
會
に
お
け
る

Jo
sh
u
a
B
a
tts
報
吿
﹁
江
戶
初
"
の
西
洋
諸
國

と
�
わ
し
た
條
目

︱
︱
ス
ペ
イ
ン
王
制
を
中
心
に
︱
︱
﹂
が
あ
る
︒

(38
)

以
下
の
經
雲
に
つ
い
て
は
︑
加
�
榮
一
﹃
幕
藩
制
國
家
の
成
立
と

對
外
關
係
﹄
(
思
�
閣
出
版
︑
一
九
九
八
年
)
一
一
七
頁
︑
濱
田
直

嗣
﹁
總
說
﹂
仙
臺
市
�
8
さ
ん
委
員
會
8
﹃
仙
臺
市
�

特
別
;
八

慶
長
�
歐
 
Ï
﹄
(
仙
臺
市
︑
二
〇
一
〇
年
)︒

(39
)

慶
長
七
年
九
J
日
附
︒
加
�
�
揭
﹃
幕
藩
制
國
家
の
成
立
と
對
外

關
係
﹄
一
一
七
頁
︒

(40
)

早
川
育
﹁
德
川
家
康
と
ス
ペ
イ
ン
︱
ビ
ベ
ロ
と
ビ
ス
カ
イ
ノ
の
日

本
人
觀
﹂
謁
東
省
>
・
川
成
洋
﹃
日
本
・
ス
ペ
イ
ン
�
液
�
﹄
(れ

ん
が
書
<
怨
社
︑
二
〇
一
〇
年
)
九
一
頁
︑
パ
ブ
ロ
・
パ
ス
テ
ル
ス

(松
田
毅
一
譯
)
﹃
一
六
～
一
七
世
紀

日
本
・
ス
ペ
イ
ン
�
涉
�
﹄

(
大
修
館
書
店
︑
一
九
九
四
年
)
一
八
八
～
一
九
二
頁
︒

(41
)

『大
日
本
�
料
﹄
十
二
8
之
七
︑
二
一
五
頁
︒
﹃
仙
臺
市
�

特
別

;
八

慶
長
�
歐
 
Ï
﹄
一
一
七
頁
︑
A
G
I,
M
P
-
E
S
C
R
IT
U
R
A
_
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C
IF
R
A
,
3
1
.

(42
)

以
上
︑
家
康
發
給
の
朱
印
狀
は
︑
慶
長
一
四

(一
六
〇
九
)
年
一

二
J
二
八
日
附
︑﹃
大
日
本
�
料
﹄
十
二
8
之
七
︑
二
一
五
頁
︒﹃
仙

臺
市
�

特
別
;

八

慶
長
�

歐
 

Ï
﹄
一
一
六
頁
︒
A
G
I,

M
P
-
E
S
C
R
IT
U
R
A
_
C
IF
R
A
,
3
0
.

(43
)

家
康
朱
印
狀
發
給
の
樣
子
に
つ
い
て
は
︑
ソ
テ
ロ
の
報
吿
書

(パ

ス
テ
ル
ス
�
揭
﹃
一
六
～
一
七
世
紀

日
本
・
ス
ペ
イ
ン
�
涉
�
﹄

一
九
三
～
一
九
八
頁
)︒

(44
)

こ
の
經
雲
に
つ
い
て
は
︑
金
井
圓
﹃
日
蘭
�
涉
�
の
硏
究
﹄
(思

�
閣
出
版
︑
一
九
八
六
年
)
三
一
頁
︑
八
一
頁
︑
加
�
榮
一
﹃
幕
藩

制
國
家
の
形
成
と
外
國
貿
易
﹄
(校
倉
書
<
︑
一
九
九
三
年
)
二
六

～
二
七
頁
︑
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
著
﹃
一
七
世
紀
の
オ
ラ

ン
ダ
人
が
見
た
日
本
﹄
(臨
川
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
)
二
三
～
二
八

頁
︒
四
:
は
︑
駿
府
に
い
た
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
と
ポ
イ
ク

宛
て
の
他
︑
ジ
ャ
ワ
に
い
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ウ
ィ
ッ
テ
ル
ト
︑
お
よ

び
パ
タ
ニ
に
い
る
ジ
ャ
ッ
ク
ス
・
フ
ル
ー
ネ
ウ
ェ
ー
ヘ
ン
宛
て

(現

存
)
で
あ
っ
た
︒

(45
)

オ
ラ
ン
ダ
國
立
中
央
�
書
館
�
藏
日
本
商
館
�
書

N
L
-
H
a
N
A
,

1
.0
4
.2
1
(以
下
︑
Ｎ
Ｆ
Ｊ
)
一
Ａ
號
︒
金
井
�
揭
﹃
日
蘭
�
涉
�
の

硏
究
﹄
三
六
六
頁

(
O
刻
は
︑
金
井
に
よ
っ
た
)︒﹃
大
日
本
�
料
﹄

十
二
8
之
六
︑
四
五
三
頁
︒

(46
)

『日
本
關
係
海
外
�
料

オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
﹄
譯
�
8
之
六

(東
京
大
學
�
料
8
纂
�
︑
一
九
八
七
年
)︑
七
～
八
頁
︑
一
六
四
一

年
一
一
J
八
日
條

(表
記
を
若
干
あ
ら
た
め
た
)︒
な
お
︑
同
日
條

に
つ
い
て
は
︑
加
�
�
揭
﹃
幕
藩
制
國
家
の
成
立
と
對
外
關
係
﹄
二

五
四
頁
に
も
言
L
が
あ
る
︒

(47
)

Ｎ
Ｆ
Ｊ
一
Ｂ
號
︒

(48
)

Ｖ
Ｏ
Ｃ
一
一
五
六
號
︒
永
積
洋
子
譯
﹃
南
部
漂
着
記

︱
︱
南
部

山
田
浦
漂
着
の
オ
ラ
ン
ダ
#
長
コ
ル
ネ
リ
ス
・
ス
ハ
ー
プ
の
日
記

︱
︱
﹄
(キ
リ
シ
タ
ン
�
�
協
會
︑
一
九
七
四
年
)︑
﹃
日
本
關
係
海

外
�
料

オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
﹄
原
�
8
之
八

(東
京
大
學
�
料

8
纂
�
︑
一
九
九
三
年
)
口
繪
圖
版
︒

(49
)

『日
本
關
係
海
外
�
料

オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
﹄
譯
�
8
之
十

二

(
東
京
大
學
�
料
8
纂
�
︑
二
〇
一
五
年
)︑
二
八
四
頁
︑
一
六

五
一
年
一
二
J
二
一
日
條

(
表
記
を
若
干
あ
ら
た
め
た
)︒

(50
)

『
大
日
本
�
料
﹄
十
二
8
之
八
︑
五
三
〇
頁

(﹁
衣
國
日
記
﹂
よ

り
)
︒
な
お
︑
加
�
榮
一
は
こ
の
�
書
を
紹
介
し
て
︑
何
ら
か
の

﹁
�
規
﹂
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る

(加
�
�
揭
﹃
幕
藩
制
國
家
の

形
成
と
外
國
貿
易
﹄
一
〇
六
頁
)
が
︑
特
定
の
�
書
を
指
し
た
も
の

で
は
な
く
︑
漠
然
と
﹁
以
�
か
ら
と
同
じ
よ
う
に
﹂
﹁
先
例
に
準
據

せ
よ
﹂
と
い
う
B
味
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

(51
)

こ
の
經
雲
に
つ
い
て
は
︑
村
川
堅
固
・
尾
崎
義
譯
／
岩
生
成
一
校

訂
﹃
怨
衣
國
叢
書

セ
ー
リ
ス
日
本
渡
航
記
・
ヴ
ィ
ル
マ
ン
日
本
滯

在
記
﹄
(雄
松
堂
書
店
︑
一
九
七
〇
年
)︑
と
く
に
︑﹁
附
錄
三

ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
の
ハ
ク
ル
ー
ト
版
へ
の
卷
頭
言
と
序
說
﹂
と

村
川
に
よ
る
﹁
解
說
﹂
︒


�
和
彥
﹃
イ
ギ
リ
ス
�
一
〇
é
﹄
(岩
波

怨
書
︑
二
〇
一
三
年
)
一
〇
五
～
一
一
〇
頁
︒


�
和
彥
﹁
ぜ
め
し

o
王
・
あ
ん
じ
・
源
家
康

︱
︱
一
六
一
三
年
の
日
英
�
涉

︱
︱
﹂



�
8
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
�
é
義
﹄
(山
川
出
版
社
︑
二
〇
一
五
年
)︒

(52
)

村
川
堅
固
譯
﹃
怨
衣
國
叢
書

セ
ー
リ
ス
日
本
渡
航
記
﹄
一
七
二
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～
一
七
三
頁
︒

(53
)

N
.M
u
ra
k
a
m
i&
K
.M
u
ra
k
a
w
a
,e
d
s.,L
etters
W
ritten
b
y
th
e

E
n
g
lish
R
esid
en
ts
in
Ja
p
a
n
,
1
6
1
1
-1
6
1
3
(
T
o
k
y
o
:S
a
n
k
ō
sh
a
,

1
9
0
0
)
p
p
.
1
0
4
-
1
0
5
.英
語
版
︒
現
代
日
本
語
譯
は
︑﹁
附
錄
三

ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
の
ハ
ク
ル
ー
ト
版
へ
の
卷
頭
言
と
序
說
﹂
�

揭
﹃
セ
ー
リ
ス
日
本
渡
航
記
﹄
三
七
二
～
三
七
四
頁
︒

(54
)

L
etters
W
ritten
b
y
th
e
E
n
g
lish
R
esid
en
ts,
p
.
1
0
6
.日
本
語
版
︒

(55
)

『大
日
本
�
料
﹄
十
二
8
之
十
一
︑
四
五
九
頁

(﹁
衣
國
日
記
﹂
よ

り
)︒
セ
ー
リ
ス
に
よ
る
英
譯
は
︑
村
川
堅
固
譯
﹃
怨
衣
國
叢
書

セ
ー
リ
ス
日
本
渡
航
記
﹄
一
八
一
～
一
八
三
頁
︒

(56
)

永
積
洋
子
﹁
ボ
ド
レ
イ
ア
ン
圖
書
館
�
藏
の
朱
印
狀
に
つ
い
て
﹂

(﹃
日
本
歷
�
﹄
四
六
七
號
︑
一
九
八
七
年
)
D
e
re
k
M
a
ssa
re
lla
&

Iz
u
m
i
K
.T
y
tle
r,
“
T
h
e
Ja
p
o
n
ia
n
C
h
a
rte
rs
:T
h
e
E
n
g
lish
a
n
d

D
u
tch
S
h
u
in
jo
,.
M
o
n
u
m
en
ta
N
ip
p
o
n
ica
,
4
5
-
2
,
1
9
9
0
.

(57
)

め
い
ち
ん
︑
池
田
�
揭
﹁
一
六
七
三
年
英
國
#
リ
タ
ー
ン
號
來
日

關
係
�
料
﹂︑
ろ
じ
ゃ
・
め
い
ち
ん
8
﹃
E
x
p
e
rim
e
n
t
a
n
d
R
e
tu
rn

日
英
�
涉
�
料


寶
元
年

一
六
七
三
﹄
(日
英
�
�
�
涉
�
硏

究
會
︑
一
九
七
八
年
)︑
永
積
洋
子
﹁
一
七
世
紀
後
G
の
�
報
と
:

詞
﹂
(﹃
�
學
﹄
六
〇
卷
四
號
︑
一
九
九
一
年
)︑
木
村
直
樹
﹁
十
七

世
紀
後
G
の
幕
藩
權
力
と
對
外
�
報
︱
一
六
七
三
年
リ
タ
ー
ン
號
事

件
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
論
集
き
ん
せ
い
﹄
二
〇
號
︑
一
九
九
八
年
︑
の

ち
木
村
﹃
幕
藩
制
國
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
﹄︿
吉
川
弘
�
館
︑
二
〇

〇
九
年
﹀
に
再
錄
)︒

(58
)

め
い
ち
ん
譯
に
よ
れ
ば
﹁
條
�
﹂
で
あ
る
が
︑
a
rticle
s
は
﹁
箇

條
書
き
�
書
﹂
と
い
う
く
ら
い
の
B
味
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
同
じ
く

リ
タ
ー
ン
號
に
託
M
さ
れ
た
國
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
書
d
で
は
︑

同
じ
�
書
を
︑
特
許
狀

cre
d
e
n
ce
と
呼
ん
で
い
る
︒

(59
)

め
い
ち
ん
�
揭
﹃
江
戶
時
代
を
見
た
英
國
人
﹄
一
二
〇
頁
～
一
二

八
頁
︒

(60
)

サ
イ
モ
ン
・
デ
ル
ボ
ー
﹁
日
本
日
記
﹂
一
六
七
三
年
六
J
二
九
日

(
Å
�

一
三
年
五
J
二
五
日
)
條
︒
村
川
堅
固
﹁
解
說
﹂
�
揭

﹃
セ
ー
リ
ス
日
本
渡
航
記
﹄
︑
四
〇
六
頁
の
譯
�
に
よ
る
︒
原
�

(英

�
)
は
�
揭
﹃
日
英
�
涉
�
料
﹄
九
〇
～
九
一
頁
︒

(61
)

實
際
は
︑
�
日
の
よ
う
に
︑
ボ
ド
レ
イ
ア
ン
圖
書
館
に
一
:
保
管

さ
れ
て
い
る
︒

(62
)

�
揭
﹃
セ
ー
リ
ス
日
本
渡
航
記
﹄
口
繪
︒
和
�
の
イ
ギ
リ
ス
で
の

摸
寫
︒﹁
外
蕃
:
書
﹂
�
收
﹁
伊
û
利
須
D
書
﹂
(長
崎
立
山
府
�

藏
)
に
は
︑
﹁
日
本
渡
海
御
赦
免
ノ
由
ニ
テ
差
出
候
物
︑
令
披
見
處
︑

御
朱
印
ニ
テ
ハ
無
之
︑
£
戶
ヨ
リ
持
渡
候
日
本
�
字
ノ
モ
ノ
ニ
テ

候
﹂
と
い
う


�
重
藏
の
¶
記
が
あ
る

(﹃
大
日
本
�
料
﹄
十
二
8

之
十
一
︑
四
六
四
頁
)
︒﹁
附
錄
三

ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
の
ハ
ク

ル
ー
ト
版
へ
の
卷
頭
言
と
序
說
﹂
�
揭
﹃
セ
ー
リ
ス
日
本
渡
航
記
﹄︑

三
七
二
︑
三
七
八
～
三
七
九
頁
︒

(63
)

『
增
補
長
崎
略
�
﹄
上

(
長
崎
市
役
�
︑
一
九
二
六
年
)
二
八
頁

も
︑

:
事
六
人
が
任
命
さ
れ
た
の
は
Å
永
一
二
年
と
す
る
︒

(64
)

『
:
航
一
覽
﹄
四

(
國
書
刊
行
會
︑
一
九
一
三
年
︑
淸
�
堂
よ
り

の
復
刻
︑
一
九
六
七
年
)︑
一
七
五
頁

(﹁
長
崎
實
錄
大
成
﹂
�
收
)︒

(65
)

松
井
洋
子
﹁


世
日
本
に
お
け
る
﹃
衣
國
人
﹄
の
法
�
位
置

︱
︱
オ
ラ
ン
ダ
人
の
﹃
國
禁
﹄
處
分
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
(二
〇
一

五
年
六
J
一
二
日
︑
於
東
京
大
學
�
料
8
纂
�
︑
歷
�
と
�
料
の
會
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報
吿
)︒

(66
)

(
�
料
12
)
は
8
纂
�
料
な
の
で
︑
實
際
に
朱
印
を
も
ら
っ
た
の

は
︑
Å
永
一
二
年
よ
り
�
だ
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒
Z

檢
討
︒

(67
)

中
田
易
直
﹃


世
對
外
關
係
�
の
硏
究
﹄
(吉
川
弘
�
館
︑
一
九

八
四
年
)
一
六
四
～
一
八
〇
頁
︒

(68
)

岡
美
穗
子
﹃
商
人
と
宣
敎
師

南
蠻
貿
易
の
世
界
﹄
(東
京
大
學

出
版
會
︑
二
〇
一
〇
年
)
二
九
八
～
三
〇
四
頁
︒

(69
)

岡
�
揭
﹃
商
人
と
宣
敎
師

南
蠻
貿
易
の
世
界
﹄︑
二
九
八
頁
︒

同
書
二
九
九
頁
の
﹁
ル
イ
ス
・
パ
エ
ス
・
パ
シ
ェ
コ
が
カ
ピ
タ
ン
・

モ
ー
ル
で
あ
っ
た
年
か
ら
現
在
に
わ
た
っ
て
制
定
さ
れ
て
い
る
日
本

の
掟
﹂
は
や
や
�
面
が
衣
な
る
︒

(70
)

松
方
冬
子
﹃
オ
ラ
ン
ダ
風
說
書
と


世
日
本
﹄
(東
京
大
學
出
版

會
︑
二
〇
〇
七
年
)
七
七
頁
︒
條
�
は
︑﹃
:
航
一
覽
﹄
六

(國
書

刊
行
會
︑
一
九
一
三
年
︑
淸
�
堂
よ
り
の
復
刻
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﹂
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︒
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︒
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CAPITULATIONS AND CONTRACTS :

TOKUGAWA FOREIGN RELATIONS

AND THE DUTCH EAST INDIA COMPANY

MATSUKATA Fuyuko

This paper is part of my investigation into early modern practices of inter-state

relations. In doing so, I explore how inter-state relations proceeded indirectly

through the control, management and support of people ― merchants, missionaries,

etc. ― whose activities straddled multiple states.

This paper focuses on the capitulations the Tokugawa government provided to

foreign communities (the Chinese, Dutch, English, Portuguese and Spanish) and the

contracts established between the Tokugawa trading office in Nagasaki and the

Dutch East India Company, as well as with the Chinese merchants group.

In the early seventeenth century the Tokugawa government issued shuinjō, or

documents carrying the shogunʼs vermilion seal, to guarantee foreignersʼ safety and

trading activities in Japan. In the middle of the century, the government stopped

providing shuinjō to foreigners, shifting to the oral communication of prohibitions

restricting their activities. This process reflects the fact that the presence of

foreigners, especially Westerners, had become more familiar in Japan, and that

Tokugawa authority had solidified during this time. It is clear that this shift in

relations with foreign communities paralleled developments in the shogunateʼs

relationship with domestic actors. The Dutch, however, continued to take great

stock in the initial shuinjō they received, expecting their function and value to

remain constant despite the shogunateʼs evolving preferences and practices.

The Dutch Company and Nagasaki interpreters signed the first “contract”

regulating Dutch trade in the city in the middle of the eighteenth century. As

Company representatives and the interpreters enjoyed a monopoly on their

respective sides, it is tempting to treat this contract as a formal “Dutch-Japanese”

agreement, negotiated with the consent and involvement of the Japanese state. The

Tokugawa government, however, does not appear to have been involved in this

“contract,” and Japanese sources do not mention it.

I suspect that the Dutch, living far from home and dependent on Japanese

goodwill, especially valued written documents for their security because they had

nothing else to rely on. More definitive conclusions on this matter require

investigating the practices and expectations governing their lives in the
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Netherlands. Going forward, I wish to pursue the question of what factors

eventually spurred the development and spread of commercial treaties between

states ― and the supposed end of monopolized trade ― at the expense of the

capitulations and contracts that had regulated commerce up to that point.

THE BAKUFUʼS DEFINITION OF THE POLITICAL STATUS

OF THE RYUKYU KINGDOM SEEN FROM THE LETTERS

AND DOCUMENTS SUBMITTED

TO THE BRITISH GOVERNMENT IN THE 1860S

TINELLO Marco

It is no secret that during the 1867 Paris International Exposition, the Satsuma

mission asserted that the Satsuma daimyo was the king of the Ryukyu Kingdom,

and effectively declared to the Western world that their domain was independent of

Edo. While existing scholarship agrees that Satsumaʼs policy in this area was of

deep concern to the shogunate, no studies have clarified Edoʼs response. However,

according to British and Japanese diplomatic papers, the bakufu responded by

sending the magistrate for foreign affairs, Kurimoto Aki-no-kami, to Paris, armed

with a collection of documents to be translated into English and French to be

submitted to the relevant European governments. In these documents, the bakufu

pointed out that the shogun was the sole sovereign of Japan and that the lord of

Satsuma was one of his retainers. In addition, the shogunate asserted that the

Ryukyu Kingdom, while maintaining tributary relations with China, was firmly

subordinate to Japan (the bakufu) as a dominion of Satsuma. The bakufu, however,

also stressed the fact that because the Ryukyus had its own king, the Satsuma

daimyo could not claim to be the Ryukyuan king. In these documents, the Edo

leaders repeatedly refer to the Ryukyuan missions to Edo to demonstrate the

subordinate status of the Ryukyus to Japan, as well as the hierarchical relationship

between the shogun and the Ryukyuan king.

This episode marks the first occasion in which the shogunate submitted

documents on Ryukyuan-Japanese-Chinese relations to the Western powers on its

own initiative. In conclusion, while the Ryukyu shobun refers to the process through

which the Meiji government annexed the Ryukyu Kingdom between 1872 and 1879,

a complete understanding of this event demands recognition of its antecedents in

the Bakumatsu era. While most scholars date Japanʼs annexation of Ryukyu from
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