
一
八
六
〇
年
代
に
お
け
る
德
川
幕
府
に
よ
る
瑛
球
の
位
置
附
け

︱
︱
幕
府
が
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
提
出
し
た
﹁
�
書
﹂
と
報
吿
書
を
中
心
に
︱
︱

テ
ィ
ネ
ッ
ロ
・
マ
ル
コ

は
じ
め
に

(一
)
一
八
五
〇
年
代
に
至
る
ま
で
の
瑛
球
に
對
す
る
幕
府
の
外
�
政
策

(二
)
一
八
六
二

(
�
久
二
)
年
の
英
國
政
府
へ
の
幕
府
の
﹁
�
書
﹂

(三
)
一
八
六
七

(慶
應
三
)
年
の
佛
・
英
國
政
府
に
對
す
る
幕
府
の
瑛
球
荏
�
の
�
張

(四
)
	
世
か
ら
	
代
へ

お
わ
り
に

は
じ
め
に

一
八
六
二

(
�
久
二(1
)

)
年
以
影
︑
瑛
球
の


屬
問
題
に
つ
い
て
幕
府
に
よ
る
重
�
な
動
き
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
瑛
球
を
め
ぐ
る
外
�
政

策
に
關
す
る
先
行
硏
究
の
一
つ
の
共

點
で
あ
る(2

)
︒
し
か
し
︑
本
稿
で
は
︑
一
八
六
七

(慶
應
三
)
年
に
幕
府
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
�
涉
に
お
い

て
︑
瑛
球
の
位
置
附
け
に
つ
い
て
︑
h
�
藩
の
行
動
へ
の
對
處
と
い
う
�
味
合
い
に
お
い
て
重
�
な
動
き
を
し
た
こ
と
を
�
ら
か
に
し
た
い
︒

一
八
六
七
年
に
開
催
さ
れ
た
パ
リ
�
覽
會
に
お
い
て
︑
h
�
藩
の
�
�
は
各
國
公
�
な
ど
に
對
し
﹁
藩
�
が
瑛
球
國
王
で
あ
る
﹂
と
�
張
し
︑
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h
�
藩
が
幕
府
か
ら
獨
立
し
て
い
る
と
�
言
し
た(3

)
︒
幕
府
�
�
の
公
�
と
し
て
�
覽
會
に
參
加
し
て
い
た
外
國
奉
行
の
向
山
隼
人
正

(一
履
)

は
︑
h
�
藩
の
表
�
に
大
い
に
驚
い
た
が
︑
h
�
藩
の
�
�
に
﹁
日
本
h
�
太
守
政
府
﹂
の
名
で
幕
府
側
と
別
に
出
展
す
る
こ
と
を
承
�
し
た
︒

こ
の
�
報
を
�
け
た
幕
府
は
﹁
其
失
態
を
咎
め
﹂
向
山
�
び
田
邊
太
一

(=

幕
府
�
�
の
書
記
官
)
を
﹁
召
�
し
︑
外
國
奉
行
栗
本
鯤
を
特
�
し

て
一
履
に(4

)
﹂
代
え
る
た
め
に
︑
パ
リ
へ
�
�
し
た
︒

先
行
硏
究
で
�
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
外
國
奉
行
栗
本
鯤

(鋤
雲
)
の
一
つ
の
重
�
な
外
�
�
な
�
命
は
パ
リ
に
お
い
て
﹁
日
本
の

政
治
�
�
權
は
德
川
將
軍
に
あ
る
︑
と
英
佛
諸
國
に
�
得
さ
せ
る
こ
と
﹂
で
あ
っ
た(5

)
︒
そ
の
た
め
︑
栗
本
は
日
本
を
出
發
す
る
�
に
幕
府
當
局

か
ら
﹁
國
體
略
記
﹂
�
び
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
と
い
う
報
吿
書
を
渡
さ
れ
︑
そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
佛
語
・
英
語
に
 
譯
さ
せ
た
上
で
︑
パ
リ
に

お
い
て
各
國
公
�
に
渡
す
よ
う
︑
命
令
を
�
け
た
︒
す
な
わ
ち
︑
h
�
藩
�
�
の
行
動
へ
の
對
抗
措
置
と
し
て
幕
府
に
と
っ
て
日
本
の
﹁
國

體
﹂

=

將
軍
が
日
本
の
�
高
の
荏
�
者
で
あ
る
體
制
を
守
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
一
"
と
し
て
h
�
藩
が
瑛
球
國
王
で
は
な
い
こ
と
を
歐
州
諸

國
に
示
す
こ
と
が
重
�
な
目
�
で
あ
っ
た
︒

こ
こ
で
は
︑
幕
府
か
ら
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
提
出
さ
れ
た
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
の
內
容
を
と
り
あ
げ
る(6

)
︒
一
八
六
七

(
慶
應
三
)
年
一
一
$
に
︑

パ
リ
か
ら
日
本
に
歸
國
す
る
直
�
︑
栗
本
鯤
の
指
示
に
基
づ
い
て
向
山
隼
人
正
は
︑
佛
・
英
國
外
務
大
臣
に
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
を
提
出
し
た
︒

ま
た
︑
向
山
は
英
國
外
務
大
臣
に
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
の
他
に
︑
一
八
六
二

(
�
久
二
)
年
に
幕
府
が
英
國
政
府
に
%
っ
た
日
本
語
で
書
か
れ
た

正
式
な
﹁
�
書
﹂
の
英
譯
も
渡
し
た
が
︑
こ
の

(一
八
六
七
年
の
)
英
譯
�
に
は
一
八
六
二
年
の
﹁
�
書
﹂
の
內
容
と
重
�
な
差
衣
が
見
ら
れ

る
︒
つ
ま
り
︑
幕
府
が
一
八
六
二
年
に
英
國
政
府
に
提
出
し
た
﹁
�
書
﹂
に
は
訂
正
す
る
必
�
性
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る(7

)
︒
本
稿
で
�
に
用

い
る
&
料
と
し
て
は
︑
一
八
六
二
年
に
幕
府
か
ら
英
國
政
府
へ
渡
さ
れ
た
﹁
�
書
﹂
(和
�
)
と
そ
の
﹁
別
紙
﹂
(和
�
)
︑
一
八
六
七
年
に
幕
府

�
�
か
ら
英
佛
政
府
へ
渡
さ
れ
た
﹁
國
體
略
記
﹂
(和
�
)
と
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
(和
�
)
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
英
譯
で
あ
る

T
h
e
Ja
p
a
n
ese

C
o
n
stitu
tio
n
(英
�
)
と
E
xtra
cts
(英
�
)
︑
一
八
六
二
年
の
﹁
�
書
﹂
の
英
譯
で
あ
る
一
八
六
七
年
の

N
o
tice
(英
�
)
な
ど
で
あ
る
︒

そ
の
中
で
も
︑
本
稿
で
は
︑
ま
ず
一
八
六
七
年
に
幕
府
が
英
國
へ
提
出
し
た
日
瑛
關
係
に
關
す
る
報
吿
書
の
內
容
と
密
接
な
關
係
が
あ
る
︑
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一
八
六
二
年
の
英
國
政
府
へ
の
幕
府
の
正
式
な
﹁
�
書
﹂
の
內
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
特
に
︑
右
の
幕
府
の
正
式
な
﹁
�
書
﹂
に
書
か
れ
て

い
る
瑛
球
國
王
の
位
置
附
け
に
留
�
す
る
︒
こ
れ
に
關
聯
し
て
︑
一
八
六
二
年
�
後
に
︑
西
洋
列
强
が
ど
の
よ
う
に
瑛
球
を
位
置
附
け
て
い
た

か
と
い
う
點
に
つ
い
て
も
少
し
觸
れ
た
い
︒

つ
づ
い
て
︑
從
來
:
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︑
一
八
六
七
年
に
パ
リ
�
覽
會
に
お
い
て
h
�
藩
が
と
っ
た
行
動
へ
の
幕
府
の
對
抗
措
置
に
:

目
す
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
幕
府
の
�
�
は
佛
・
英
國
政
府
に
對
し
て
瑛
球
・
h
�
・
幕
府
・
淸
<
の
關
係
を
詳
細
に
說
�
す
る
こ
と
で
︑

h
�
藩
�
が
瑛
球
國
王
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
︑
淸
<
に
比
べ
て
瑛
球
が
﹁
日
本
に
嚴
密
に
依
存

(も
し
く
は
從
屬
)
﹂
し
て
い
る

と
�
張
し
た
こ
と
を
�
ら
か
に
し
た
い
︒

筆
者
は
︑
瑛
球
が
日
本
に
>
合
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス

(﹁
瑛
球
處
分
﹂
)
を
︑
東
ア
ジ
ア
を
超
え
て
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
出
來
事
で
あ
っ
た
と
考

え
て
い
る(8

)
︒
こ
の
よ
う
な
硏
究
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
"
と
し
て
本
稿
で
は
日
本
側
と
西
洋
列
强
の
&
料
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
幕
末
に
お

い
て
も
瑛
球
の


屬
問
題
が
瑛
球
・
日
本

(h
�
藩
・
幕
府
)・
淸
<
の
枠
組
み
に
收
ま
ら
ず
︑
徐
々
に
西
洋
列
强
が
關
與
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
示
し
た
い
︒

(

一
)

一
八
五
〇
年
代
に
至
る
ま
で
の
瑛
球
に
對
す
る
幕
府
の
外
�
政
策

一
八
六
〇
年
代
の
動
き
を
檢
討
す
る
�
に
︑
ま
ず
︑
一
八
五
〇
年
代
に
至
る
ま
で
の
瑛
球
に
對
す
る
幕
府
の
外
�
政
策
に
つ
い
て
鯵
單
に
営

べ
た
い
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
拙
著
﹃
世
界
&
か
ら
み
た
﹁
瑛
球
處
分
﹂﹄
(榕
樹
書
林
︑
二
〇
一
七
︑
特
に
︑
一
一
〇
～
一
三
〇
頁
)
に
お
い
て
詳
営

し
た
が
︑
こ
こ
で
は
�
著
で
檢
討
し
な
か
っ
た
問
題
に
:
目
す
る
︒

�
<
の
時
代
か
ら
瑛
球
は
中
國
の
<
貢
國
に
な
っ
て
い
た
が
︑
一
六
〇
九

(慶
長
一
四
)
年
に
h
�
藩
が
瑛
球
を
@
攻
し
て
以
後
︑
同
藩
は

瑛
球
に
對
し
て
閒
接
�
な
荏
�
を
開
始
し
た
︒
一
六
三
四

(
B
永
一
一
)
年
に
幕
府
は
瑛
球
を
︑
h
�
藩
の
﹁
領
分
﹂
と
し
て
︑
幕
藩
體
制
の

中
に
お
い
て
は
衣
國
と
し
て
位
置
附
け
た(9

)
︒
こ
の
よ
う
に
瑛
球
が
一
七
世
紀
初
C
か
ら
中
國
に
<
貢
を
し
な
が
ら
︑
日
本

(h
�
藩
・
幕
府
)
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の
荏
�
も
�
け
て
い
る
狀
態
を
︑
先
行
硏
究
で
は
﹁
日
�

(そ
の
後
︑
淸
)
兩
屬
﹂
と
位
置
附
け
て
い
る(

10
)

︒
こ
の
よ
う
な
狀
況
の
中
で
︑
一
八

世
紀
初
C
か
ら
︑
瑛
球
は
h
�
藩
の
方
針
に
同
E
し
︑
淸
<
に
對
し
て
瑛
球
と
日
本
の
關
係
を
隱
+
し
始
め
た
の
で
あ
る(

11
)

︒

一
八
四
〇
年
代
ま
で
︑
幕
府
は
瑛
球
荏
�
の
諸
事
を
h
�
藩
の
島
津
家
に
委
任
し
︑
德
川
將
軍
の
代
替
わ
り
︑
ま
た
瑛
球
國
王
の
卽
位
の
際
︑

﹁
慶
賀
﹂
�
び
﹁
謝
恩
﹂
の
�
�
を
江
戶
城
で
歡
I
し
て
き
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
一
八
四
五

(
弘
J
二
)
年
に
幕
府
は
オ
ラ
ン
ダ
政
府
に
對
し

て
︑
瑛
球
が
<
鮮
と
同
樣
に
︑
日
本
と

信

(=

外
�
)
關
係
を
維
持
し
て
き
た
こ
と
を
�
言
し
た
の
で
あ
る(12

)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
幕
府
は
日
本

國
內
で
は
瑛
球
を
﹁
屬
國
﹂
と
し
て
位
置
附
け
て
い
た
も
の
の
︑
對
外
�
に
は
h
�
藩
の
瑛
球
荏
�
を
隱
+
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
︒
だ
が
︑

一
八
五
三
・
四
年
に
ペ
リ
ー
提
督
が
來
日
し
た
際
に
は
大
き
な
動
き
が
み
ら
れ
た
︒

先
行
硏
究
の
成
果
に
よ
れ
ば(13

)
︑
ペ
リ
ー
が
一
八
五
三

(嘉
永
六
)
年
に
初
來
日
し
て
以
來
︑
幕
府
に
と
っ
て
瑛
球
の


屬
問
題
は
重
�
な
も

の
と
な
り
︑
老
中
阿
部
正
弘
が
ペ
リ
ー
と
の
�
涉
に
向
け
て
︑
瑛
球
の


屬
を
ど
う
L
う
か
に
つ
い
て
の
�
見

(
正
式
な
&
料
名
は
﹁
瑛
球
之
儀

ニ
付
應
接
方
大
�
﹂
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
M
宜
�
に
﹁
想
定
問
答
集
﹂
と
表
記
す
る
)
を
ま
と
め
て
い
た
︒
こ
の
﹁
想
定
問
答
集
﹂
は
︑
ア
メ
リ
カ

側
か
ら
の
十
一
の
想
定
質
問
と
そ
れ
ら
に
對
す
る
幕
府
側
の
�
答
で
N
成
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
內
容
か
ら
︑
阿
部
正
弘
が
は
じ
め
て
對
外
�
に

瑛
球
が
淸
<
の
み
で
は
な
く
︑
日
本
の
荏
�
下
に
も
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
必
�
に
O
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
如
實
に
示
す
重
�
な
&
料
と
い
え

る
︒﹁
想
定
問
答
集
﹂
の
作
成
日
は
附
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
右
の
先
行
硏
究
で
は
幕
府
が
ペ
リ
ー
に
日
本
側
の
條
P
草
案
を
提
出
す
る
�

(=

一
八
五
四
年
二
$
一
七
日
以
�
)
に
作
成
さ
れ
た
と
す
る
︒

筆
者
も
こ
の
よ
う
な
解
釋
を
Q
重
す
る
が
︑
幕
府
側
と
ア
メ
リ
カ
側
の
&
料
を
合
わ
せ
て
檢
討
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
阿
部
の
﹁
想
定
問

答
集
﹂
が
ペ
リ
ー
と
幕
府
の
�
涉
中

(詳
し
く
い
う
と
︑
一
八
五
四
年
二
$
一
九
日
以
影
)
に
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

を
す
で
に
指
摘
し
た(14

)
︒
こ
の
指
摘
に
よ
り
︑
瑛
球
に
對
す
る
幕
府
の
外
�
政
策
に
つ
い
て
從
來
と
衣
な
る
歷
&
宴
が
見
え
て
く
る
と
考
え
て
い

る
︒
つ
ま
り
︑
ペ
リ
ー
と
の
�
涉
に
向
け
て
と
い
う
漠
然
と
し
た
C
閒
に
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
︑
ペ
リ
ー
が
瑛
球
の
開
S
を
�
求
し
た

(一
八
五
四
年
二
$
一
〇
か
ら
一
七
日
の
閒
)
時
點
を
契
機
に
︑
阿
部
に
と
っ
て
瑛
球
の


屬
問
題
は
現
實
�
な
問
題
と
な
っ
た
こ
と
が
�
ら
か
に
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な
っ
た
︒
ま
た
︑﹁
想
定
問
答
集
﹂
に
書
か
れ
た
瑛
球
の
位
置
附
け
か
ら
︑
阿
部
は
瑛
球
が
﹁
日
淸
兩
屬
﹂
で
あ
る
と
位
置
附
け
な
が
ら
︑
日

本
に
よ
る
瑛
球
荏
�
を
﹁
聢シ

カ

ト
﹂
�
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
側
に
よ
り
壓
力
を
か
け
ら
れ
瑛
球
に

つ
い
て
細
か
い
說
�
が
求
め
ら
れ
る
場
合
︑
瑛
球
が
h
�
藩
に
W
從
し
︑
藩
の
家
來
が
瑛
球
を
取
り
閲
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
基
づ
い
て
︑

日
本
に
よ
る
瑛
球
荏
�
が
よ
り
實
質
�
で
あ
る
と
�
確
に
表
�
す
る
ケ
ー
ス
も
考
え
て
い
た(15

)
︒

X
に
︑
先
行
硏
究
が
殘
し
た
問
題
を
�
ら
か
に
し
た
い
︒
一
八
五
四

(嘉
永
七
)
年
に
h
�
藩
�
島
津
齊
彬
が
越
�
福
井
藩
�
松
Z
慶
永
に

書
鯵
を
%
っ
た
が
︑
そ
の
內
容
は
︑
そ
の
直
�
に
江
戶
で
は
老
中
阿
部
が
齊
彬
に
瑛
球
と
米
國
の
問
題
に
つ
い
て
相
談
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑﹃
齊
彬
公
&
料
﹄
は
右
の
書
鯵
の
日
附
を
一
八
五
四
年
六
$
三
日
と
す
る
が
︑﹃
阿
部
正
弘
事
蹟
﹄
で
は
そ
れ
を
一

八
五
四
年
二
$
三
日
と
し
て
い
る(16

)
︒
右
の
書
鯵
の
日
附
に
關
す
る
問
題
は
重
�
な
も
の
で
あ
り
︑﹃
阿
部
正
弘
事
蹟
﹄
の
記
錄
に
基
づ
い
て
い

る
先
行
硏
究
で
は
ペ
リ
ー
と
の
�
涉

(一
八
五
四
年
二
$
一
〇
日
)
�
に
︑
阿
部
は
す
で
に
瑛
球
の


屬
問
題
に
關
心
を
持
っ
て
い
た
と
営
べ
ら

れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
右
の
齊
彬
か
ら
慶
永
へ
の
書
鯵
の
�
後
の
と
こ
ろ
で
は
﹁
下
田
七
里
方
箱
舘
五
里
方
ハ
無
相
\
自
由
ニ
步
行
御
聞
濟(18

)
﹂
と

記
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
齊
彬
は
︑
慶
永
へ
書
鯵
を
%
っ
た
時
點
で
は
︑
林
大
學
頭
と
ペ
リ
ー
の
�
涉
で
定
め
ら
れ
た
﹁
下
田
﹂﹁
箱
舘
﹂

の
開
S
と
︑
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
人
が
自
由
に
步
行
で
き
た
範
圍
を
す
で
に
知
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
實
は
︑
日
米
和
親
條
P
の
附
錄
協
定

と
し
て
同
年
五
$
二
五
日
に
結
ば
れ
た
下
田
條
P
で
は
︑
第
一
條
に
お
い
て
﹁
下
田
七
里
﹂︑
第
一
一
條
に
お
い
て
﹁
箱
館
五
里
﹂
を
規
定
し

て
い
る(

19
)

︒
と
な
る
と
︑
齊
彬
は
下
田
條
P
が
閲
結
さ
れ
て
ま
も
な
く
︑
そ
の
內
容
の
�
報
を
知
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑﹃
齊
彬
公
&

料
﹄
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
齊
彬
が
慶
永
に
書
鯵
を
%
っ
た
の
は
一
八
五
四
年
六
$
三
日
で
あ
り
︑
阿
部
は
林
と
ペ
リ
ー
と
の
�
涉
後
に
齊

彬
と
瑛
球
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

｢想
定
問
答
集
﹂
の
�
後
に
﹁
`
夫
々
良
考
モ
可
a
之
ト
存
候
事
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
阿
部
は
幕
府
の
關
係
す
る
役
人
た
ち
に
瑛
球

の
政
治
�
な
位
置
附
け
に
つ
い
て
�
見
を
求
め
た
︒

從
來
︑
阿
部
は
︑
幕
府
が
二
$
一
七
日
に
日
本
側
の
條
P
草
案
を
渡
す
�
に
︑
す
で
に
﹁
想
定
問
答
集
﹂
を
作
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
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き
た
︒
し
か
し
︑
筆
者
か
ら
み
る
と
︑
ペ
リ
ー
が
瑛
球
開
S
を
�
求
し
た
こ
と
で
︑
阿
部
は
日
本
の
瑛
球
荏
�
を
�
確
に
す
る
必
�
性
に
:
目

し
た
の
で
あ
り
︑
こ
れ
が
瑛
球
に
對
す
る
幕
府
の
�
識
の
變
奄
點
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る(20

)
︒
阿
部
が
瑛
球
の
問
題
が
h
�
だ
け
で
は
な
く
︑

幕
府
に
關
わ
る
問
題
だ
と
捉
え
︑
瑛
球
が
﹁
日
淸
兩
屬
﹂
で
あ
る
中
で
︑
日
本
の
荏
�
を
﹁
聢
ト
﹂
對
外
�
に
示
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
は

留
�
す
べ
き
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
阿
部
の
言
動
か
ら
は
︑
日
本
に
よ
る
瑛
球
荏
�
を
�
ら
か
に
す
る
必
�
が
あ
る
と
い
う
幕
府

(
阿
部
)
の
怨
し
い
�
識
が
讀
み

取
れ
る
︒
筆
者
は
︑
こ
の
よ
う
な
幕
末
に
强
ま
っ
た
�
識
を
﹁
瑛
球
處
分
﹂
の
�
提
と
し
て
位
置
附
け
て
い
る(21

)
︒

X
に
︑
阿
部
の
﹁
想
定
問
答
集
﹂
と
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
瑛
球
に
對
す
る
幕
府
の
外
�
政
策
の
關
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
阿
部
の
照

會
に
對
し
て
︑
林
大
學
頭
ら
は
︑
瑛
球
の
父
は
中
國
で
あ
り
︑
母
は
日
本
で
あ
る
が
︑
衣
國
人
か
ら
壓
力
を
加
え
ら
れ
た
ら
︑
瑛
球
は
淸
<
の

從
屬
國
で
あ
る
と
す
る
の
が
得
策
だ
と
営
べ
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
海
防
掛
ら
は
︑
瑛
球
は
淸
<
に
も
日
本
に
も
從
い
︑
雙
方
の
荏
�
を
�
け

て
い
る
と
言
う
の
が
得
策
で
あ
る
と
�
張
し
た(22

)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
一
八
五
四

(嘉
永
七
)
年
二
$
に
ペ
リ
ー
が
瑛
球
の
開
S
を
�
求
し
て
以
影
︑

阿
部
は
﹁
聢
ト
﹂
日
本
に
よ
る
荏
�
を
�
張
す
べ
き
だ
と
し
︑
林
ら
は
瑛
球
が
�
c
�
に
﹁
淸
<
の
荏
�
下
に
あ
る
﹂︑
海
防
掛
ら
は
﹁
日
淸

兩
屬
﹂︑
と
そ
れ
ぞ
れ
衣
な
る
提
案
を
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
段
階
に
お
い
て
︑
幕
府
は
瑛
球
に
つ
い
て
�
c
�
な
外
�
政
策
を
決
め
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
が
︑
同
年
九
$
︑
イ
ギ
リ
ス
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
艦
d
が
長
崎
に
到
着
し
︑
日
本
の
境
界
に
關
す
る
�
報
を
求
め
た
際
︑
長
崎
奉

行
は
﹁
瑛
球
者
日
本
屬
國
︑
對
馬
者
日
本
國
之
內(23

)
﹂
だ
と
說
�
し
た(24

)
︒
つ
ま
り
︑
幕
府
は
瑛
球
を
日
本
の
一
部
で
は
な
い
が
︑
日
本
の
屬
國
だ

と
営
べ
た
︒
ま
た
︑
一
八
五
七

(安
政
四
)
年
︑
幕
府
は
瑛
蘭
修
好
條
P
の
閲
結
に
關
與
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
が
︑
瑛
球
に
つ
い
て
﹁
彼
國

之
儀
は
日
本
ニ
從
ふ
國
と
い
え
と
も
素
よ
り
外
國
之
事
ニ
而
條
P
筋
之
儀
い
つ
れ
も
難
�
差
圖
候(25

)
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
屬
國
で
あ
り

な
が
ら
日
本
の
﹁
外
國
之
事
ニ
而
﹂
と
営
べ
た
︒

以
上
か
ら
み
る
と
︑
一
八
五
四
年
春
の
ペ
リ
ー
と
の
�
涉
後
︑
幕
府
は
對
外
�
に
瑛
球
を
﹁

信
國
﹂
か
ら
徐
々
に
﹁
屬
國
﹂﹁
日
本
ニ
從

ふ
國
﹂
へ
と
位
置
附
け
を
變
J
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
直
後
︑
西
洋
列
强
が
幕
府
に
日
瑛
關
係
に
つ
い
て
詳
細
な
質
問
す
る
こ
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と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
一
八
六
〇
年
代
に
入
り
︑
英
國
政
府
は
幕
府
に
日
瑛
關
係
に
つ
い
て
正
式
な
說
�
を
求
め
た
︒
こ
れ
は
︑
h
英
戰
爭

の
原
因
と
な
っ
た
生
麥
事
件
の
直
後
︑
一
八
六
二

(
�
久
二
)
年
閏
八
$
の
こ
と
で
あ
る
︒
X
に
︑
瑛
球
の
位
置
附
け
問
題
を
中
心
に
︑
一
八

六
二
年
の
出
來
事
を
み
て
み
た
い
︒

(

二
)

一
八
六
二

(
�
久
二
)
年
の
英
國
政
府
へ
の
幕
府
の
﹁
�
書
﹂

一
八
六
二

(
�
久
二
)
年
閏
八
$
八
日
︑
そ
れ
ま
で
西
洋
列
强
に
對
し
て
日
瑛
關
係
に
つ
い
て
幕
府
が
営
べ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
﹁
矛

盾
﹂
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
︑
江
戶
g
在
の
英
國
代
理
公
�
ニ
ー
ル

(
E
d
w
a
rd
S
t.
Jo
h
n
N
e
a
le
)
は
︑
日
瑛
關
係
に
つ
い
て
幕
府
に
對
し
て
詳

し
い
說
�
を
求
め
た
︒

そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
︑
一
八
六
二
年
一
〇
$
一
日

(西
曆
)
に
ニ
ー
ル
は
本
國
イ
ギ
リ
ス
政
府

(外
務
大
臣
︑
ジ
ョ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
卿
︑
L
o
rd

Jo
h
n
R
u
sse
ll)
に
報
吿
書
を
%
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
ニ
ー
ル
は
瑛
球
が
h
�
藩
の
荏
�
下
に
あ
る
と
あ
る
~
度
ま
で
�
識
し
て
い
る
が
︑

中
國
と
日
本
の
閒
に
あ
る
瑛
球
の
位
置
附
け
が
Ã
に
�
ま
れ
て
い
る
の
で
︑
幕
府
側
に
正
式
な
說
�
を
求
め
た
と
報
吿
し
た
︒
興
味
深
い
の
は
︑

ニ
ー
ル
が
︑
一
八
五
四

(嘉
永
七
)
年
に
ペ
リ
ー
が
瑛
球
と
閲
結
し
た
條
P
の
存
在
を
知
り
︑
そ
の
中
で
ア
メ
リ
カ
人
が
瑛
球
で
い
く
つ
か
の

特
權
を
獲
得
し
︑
こ
れ
ら
は
ペ
リ
ー
が
瑛
球
の
﹁
攝
政
﹂
と
直
接
�
涉
し
︑
强
制
し
た
も
の
だ
と
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

ニ
ー
ル
は
︑
h
�
藩
が
瑛
米
修
好
條
P
の
�
涉
に
關
與
し
て
い
な
い
と
理
解
し
て
い
た
︒
そ
の
上
で
ニ
ー
ル
は
︑
當
時
の
フ
ラ
ン
ス
と
オ
ラ
ン

ダ
の
動
き
に
:
目
し
て
お
り
︑
兩
國
が
生
麥
事
件
直
後
に
瑛
球
に
�
�
を
�
�
し
た
こ
と
に
觸
れ
︑
一
八
五
〇
年
代
に
兩
國
が
瑛
球
と
結
ん
で

い
た
條
P
を
正
式
に
批
准
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た(26

)
︒

ま
た
︑
ニ
ー
ル
は
本
報
吿
書
の
中
で
︑
當
時
の
h
�
藩
の
瑛
球
荏
�
に
關
し
て
g
日
各
國
公
�
の
:
�
を
喚
�
し
て
お
り
︑
こ
れ
に
關
し
て

g
日
フ
ラ
ン
ス
公
�
か
ら
も
ら
っ
た
︑
一
八
五
六
年
か
ら
一
八
六
〇
年
ま
で
瑛
球
に
滯
在
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
宣
敎
師
ム
ニ
ッ
ク

(
M
o
n
ico
t)
が
作
成
し
た
覺
書
も
添
附
し
た(27

)
︒
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ム
ニ
ッ
ク
は
長
年
瑛
球
に
滯
在
し
た
の
で
︑
彼
が
書
い
た
覺
書
は
瑛
球
の
氣
候
・
社
會
・
生
活
に
つ
い
て
の
重
�
な
記
錄
で
あ
る
が
︑
こ
こ

で
は
瑛
球
の
政
治
�
な
位
置
附
け
の
檢
討
に
と
ど
め
る
︒

ム
ニ
ッ
ク
に
よ
る
と
︑
瑛
球
に
は
h
�
藩
の
家
來
が
滯
在
し
て
い
る
が
︑
隱
れ
て
い
る
︒
家
來
の
數
は
多
い
が
二
〇
〇
人
を
超
え
な
い
と
の

こ
と
で
あ
る

(實
は
︑
瑛
球
に
滯
在
し
て
い
る
h
�
藩
の
家
來
は
二
〇
人
~
度
で
あ
る
)
︒
ま
た
︑
瑛
球
國
王
は
h
�
藩
�
の
娘
ま
た
は
妹
と
結
婚
し

て
お
り
︑
國
王
は
h
�
藩
�
の
家
來
で
あ
り
︑
藩
に
<
貢
を
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
瑛
球
は
二
〇
〇
年
�
ま
で
中
國
に
<
貢
し
て
い
た
が
︑
現
在

は
<
貢
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
︒
ム
ニ
ッ
ク
は
︑
瑛
球
の
役
人
が
h
�
藩
と
の
本
當
の
關
係
を
固
く
否
定
し
︑
日
本
と
い
う
國
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
も
知
ら
な
い
と
ま
で
言
う
︑
と
書
い
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
ニ
ー
ル
の
報
吿
書
�
體
か
ら
み
る
と
︑
生
麥
事
件
の
直
後
︑
西
洋
列
强
は
h
�
藩
と
瑛
球
の
關
係
に
:
目
し
て
お
り
︑
瑛
球
の

位
置
附
け
は
Ã
に
�
ま
れ
て
い
た
が
︑
徐
々
に
h
�
藩
に
よ
る
荏
�
が
�
る
み
に
出
て
い
た
︒

X
に
︑
幕
府
か
ら
イ
ギ
リ
ス
政
府
へ
の
正
式
な
﹁
�
書
﹂
を
み
て
み
よ
う(28

)
︒

同
年
九
$
の
英
國
政
府
へ
の
幕
府
の
﹁
�
書
﹂
に
は
︑
瑛
球
は
﹁
昔
﹂
か
ら
﹁
我
國
の


屬
﹂
に
あ
り
︑
一
六
〇
九

(慶
長
一
四
)
年
に
德

川
幕
府
か
ら
h
�
藩
�
島
津
家
久
に
付
與
さ
れ
て
以
來
︑
今
に
至
る
ま
で
﹁
一
島
之
處
務
同
家
に
て
諸
事
�
�
す
る
事
な
り
﹂︑
つ
ま
り
瑛
球

の
�
て
の


務
を
島
津
家
が
行
っ
て
き
た
が
︑
瑛
球
は
古
か
ら
中
國
に
も
﹁

信
﹂
す
る
の
で
︑
瑛
球
國
內
に
中
國
の
制
度
に
從
う
諸
々
の
事

柄
も
あ
る
が
︑
日
本
側
は
そ
れ
を
﹁
禁
す
る
事
な
し
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る(29

)
︒

ま
た
︑
幕
府
は
瑛
球
が
﹁
昔
﹂
か
ら
﹁
我
國
の


屬
﹂
だ
と
い
う
�
張
を
證
�
す
る
根
據
も
擧
げ
て
い
る
︒
そ
の
根
據
と
し
て
︑
�
営
の

﹁
�
書
﹂
の
﹁
別
紙
﹂
を
み
て
み
た
い
︒﹁
別
紙
﹂
で
は
左
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る(30

)
︒

瑛
球
島
は
我
�
治
年
中
よ
り
聘
禮
を
行
ひ
來
り
し
か
嘉
吉
元
年
當
松
Z
修
理
大
夫
先
祖
島
津
忠
久
か
時
よ
り
同
家
に
W
從
し
每
年
貢
物
を

捧
け
し
か
共
我
慶
長
年
閒
島
�
\
命
の
事
あ
り
し
に
よ
つ
て
同
十
四
年
忠
久
の
後
裔
松
Z
h
�
守
家
久
同
島
へ
兵
�
を
指
渡
し
其
罪
を
問

し
に
一
島
影
伏
せ
し
故

大
君
殿
下
の
始
祖
其
功
を
賞
し
て
同
島
を
家
久
に
賜
り
し
以
來

大
君
殿
下
代
替
り
の
�
に
改
て
同
家
へ
賜
る
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事
に
て
我
政
府
に
お
い
て
大
禮
を
行
ひ
印
島
�
怨
に
家
を
繼
し
�
等
は
島
�
名
代
の
�
者
江
戶
表
へ
指
越
當
島
�
繼
立
の
時
は
h
�
守
�

�
を
�
る
事
に
て
其
餘
同
家
よ
り
Z
常
人
數
指
渡
し
置
島
內
の


務
諸
般
取
計
ひ
候
事
な
り
然
れ
と
も
其
W
�
制
度
等
は
�
初
よ
り
島
民

の
仕
來
り
を
改
さ
り
し
に
よ
り
�
土
�
の
代
よ
り
今
の
淸
<
に
至
る
�
同
國
へ
も
�
者
來
�
し
其
封
�
を
�
る
事
を
も
亦
禁
せ
さ
る


な

り
瑛
球
古
記
錄
中
よ
り
抄
せ
し
趣
如
此

�
治
年
閒

(一
一
八
五
～
一
一
九
〇
)
に
瑛
球
は
日
本
に
對
す
る
聘
禮
を
開
始
し
︑
嘉
吉
元

(
一
四
四
一
)
年
に
島
津
家
に
W
從
し
た
︒
そ
の

後
は
每
年
貢
物
を
�
め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
德
川
家
康
が
一
六
〇
九

(慶
長
一
四
)
年
の
h
�
藩
に
よ
る
瑛
球
@
攻
を
契
機
に
︑
瑛
球

を
島
津
家
久
に
與
え
た
︒
そ
れ
以
來
︑
德
川
將
軍
の
代
替
わ
り
每
に
︑
島
津
家
に
瑛
球
の
荏
�
を
再
付
與
す
る
に
當
た
っ
て
江
戶
で
は
大
禮

(=

瑛
球
�
�
の
慶
賀
�
の
I
え
入
れ
)
を
行
っ
た
︒
一
方
︑﹁
島
�
﹂

=

瑛
球
國
王
の
卽
位
の
際
に
は
﹁
島
�
﹂
の
名
代

(=

瑛
球
�
�
の
謝
恩
�
)

が
江
戶
に
�
�
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒
ま
た
︑﹁
島
�
﹂
の
代
替
わ
り
每
に
h
�
藩
�
の
指
示
を
�
け
︑
藩
の
家
來
が
瑛
球
で
﹁


務
諸
般
取

計
ひ
﹂
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
な
ど
が
︑
瑛
球
が
日
本
の
荏
�
に
從
っ
て
き
た
證
據
と
し
て
営
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う

に
幕
府
は
日
本
が
瑛
球
を
荏
�
し
て
い
る
と
英
國
政
府
に
說
�
し
て
い
た
が
︑﹁
別
紙
﹂
の
�
後
の
と
こ
ろ
で
︑
瑛
球
が
淸
<
へ
�
�
を
�
�

し
︑
中
國
皇
�
の
﹁
册
封
﹂
を
�
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
営
べ
︑
瑛
球
と
中
國
と
こ
の
よ
う
な
關
係
を
禁
じ
て
い
な
か
っ
た
と
営
べ
た
︒

一
八
六
二
年
の
幕
府
か
ら
英
國
政
府
へ
の
﹁
�
書
﹂
と
﹁
別
紙
﹂
か
ら
X
の
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒
ま
ず
︑
幕
府
は
瑛
球
が
日
本
の
屬
國
で

あ
り
な
が
ら
︑
德
川
家
康
が
與
え
た
h
�
藩
の
﹁
領
分
﹂
で
あ
り
︑
將
軍
の
代
替
わ
り
每
に
︑
德
川
將
軍
が
改
め
て
h
�
藩
に
瑛
球
の
荏
�
を

再
確
�
し
て
き
た
︑
と
�
張
し
て
い
た
︒
X
に
︑﹁
別
紙
﹂
に
あ
る
瑛
球
の
政
治
�
な
位
置
附
け
は
︑
一
八
五
四
年
の
阿
部
の
﹁
想
定
問
答
集
﹂

(詳
し
く
は
︑
第
十
答
目(31
)

)
に
記
さ
れ
て
い
る
瑛
球
の
政
治
�
な
�
勢
と
密
接
な
關
係
に
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
西
洋
列
强
が
日
瑛
關
係
に
つ
い

て
の
詳
細
を
照
會
し
た
際
︑
幕
府
は
一
八
五
四
年
の
阿
部
の
﹁
想
定
問
答
集
﹂
の
內
容
を
重
視
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
一
八
六

二
年
に
幕
府
は
︑
瑛
球
を
﹁
日
淸
兩
屬
﹂
で
あ
る
と
位
置
附
け
て
は
い
る
も
の
の
︑
h
�
へ
の
瑛
球
の
W
從
︑
瑛
球
に
お
け
る
h
�
家
臣
に
よ

る
取
り
閲
ま
り
︑
江
戶
へ
の
瑛
球
�
�
�
�
な
ど
に
つ
い
て
営
べ
る
こ
と
で
日
本
に
よ
る
瑛
球
荏
�
を
﹁
聢
ト
﹂
�
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
︒
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�
後
に
︑
阿
部
の
﹁
想
定
問
答
集
﹂
と
右
の
﹁
別
紙
﹂
の
一
つ
の
相
\
點
︑
そ
し
て
﹁
別
紙
﹂
に
記
さ
れ
て
い
る
瑛
球
國
王
の
位
置
附
け
�

び
英
國
政
府
へ
の
幕
府
の
﹁
�
書
﹂
が
西
洋
列
强
に
も
た
ら
し
た
反
�
に
も
:
目
し
た
い
︒

一
八
六
二
年
に
︑
幕
府
は
瑛
球
が
﹁
昔
﹂
か
ら
日
本
の
﹁


屬
﹂
だ
っ
た
と
詳
細
に
営
べ
た
の
で
︑
阿
部
の
﹁
想
定
問
答
集
﹂
の
內
容
よ
り

も
一
步
�
ん
だ
�
張
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
實
際
に
は
︑
儒
者
の
林
大
學
頭
ら
が
一
八
五
四
年
に
幕
府
に
提
出
し
た
報
吿
書
の
中
で
は
︑

﹁
嘉
吉
年
閒
ヨ
リ
島
津
へ
相
從
ヒ
︑
同
人
領
分
ニ
相
成
リ
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
林
大
學
頭
ら
は
日
本
の
瑛
球
荏
�
を
﹁
昔
﹂︑
す
な
わ

ち
一
六
〇
九
年
の
h
�
藩
に
よ
る
瑛
球
@
攻
以
�

(=

嘉
吉
元
年
︑
一
四
四
一
年
)
に
位
置
附
け
た
の
で
あ
る
︒
以
上
か
ら
�
斷
す
る
と
︑
一
八

六
二
年
に
幕
府
は
阿
部
の
一
八
五
四
年
の
﹁
想
定
問
答
集
﹂
だ
け
で
は
な
く
︑
大
學
頭
ら
�
び
海
防
掛
ら
が
同
年
に
作
成
し
た
報
吿
書
も
重
視

し
て
參
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る(32

)
︒

ま
た
X
違
で
論
じ
る
內
容
と
も
關
聯
す
る
が
︑
從
來
:
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
日
本

(
h
�
藩
・
幕
府
)
�
び
瑛
球
の
荏
�
者
に
つ
い
て
︑

一
八
六
二

(
�
久
二
)
年
の
﹁
別
紙
﹂
で
は
一
六
〇
九

(慶
長
一
四
)
年
に
﹁
大
君
殿
下
の
始
祖
﹂
(=

德
川
家
康
)
が
﹁
h
�
守
﹂
(=

島
津
家

久
)
に
﹁
瑛
球
島
﹂
を
與
え
て
か
ら
︑﹁
島
�
﹂
(=
瑛
球
國
王
)
が
�
�
を
江
戶
に
�
�
し
︑﹁
h
�
守
﹂
の
命
令
を
�
け
て
き
た
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
も
着
目
す
る
必
�
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
英
國
政
府
へ
の
﹁
�
書
﹂
で
は
︑
幕
府
は
︑
瑛
球
の
荏
�
者
が
h
�
藩
の
荏
�
下
に
あ

る
た
だ
の
﹁
島
�
﹂
と
記
す
だ
け
で
︑
幕
府
に
ど
の
~
度
の
�
圖
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
�
�
し
な
い
が
︑
そ
の
﹁
�
書
﹂
か
ら
は
瑛
球
王
國

の
君
�
の
格
を
下
げ
る
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
た
︒

そ
の
直
後
︑
一
八
六
二
年
一
〇
$
二
八
日

(西
曆
)
に
ニ
ー
ル
は
ラ
ッ
セ
ル
卿
に
再
び
報
吿
書
を
%
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
ニ
ー
ル
は
︑

從
來
ま
で
Ã
に
�
ま
れ
て
い
た
が
︑
日
本
側
が
瑛
球
を
﹁
a
n
a
p
p
a
n
a
g
e
o
f
th
e
h
e
re
d
ita
ry
P
rin
ce
s
o
f
S
a
tsu
m
a
(代
々
h
�
藩
�
の
屬
領
・

領
地
)
﹂
だ
と
宣
言
し
た
と
営
べ
た(33

)
︒
す
な
わ
ち
︑
幕
府
の
﹁
�
書
﹂
か
ら
ニ
ー
ル
は
瑛
球
が
h
�
藩
の
荏
�
下
に
あ
る
こ
と
が
�
ら
か
に

な
っ
た
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

�
営
し
た
よ
う
に
︑
生
麥
事
件
の
直
後
に
お
い
て
h
�
藩
の
瑛
球
荏
�
が
西
洋
列
强
の
:
�
を
喚
�
し
た
︒
例
え
ば
︑
一
八
六
三
年
一
$
一
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四
日

(西
曆
)
︑
g
日
米
國
公
�
ロ
バ
ー
ト
・
プ
ル
イ
ン

(
R
o
b
e
rt
P
ru
y
n
)
は
本
國
米
國
政
府
に
報
吿
し
た
際
︑
h
�
藩
と
瑛
球
に
つ
い
て
︑

﹁
A
s
th
e
P
rin
ce
o
f
S
a
tsu
m
a
is
so
v
e
re
ig
n
o
f
th
e
L
e
w
C
h
e
w
g
ro
u
p
,w
h
ich
h
e
h
o
ld
s
in
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
th
e
Ja
p
a
n
e
se
g
o
v
e
rn
m
e
n
t

(h
�
藩
�
は
瑛
球
諸
島
の
�
權
者
で
あ
り
︑
そ
の
�
權
を
日
本
政
府
と
は
獨
立
し
た
形
で
a
し
て
い
る
)
﹂
と
営
べ
て
い
る(34

)
︒
以
上
か
ら
�
斷
す
る
と
︑

ニ
ー
ル
は
幕
府
か
ら
渡
さ
れ
た
﹁
�
書
﹂
の
內
容
を
︑
他
の
g
日
各
國
公
�
に
も
知
ら
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

(

三
)

一
八
六
七

(
慶
應
三
)
年
の
佛
・
英
國
政
府
に
對
す
る
幕
府
の
瑛
球
荏
�
の
�
張

�
営
の
よ
う
に
︑
先
行
硏
究
で
は
︑
一
八
六
二

(
�
久
二
)
年
以
影
︑
瑛
球
の
位
置
附
け
に
つ
い
て
西
洋
列
强
と
の
�
涉
で
は
特
に
幕
府
に

よ
る
重
�
な
宣
言
は
な
く
︑
そ
の
後

(詳
し
く
い
う
と
一
八
七
二
・
�
治
五
年
の
五
・
六
$
に
)
瑛
球
の
政
治
�
な
位
置
附
け
に
つ
い
て
:
目
し
議

論
を
行
っ
た
の
は
︑
�
治
政
府
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
か
ら
論
じ
る
よ
う
に
︑
實
は
一
八
六
七

(慶
應
三
)
年
末
に
も
h
�

藩
の
行
動
に
對
處
す
る
た
め
に
︑
幕
府
は
瑛
球
の


屬
問
題
に
再
度
:
目
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

一
八
六
七
年
の
パ
リ
�
覽
會
で
は
幕
府
の
正
式
な
�
�
團

(將
軍
の
代
理
と
し
て
將
軍
慶
喜
の
弟
︑
德
川
昭
武
が
同
行
し
て
い
た
)
の
他
に
︑
h
�

藩
の
�
�
團
も
幕
府
の
許
可
を
�
け
ず
に
參
加
し
て
い
た
︒
こ
れ
に
關
聯
し
て
︑
先
行
硏
究
で
は
﹁
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
の
&
料
の
中
に
︑
一
八

六
七
年
二
$
︑
h
�
�
�
團
の
一
人
と
し
て
渡
佛
し
て
い
た
岩
下
方
Z

(左
X
右
衞
門
)
が
︑
フ
ラ
ン
ス
皇
�
と
友
好
關
係
を
築
く
た
め
に
瑛

球
國
王
の
�
�
と
し
て
外
相
に
會
見
を
申
し
¡
ん
だ
と
あ
る
﹂
と
営
べ
ら
れ
て
い
る(35

)
︒

こ
の
よ
う
に
パ
リ
で
h
�
藩
�
�
は
︑
藩
�
が
國
王
と
し
て
瑛
球
を
荏
�
し
て
お
り
︑
藩
が
幕
府
か
ら
獨
立
し
て
い
る
と
�
言
し
た
の
で
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
大
君

(當
時
西
洋
列
强
は
德
川
將
軍
を
大
君

(
T
y
co
o
n
)
と
呼
ん
で
い
た
)
と
諸
大
名
の
關
係
が
:
目
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ

り
︑
一
八
六
七
年
三
$
一
八
日

(西
曆
)
に
︑﹃
フ
ィ
ガ
ロ
﹄
や
﹃
ル
・
プ
テ
ィ
・
ジ
ュ
ル
ナ
ル
﹄
�
び
﹃
リ
ベ
ル
テ
﹄
と
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス

の
怨
聞
で
は
︑
日
本
は
ド
イ
ツ
と
同
樣
に
聯
邦
國
で
あ
り
︑
將
軍

(大
君
)
は
諸
國
中
で
一
番
a
力
な
荏
�
者
に
£
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど

が
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
將
軍

(大
君
)
で
は
な
く
︑
ミ
カ
ド

(當
時
西
洋
列
强
は
天
皇
を
ミ
カ
ド
(
M
ik
a
d
o
)
と
呼
ん
で
い
た
)
が
日
本
の
�
高
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の
權
力
者
で
あ
る
こ
と
︑
ま
た
幕
府
の
海
外
貿
易
の
獨
占
政
策
�
び
h
�
藩
に
よ
る
瑛
球
荏
�
に
つ
い
て
は
︑
同
年
に
モ
ン
ブ
ラ
ン
伯
�

(パ

リ
で
h
�
藩
の
代
理
人
と
し
て
重
�
な
役
割
を
果
た
し
た
︑
フ
ラ
ン
ス
︑
ベ
ル
ギ
ー
の
貴
族
︑
實
業
家
︑
外
�
官
)
が
記
し
た

L
e
Ja
p
o
n
tel
q
u
1
’il
est

(
A
rth
u
r
B
e
rtra
n
d
e
d
ito
r,
P
a
ris,
1
8
6
7
)
と
い
う
著
作
に
も
見
ら
れ
る(36

)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
當
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
パ
リ
�
覽
會
を
契
機
に
日
本

國
の
國
體

(體
制
)
に
關
す
る
�
報
が
廣
範
圍
に
廣
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

｢は
じ
め
に
﹂
で
営
べ
た
よ
う
に
︑
幕
府
の
外
國
奉
行
の
向
山
隼
人
正
は
幕
府
�
�
の
公
�
と
し
て
パ
リ
�
覽
會
で
h
�
藩
�
�
に
﹁
政
府
﹂

と
い
う
�
字
を
�
用
す
る
こ
と
を
許
し
た
た
め
︑
幕
府
か
ら
嚴
し
く
批
�
さ
れ
︑
向
山
の
代
わ
り
に
外
國
奉
行
栗
本
鯤

(
鋤
雲
)
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
�
�
さ
れ
た
︒
幕
府
の
�
�
團
は
一
八
六
七
年
の
春
に
パ
リ
�
覽
會
に
參
加
し
た
後
︑
八
$
に
ス
イ
ス
︑
オ
ラ
ン
ダ
�
び
ベ
ル
ギ
ー
に
出

か
け
︑
九
$
に
一
時
�
に
パ
リ
に
戾
っ
て
か
ら
イ
タ
リ
ア
を
訪
問
し
た
︒
一
〇
$
に
暫
く
パ
リ
に
戾
り
︑
一
一
$
七
日
に
は
イ
ギ
リ
ス
へ
渡
っ

た
︒
栗
本
は
八
$
°
ば
に
ス
イ
ス
で
�
�
團
と
合
液
し
︑
そ
の
後
︑
彼
が
持
參
し
て
い
た
﹁
國
體
略
記
﹂﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
な
ど
の
報
吿
書
を

佛
語
と
英
語
に
 
譯
す
る
作
業
が
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
X
の
點
に
つ
い
て
:
目
し
た
い
︒
栗
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
參
し
た
日
本
語
で
書
か
れ
た
報
吿
書
は
幕
府
側
の
指
示
�
び
目
�

も
記
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
き
わ
め
て
重
�
な
&
料
で
あ
る
︒
だ
が
︑
實
際
に
英
國
政
府
に
提
出
さ
れ
た
英
�
の
報
吿
書
の
內
容
を
理
解
す
る
に

は
︑
英
國
の
外
�
�
書
も
非
常
に
重
�
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
一
八
六
七
年
末
に
お
け
る
瑛
球
の
政
治
�
な
位
置
附
け
に
對
す
る
幕
府
の
說
�

を
完
�
に
理
解
す
る
た
め
に
︑
幕
府
�
び
英
國
政
府
の
&
料
を
合
わ
せ
て
檢
討
し
て
い
く
︒

一
八
六
七
年
一
一
$
C
日
に
︑
栗
本
は
︑
イ
ギ
リ
ス

(ロ
ン
ド
ン
)
に
お
け
る
幕
府
の
�
�
團
の
活
動
に
つ
い
て
幕
府
に
對
し
て
X
の

り

営
べ
て
い
る(37

)
︒

一
︑
安
藝
守
江
御
內
命
之
御
國
體
・
瑛
球
其
外
之
儀
共
︑
此
度
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
隼
人
正
ゟ
英
外
國
事
務
執
政
ロ
ー
ド
・
ス
タ
ン
レ
ン

江
談
�
お
よ
ひ
候
委
細
之
儀
者
隼
人
正
ゟ
內
狀
を
以
申
�
候
︑

一
︑
同
斷
之
儀
佛
國
執
政
ヘ
ハ
英
國
出
立
�
談
�
い
た
し
候
︑
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右
の
&
料
か
ら
︑
安
藝
守

(栗
本
)
は
幕
府
か
ら
日
本
の
﹁
御
國
體
﹂
と
﹁
瑛
球
﹂
に
關
す
る
內
密
の
命
令
を
�
け
て
お
り
︑
こ
れ
に
よ
り
︑

向
山
が
ロ
ン
ド
ン
で
は
英
國
外
務
大
臣
ス
タ
ン
リ
ー
卿

(
E
d
w
a
rd
H
e
n
ry
S
ta
n
le
y
,
1
5th
E
a
rl
o
f
D
e
rb
y
)
と
談
�
を
行
い
︑
ま
た
︑
本
件
に
つ

い
て
イ
ギ
リ
ス
へ
出
發
す
る
�
に
佛
國
外
務
大
臣
ム
ス
テ
ィ
エ

(
L
io
n
e
l
D
é
siré
-
M
a
rie
-
R
e
n
é
-
F
ra
n
ço
is,M
a
rq
u
is
d
e
M
o
u
stie
r)
と
も
談
�
し

た
こ
と
が
分
か
る
︒

向
山
が
佛
國
政
府
に
提
出
し
た
報
吿
書
は
︑
幕
末
に
來
瑛
・
來
日
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
神
父
で
︑
g
日
佛
國
公
�
レ
オ
ン
・
ロ
ッ
シ
ュ
の


譯
を
務
め
た
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
メ
ル
メ
・
カ
シ
ョ
ン

(
E
.
E
.
M
e
rm
e
t-
C
a
ch
o
n
)
に
よ
っ
て
 
譯
さ
れ
︑
一
八
六
七
年
一
一
$

三
日
に
佛
國
外
務
大
臣
に
渡
さ
れ
た(38

)
︒

X
に
︑
一
八
六
七
年
一
一
$
一
五
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
向
山
が
ス
タ
ン
リ
ー
卿
に
�
張
し
た
こ
と
を
分
析
す
る
︒
日
本
側
の
&
料
で
は
X
の


り
記
さ
れ
て
い
る
︒

ま
ず
︑
向
山
は
﹁
政
府
ゟ
被
命
候
儀
a
之
閒
﹂
と
い
う
理
由
で
英
國
外
務
大
臣
と
の
面
談
を
�
求
し
た
︒
そ
し
て
︑
向
山
は
｢御
國
體
﹂
に

つ
い
て
︑
德
川
將
軍
が
日
本
の
荏
�
者
で
あ
る
こ
と
︑
將
軍
と
天
皇
�
び
將
軍
と
諸
大
名
の
關
係
に
つ
い
て
詳
し
い
說
�
を
し
︑
幕
府
が
西
洋

列
强
と
密
接
な
關
係
を
維
持
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
�
張
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
向
山
は
ス
タ
ン
リ
ー
卿
に
﹁
日
本
國
體
之
儀
外
國
と
は
大
に
衣

リ
居
候
閒
﹂︑
西
洋
列
强
が
日
本
の
國
體
を
容
易
に
理
解
で
き
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
今
囘
︑
日
本
の
國
體
に
關
わ
る
記
錄
に
つ
い
て

﹁
大
略
を
記
し
候
︑
一
書
英
�
に
譯
し
持
參
︑
御
心
得
之
た
め
差
出
候
閒
︑
御
熟
讀
a
之
度
﹂
と
営
べ
て
い
る(39

)
︒

以
上
に
よ
る
と
︑
向
山
は
英
國
政
府
に
︑
日
本
の
國
體
を
說
�
し
て
い
る
英
�
の
記
錄

(
日
本
語
の
タ
イ
ト
ル
は
﹁
國
體
略
記
﹂
で
あ
る
が
︑
英

譯
で
は

T
h
e
Ja
p
a
n
ese
C
o
n
stitu
tio
n
と
表
記
さ
れ
た
)
を
渡
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
當
時
︑
幕
府
に
と
っ
て
日
本
の
國
體
問
題
の
一
つ
と
し
て
︑

瑛
球
の


屬
問
題
も
非
常
に
重
�
な
課
題
と
さ
れ
て
い
た
︒
向
山
は
ス
タ
ン
リ
ー
卿
に
X
の
こ
と
も
営
べ
て
い
る(40

)
︒

且
印
瑛
球
島
之
儀
も
我

祖
宗
已
來
附
庸
之
國
に
候
處
︑
旣
本
年
佛
郞
西
�
覽
會
之
�
も
一
時
奸
謀
之
者
a
之
︑
獨
立
國
な
と
な
と
の
說

を
唱
ヘ
候
に
付
︑
½
に
辯
解
い
た
し
事
濟
候
ヘ
共
︑
是
印
爲
念
舊
記
等
書
拔
竝
去
戌
年
中
橫
濱
在
留
貴
國
公
�
ニ
ー
ル
よ
り
問
合
之
�
相
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答
候
書
付
共
︑
今
度
英
�
に
譯
し
︑
御
目
に
か
け
候
閒
︑
い
つ
れ
も
得
と
御
覽
a
之
度
候
︑

右
の
&
料
か
ら
︑
向
山
は
瑛
球
が
﹁
祖
宗
﹂

=

德
川
家
康
の
時
代
か
ら
日
本

(
幕
府
)
の
﹁
附
庸
之
國
﹂
で
あ
り
︑
パ
リ
�
覽
會
で
は
﹁
奸

謀
之
者
﹂

=

モ
ン
ブ
ラ
ン
伯
�
�
び
h
�
藩
の
家
來
が
﹁
獨
立
國
な
と
な
と
の
說
﹂
を
�
張
し
た
が
︑
そ
の
際
こ
の
こ
と
に
對
し
て
幕
府
の
�

�
團
が
す
ぐ
﹁
辯
解
﹂
し
た
も
の
の
︑
念
の
た
め
﹁
舊
記
等
書
拔
﹂
(=

﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
の
別
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
︑
そ
の
中
に
﹁
中
山
王
よ
り
の
來

d
﹂
と
い
う
報
吿
書
も
あ
る
)
�
び
一
八
六
二

(
�
久
二
)
年
に
幕
府
か
ら
英
國
代
理
公
�
ニ
ー
ル
へ
提
出
さ
れ
た
﹁
�
書
﹂
の
英
�

(以
下
︑

N
o
tice
と
記
す
)
も
渡
し
︑﹁
い
つ
れ
も
得
と
御
覽
a
之
度
候
﹂
と
ス
タ
ン
リ
ー
卿
に
�
¿
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒

�
営
し
た
よ
う
に
幕
府
側
は
栗
本
に
和
�
で
書
か
れ
た
報
吿
書

(﹁
國
體
略
記
﹂
�
び
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
)
を
渡
し
て
お
り
︑
こ
の
報
吿
書
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
佛
語
�
び
英
語
に
 
譯
さ
れ
た
上
で
︑
佛
國
・
英
國
政
府
に
渡
さ
れ
た
︒
英
�
の
 
譯
に
つ
い
て
は
︑
ア
レ
ク
サ
ン

ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
が
幕
府
�
�
の
英
語

譯
者
で
あ
り
︑
向
山
ら
と
密
接
な
關
係
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
は

g
日
英
國
公
�
パ
ー
ク
ス
へ
の
一
八
六
七
年
一
二
$
一
一
日
附
け

(西
曆
)
の
書
鯵
で
は
向
山
に
よ
り
ス
タ
ン
リ
ー
卿
に
提
出
さ
れ
た
書
類
の

和
�
を
見
て
い
な
い
と
営
べ
︑
そ
の
書
類

(=
﹁
國
體
略
記
﹂
�
び
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
)
が
パ
リ
で
幕
府
�
�
に
よ
り
 
譯
さ
れ
た
と
報
吿
し
て
い

る(
41
)

︒
以
上
か
ら
�
斷
す
る
と
︑
栗
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
參
し
た
書
類
は
極
祕
の
も
の
で
あ
り
︑
幕
府
の
役
人
に
よ
り
英
語
に
 
譯
さ
れ
た
の

で
あ
る
︒

向
山
は
英
國
政
府
に
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
の
英
譯

E
xtra
cts
を
提
出
し
て
い
た
が
︑
こ
れ
は
幕
府
・
h
�
・
瑛
球
・
中
國
の
關
係
に
關
す
る

詳
細
な
報
吿
書
で
あ
り
︑
そ
の
內
容
か
ら
h
�
藩
が
著
し
た
﹁
h
州
舊
傳
記
﹂
の
よ
う
な
記
錄
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る(42

)
︒
こ
の

E
xtra
cts
の
�
後
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
幕
府
�
�
の
英
語

譯
者
と
し
て
パ
リ
に
�
�
さ
れ
て
い
た
箕
作
貞
一
郞

(麟
祥
)
に
よ
り
英

譯
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
長
�
の
&
料
で
あ
る
の
で
︑
そ
の
�
旨
を
ま
と
め
た(43

)
︒

①

一
六
〇
九

(慶
長
一
四
)
年
の
h
�
藩
に
よ
る
瑛
球
@
攻
に
つ
い
て
︑
一
六
〇
六
年
に
h
�
藩
�
島
津
家
久
は
德
川
家
康

(大
君
)
に
よ

り
謁
見
を
賜
っ
た
際
︑
瑛
球
は
昔
か
ら
h
�
藩
に
從
っ
て
い
た
の
に
︑
現
在
の
瑛
球
國
中
山
王

(=

國
王
)
尙
寧
が
︑
德
川
幕
府
を
開
い
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た
家
康
に
敬
�
を
示
す
た
め
に
日
本
に
�
�
を
�
�
す
る
こ
と
を
頑
な
に
拒
否
し
た
た
め
︑
瑛
球
を
罰
す
る
許
可
を
求
め
︑
家
康
が
そ
れ

を
�
め
た
︒

②

一
六
〇
九
年
に
︑
家
久
が
家
康
に
瑛
球
を
@
攻
す
る
こ
と
に
首
尾
よ
く
成
功
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
た
際
︑
家
康
は
そ
れ
を
高
く
Å
價
し
︑

正
式
な
書
鯵
に
よ
り
家
久
に
瑛
球
を
賜
っ
た
︒

③

h
�
藩
が
瑛
球
を
@
攻
し
た
後
︑
家
久
は
瑛
球
國
王
尙
寧
を
駿
河
城
で
家
康
に
︑
ま
た
江
戶
城
で
秀
忠
に
謁
見
さ
せ
た
︒
秀
忠
は
尙
寧
に

瑛
球
に
歸
國
す
る
こ
と
を
命
じ
︑
尙
寧
が
h
�
藩
に
從
っ
て
い
る
國
を
荏
�
し
て
い
る
も
の
の
︑
彼
を
德
川
幕
府
の
老
中
の
位
の
X
に
相

當
す
る
大
名
の
格
に
位
置
附
け
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
尙
寧
は
一
萬
石
の
大
名
格
に
さ
れ
た
︒

④

一
六
一
一
年
に
︑
家
久
は
瑛
球
國
王

(
尙
寧
)
に
歸
國
す
る
こ
と
を
許
し
た
が
︑
そ
の
時
か
ら
﹁
h
e
ca
u
se
d
h
im
to
b
e
w
a
tch
e
d
b
y
a

co
n
tro
lle
r
a
n
d
m
o
d
ifie
d
th
e
la
w
s
o
f
th
e
co
u
n
try
(藩
の
家
來
に
よ
り
彼
を
監
視
す
る
︑
ま
た
瑛
球
國
の
法
律
も
改
め
る
政
策
を
と
っ
た
)
﹂︒

瑛
球
側
は
h
�
藩
に
每
年
六
千
石
に
相
當
す
る
貢
物
を
%
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

こ
こ
ま
で
の
�
書
は
h
�
藩
の
記
錄

(﹁
h
州
舊
傳
記
﹂
)
な
ど
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
が
︑
X
の
二
つ
の
點
は
︑
當
時
の
瑛
球
の


屬
問

題
に
對
應
す
る
た
め
に
幕
府
側
が
栗
本
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
�
�
す
る
直
�
に
作
成
し
て
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

⑤

家
康
が
家
久
に
瑛
球
を
與
え
た
の
で
︑
瑛
球
は
德
川
將
軍

(大
君
)
か
ら
﹁
w
e
re
tre
a
te
d
...
a
s
a
co
n
q
u
e
re
d
co
u
n
try
w
h
ich
m
u
st

re
m
a
in
p
e
rp
e
tu
a
lly
d
e
p
e
n
d
e
n
t
(永
續
�
に
日
本
に
從
屬
す
る
征
W
さ
れ
た
國
と
し
て
取
り
L
わ
れ
た
)
﹂︒
さ
ら
に
︑﹁
T
h
is
v
e
ry
d
e
p
e
n
d
-

e
n
cy
h
a
s
b
e
e
n
fu
lly
a
cce
p
te
d
b
y
th
e
k
in
g
o
f
L
io
u
k
io
u
(
瑛
球
國
王
は
瑛
球
が
日
本
に
W
從
し
て
い
る
こ
と
を
完
�
に
承
�
し
て
い
る
)
﹂︒

德
川
將
軍
の
代
替
わ
り
每
に
︑
瑛
球
國
王
は
將
軍
に
お
禮
を
営
べ
る
た
め
に
�
�
を
�
�
す
る
︒
ま
た
︑
瑛
球
國
王
の
代
替
わ
り
每
に
︑

怨
し
い
國
王
は
︑
h
�
藩
�
を

し
て
將
軍
の
命
令
を
�
け
な
い
う
ち
に
は
︑﹁
ca
n
n
o
t
a
ssu
m
e
th
e
p
o
w
e
r
(
權
力
を
握
る
こ
と
が
で
き

な
い
)
﹂︒
怨
し
い
國
王
は
將
軍
へ
感
謝
を
表
す
た
め
に
代
理
人
を
江
戶
に
�
�
す
る
︒

X
の
點
に
つ
い
て
︑
和
�

(＝
幕
府
が
栗
本
に
渡
し
た
&
料
)
と
英
譯

(向
山
が
英
國
政
府
に
提
出
し
た
報
吿
書
)
と
で
は
︑
興
味
深
い
差
衣
が
見
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ら
れ
る
の
で
︑
兩
方
の
&
料
を
載
せ
る
︒

⑥

和
�

﹁
其
國
�
と
日
本
の
閒
に
あ
る
故
嗣
封
の
と
き
者
彼
國
よ
り
も
册
封
を
�
る
な
り
さ
れ
と
も
�
へ
は
Ç
く
日
本
へ
者
	
き
故
日
本
の
扶
助

に
あ
ら
さ
れ
は
常
È
の
日
用
も
辨
す
る
事
あ
た
は
す
去
る
に
よ
り
て
國
人
耶
É
刀

ヤ

マ

ト

と
稱
し
て
甚
た
日
本
を
Q
ふ
と
な
む
瑛
球
談(44

)
﹂

英
譯

A
s
th
e
L
io
u
k
io
u
isla
n
d
s
a
re
situ
a
te
d
b
e
tw
e
e
n
C
h
in
a
a
n
d
Ja
p
a
n
,th
e
n
e
w
k
in
g
re
ce
iv
e
s
a
lso
th
e
in
v
e
stitu
re
fro
m
C
h
in
a
.

H
o
w
e
v
e
r
th
e
d
ista
n
ce
w
h
ich
se
p
a
ra
te
s
th
e
isla
n
d
s
fro
m
th
e
C
h
in
e
se
E
m
p
ire
,w
h
ilst
th
e
y
a
re
so
n
e
a
r
to
Ja
p
a
n
,re
n
d
e
rs

th
e
m
strictly
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
Ja
p
a
n
.T
h
e
y
w
o
u
ld
n
o
t
b
e
a
b
le
to
m
a
n
a
g
e
th
e
ir
o
w
n
a
ffa
irs
w
ith
o
u
t
o
u
r
a
ssista
n
ce
.F
o
r
th
is

re
a
so
n
,
th
e
L
io
u
k
io
u
a
n
s
h
a
v
e
th
e
g
re
a
te
st
co
n
sid
e
ra
tio
n
fo
r
Ja
p
a
n
w
h
ich
th
e
y
ca
ll
Y
a
m
a
to

(
45
)

)
.

(
瑛
球
が
中
國
と
日
本
の
閒
に
あ
る
の
で
︑
怨
し
い
國
王
は
中
國
か
ら
も
﹁
册
封

(
in
v
e
stitu
re
)
﹂
さ
れ
る
︒
だ
が
︑
瑛
球
は
中
國
か
ら
Ç
い
Î
離
に
あ

る
一
方
で
︑
日
本
か
ら
は
非
常
に
	
い
Î
離
に
あ
る
こ
と
が
︑
瑛
球
を
日
本
に
嚴
密
に
依
存

(
も
し
く
は
從
屬
)
さ
せ
る

(
re
n
d
e
rs
th
e
m

strictly
d
e
-

p
e
n
d
e
n
t
o
n
Ja
p
a
n
)︒
日
本
の
Ï
助
な
し
で
は
︑
瑛
球
が
自
ら
の
諸
事
を
管
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
︑
瑛
球
人
は
﹁
大
和
﹂
と
稱
す
る
日
本
を
非

常
に
Q
敬
す
る
)
︒

興
味
深
い
の
は
︑
瑛
球
國
王
は
中
國
の
皇
�
に
よ
り
册
封
さ
れ
る
が
︑
瑛
球
は
中
國
に
比
べ
る
と
日
本
と
非
常
に
	
い
の
で
︑
幕
府
の
&
料

(和
�
)
で
は
﹁
日
本
の
扶
助
に
あ
ら
さ
れ
は
常
È
の
日
用
も
辨
す
る
事
あ
た
は
す
﹂︑
す
な
わ
ち
日
本
の
Ï
助
な
し
で
は
瑛
球
が
王
國
と
し
て

存
立
で
き
な
い
と
営
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
對
し
︑
幕
府
�
�

(箕
作
の
英
譯
)
は
︑
瑛
球
が
中
國
に
比
べ
る
と
日
本
と
非
常
に
	
い
の
で
︑﹁
日

本
に
嚴
密
に
依
存

(も
し
く
は
從
屬
)
﹂
し
て
い
る
と
�
張
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
幕
府
側
が
右
の
よ
う
な
詳
し
い
�
報
を
は
じ
め
て
西
洋
列
强
に

知
ら
せ
た
こ
と
は
留
�
す
べ
き
點
で
あ
る
︒

以
上
が
英
國
政
府
に
英
�
で
實
際
に
提
出
さ
れ
た

E
xtra
cts
の
內
容
で
あ
る
が
︑
和
�
の
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
か
ら
は
當
時
の
瑛
球
問
題
に
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つ
い
て
幕
府
に
と
っ
て
�
も
重
�
な
點
が
分
か
る
︒﹃
續

信
�
覽
﹄
に
あ
る
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
で
は
︑
�
後
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
︑
幕
府
は

栗
本
ら
に
對
し
て
︑
瑛
球
が
﹁
自
ら
別
箇
の
國
に
し
て
荏
�
の
正
朔
を
奉
し
彼
の
册
封
を
�
︑
印
我
が
國
に
も
屬
し
て
h
�
の
管
Ð
を
�
く
る

と
い
へ
と
も
︑
自
ら
其
國
王
ハ
別
に
a
之
者
�
然
た
り(46

)
﹂︑
と
傳
え
る
よ
う
內
密
に
指
示
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
幕
府
は
︑
瑛
球
が
淸
<
の
<
貢

國
で
あ
り
︑
幕
府
の
屬
國
で
h
�
藩
の
管
Ð

=

領
分
で
あ
る
と
し
て
も
︑
瑛
球
に
は
別
に
﹁
國
王
﹂
が
い
る
と
い
う
事
實
を
佛
・
英
國
に
示
す

こ
と
を
き
わ
め
て
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

X
に
︑
向
山
が
英
國
政
府
に
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
と
合
わ
せ
て
提
出
し
た
﹁
中
山
王
よ
り
の
來
d
﹂
と
い
う
記
錄
の
內
容
を
鯵
單
に
み
よ
う
︒

こ
の
&
料
で
は
︑
幕
府
は
一
六
四
四

(
B
永
二
〇
)
年
︑
一
六
四
九

(慶
安
二
)
年
︑
一
六
五
三

(
承
應
二
)
年
︑
一
六
七
一

(
B
�
一
一
)
年
の

瑛
球
�
�
�
�
の
際
︑
瑛
球
國
王

(中
山
王
)
と
老
中
が
や
り
と
り
し
た
書
鯵
の
內
容
を
紹
介
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
以
上
の
內
容
は
現
在
の

と
こ
ろ
英
國
政
府
の
外
�
&
料
の
中
で
は
確
�
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
幕
府
側
の
&
料

(﹃
續

信
�
覽
﹄
)
を
檢
討
す
る
と
︑
瑛

球
國
王

(中
山
王
)
は
︑
將
軍
の
代
替
わ
り
と
自
ら
の
卽
位
の
際
に
︑
お
禮
を
営
べ
る
た
め
に
江
戶
幕
府
に
慶
賀
と
謝
恩
の
�
�
を
�
�
し
︑

そ
の
際
江
戶
城
で
は
瑛
球
�
者
が
將
軍
に
獻
上
物
を
奉
っ
た
こ
と
が
営
べ
ら
れ
て
い
る(47

)
︒
幕
府
は
こ
の
江
戶
參
府
の
瑛
球
�
�
を
め
ぐ
る
&
料

を
英
國
政
府
に
見
せ
る
こ
と
に
よ
り
德
川
將
軍
と
瑛
球
國
王
に
は
上
下
關
係
が
あ
り
︑
h
�
藩
が
瑛
球
國
王
で
は
な
い
こ
と
を
證
�
す
る
こ
と

を
狙
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

�
営
の

り
︑
一
八
六
七

(慶
應
三
)
年
に
向
山
は
英
國
政
府
に
︑
幕
府
が
英
國
代
理
公
�
ニ
ー
ル
へ
一
八
六
二

(
�
久
二
)
年
に
提
出
し

た
正
式
な
﹁
�
書
﹂
(と
そ
の
﹁
別
紙
﹂
)
の
英
�
で
あ
る

N
o
tice
を
渡
し
た
︒
こ
こ
で
は
︑
一
八
六
七
年
の

N
o
tice
と
一
八
六
二
年
の
和
�
と

の
差
衣
に
:
目
し
た
い
︒

�
久
二
年
の
﹁
�
書
﹂
の
﹁
別
紙
﹂
に
は
﹁
瑛
球
島
は
我
�
治
年
中
よ
り
聘
禮
を
行
ひ
來
り
し
か(48

)
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
一
八
六
七

(慶

應
三
)
年
の
N
o
tice
で
は
左
の

り
書
か
れ
て
い
る(49

)
︒

一
一
八
五

(
�
治
元
)
年
か
ら
﹁
T
h
e
L
io
u
k
io
u
isla
n
d
s
h
a
d
co
n
sta
n
tly
re
co
g
n
iz
e
d
th
e
so
v
e
re
ig
n
ty
o
f
th
e
Ja
p
a
n
e
se
g
o
v
e
rn
-

― 88 ―

496



m
e
n
t
(
瑛
球
の
諸
島
は
絕
え
ず
日
本
政
府
の
�
權
を
承
�
し
て
お
り
)
﹂︑
規
則
�
に
�
�
と
贈
り
物
を
%
っ
て
き
た
︒

こ
の
英
�
の
&
料
も
幕
府
の
�
�
團
に
參
加
し
て
い
た
箕
作
貞
一
郞

(麟
祥
)
に
よ
る
 
譯
で
あ
り
︑
右
の
一
�
で
は
︑
國
際
法
に
基
づ
い

て
	
代
�
な
表
現

(
h
a
d
co
n
sta
n
tly
re
co
g
n
iz
e
d
th
e
so
v
e
re
ig
n
ty
)
が
�
用
さ
れ
て
お
り
︑
:
目
に
値
す
る
︒

江
戶
へ
の
瑛
球
�
�
に
つ
い
て
一
八
六
七
年
の
N
o
tice
で
は
左
の

り
說
�
さ
れ
て
い
る(50

)
︒

德
川
將
軍
の
代
替
わ
り
每
に
︑
將
軍
は
島
津
家
に
瑛
球
の
﹁
d
o
n
a
tio
n
﹂
(付
與
)
を
再
確
�
す
る
と
と
も
に
︑﹁
co
n
fe
rs
th
e
in
v
e
stitu
re

to
th
e
k
in
g
o
f
L
io
u
k
io
u
(
瑛
球
國
王
に
册
封
・
Ô
�
・
任
命
す
る
)
﹂︒
瑛
球
國
王
は
將
軍
へ
感
謝
の
旨
を
営
べ
る
た
め
に
h
�
藩
�
が
同
行

す
る
�
�
を
江
戶
に
�
�
す
る
︒
h
�
藩
�
は
瑛
球
政
府
に
德
川
將
軍
の
命
令
・
指
示
を
傳
え
る
︒

一
八
六
二
年
の
幕
府
に
よ
る
正
式
な
﹁
�
書
﹂
の
﹁
別
紙
﹂
で
は
︑
將
軍
の
代
替
わ
り
每
に
幕
府
は
h
�
藩
に
瑛
球
の
荏
�
を
再
付
與
す
る

契
機
と
し
て
﹁
大
禮(51

)
﹂
を
行
う
と
書
か
れ
て
い
る
が
︑
一
八
六
七
年
の

N
o
tice
で
は
︑
將
軍
が
襲
職
す
る
每
に
﹁
瑛
球
國
王
﹂
に
册
封
・
Ô

�
・
任
命
す
る
︑
と
變
Õ
し
た
︒
ま
た
︑
一
八
六
二
年
の
﹁
�
書
﹂
の
﹁
別
紙
﹂
で
は
︑
瑛
球
﹁
島
�
﹂
が
卽
位
し
た
際
︑
h
�
藩
�
が
怨
し

い
﹁
島
�
﹂
に
命
令
を
出
す
と
書
か
れ
て
い
る
が
︑
一
八
六
七
年
の

N
o
tice
で
は
h
�
藩
�
は
媒
介
の
役
割
を
し
︑﹁
瑛
球
政
府
﹂
に
德
川
將

軍
の
命
令
・
指
示
を
知
ら
せ
る
と
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒

以
上
か
ら
み
る
と
︑
幕
府
が
一
八
六
二
年
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
へ
の
﹁
�
書
﹂
を
訂
正
す
る
必
�
性
を
感
じ
た
�
も
重
�
な
理
由
と
は
︑
瑛
球

國
王
の
稱
號
を
曖
昧
な
﹁
島
�
﹂
か
ら
﹁
瑛
球
國
王

(
th
e
k
in
g
o
f
L
io
u
k
io
u
)
﹂
に
す
る
こ
と
で
︑
瑛
球
に
は
國
王
が
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と

で
あ
る
︒
ま
た
︑
興
味
深
い
の
は
︑
幕
府
�
�
は
﹁
將
軍
の
代
替
わ
り
每
に
幕
府
は
h
�
藩
に
瑛
球
の
荏
�
を
再
付
與
す
る
契
機
と
し
て
﹁
大

禮
﹂
を
行
う
﹂
と
い
う
�
違
を
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
﹁
將
軍
は
島
津
家
に
瑛
球
の
付
與
を
再
確
�
す
る
と
と
も
に
︑
瑛
球
國
王
に
册
封
・
Ô

�
・
任
命
す
る
﹂
に
變
Õ
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

こ
れ
に
關
聯
し
て
︑
一
八
六
二
年
の
英
國
政
府
へ
の
幕
府
に
よ
る
﹁
�
書
﹂
と
そ
の
﹁
別
紙
﹂
(
す
な
わ
ち
︑
栗
本
が
幕
府
か
ら
渡
さ
れ
た
和
�

の
&
料
)
の
�
後
の
と
こ
ろ
で
︑
幕
府
は
栗
本
ら
へ
︑﹁
是
に
於
て
も
瑛
球
の
自
ら
島
王
の
別
に
在
り
て
h
�
を
直
に
島
王
と
な
す
へ
か
ら
さ
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る
ハ
�
然
た
り(52

)
﹂
と
い
う
こ
と
を
內
密
に
傳
え
た
︒
こ
の
よ
う
な
指
示
を
�
け
て
︑
パ
リ
に
お
い
て
栗
本
ら
は
﹁
大
禮
﹂
(=

瑛
球
�
�
の
﹁
慶

賀
�
﹂
)
を
﹁
册
封
﹂
�
な
儀
禮
に
變
Õ
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
一
八
六
二

(
�
久
二
)
年
に
幕
府
は
英
國
政
府
に
瑛
球
が
日
本
の
屬
國
で
あ
り
な
が
ら
h
�
藩
の
領
分
で
あ
る
と
営
べ
て
い

た
が
︑
一
八
六
七

(慶
長
三
)
年
の
パ
リ
で
の
h
�
藩
�
�
の
行
動
へ
の
對
抗
措
置
と
し
て
︑
英
國
政
府
に
對
し
て
瑛
球
が
h
�
藩
の
領
分
で

あ
り
︑
將
軍
の
命
令
に
從
う
永
Ç
に
日
本
の
屬
國
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
れ
と
は
別
に
﹁
國
王
﹂﹁
島
王
﹂
が
い
る
こ
と
も
�
確
に
�
張
し
た
︒

こ
れ
に
よ
り
︑
幕
府
の
�
張
に
よ
れ
ば
︑
h
�
藩
�
が
瑛
球
國
王
だ
と
い
え
な
い
こ
と
が
�
確
に
な
る
︒
ま
た
︑
幕
府
は
す
で
に
一
八
六
二
年

の
﹁
�
書
﹂
で
は
︑
中
國
に
比
べ
て
日
本
に
よ
る
瑛
球
荏
�
が
よ
り
實
質
�
で
あ
る
と
営
べ
て
い
た
が
︑
一
八
六
七
年
に
中
國
と
日
本
の
瑛
球

荏
�
の
說
�
に
つ
い
て
も
一
步
�
�
し
︑
淸
<
に
比
べ
て
瑛
球
が
日
本
か
ら
地
理
�
に
非
常
に
	
い
の
で
︑
日
本
の
Ï
助
な
し
で
は
瑛
球
が
王

國
と
し
て
存
立
で
き
な
い
と
営
べ
た
︒
さ
ら
に
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
幕
府
�
�
は
︑
こ
の
地
理
�
な
位
置
附
け
は
瑛
球
を
﹁
日
本
に
嚴
密

に
依
存

(も
し
く
は
從
屬
)
さ
せ
る

(
re
n
d
e
rs
th
e
m

strictly
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
Ja
p
a
n
)
﹂
と
加
え
る
こ
と
で
︑
日
本
に
よ
る
瑛
球
荏
�
に
つ
い
て
︑

よ
り
强
い
�
張
を
し
た
︒

向
山
の
日
瑛
關
係
に
つ
い
て
の
�
張
に
對
し
て
︑
ス
タ
ン
リ
ー
卿
は
﹁
一
︑
瑛
球
之
義
も
得
と
熟
覽
取
E
可
申
候(53

)
﹂
と
い
い
︑
こ
れ
か
ら

﹁
取
E
﹂
を
行
う
と
営
べ
た
︒
だ
が
︑
そ
の
時
點

(一
八
六
七
年
・
慶
應
三
年
一
一
$
一
五
日
)
で
は
︑
日
本
に
お
い
て
第
一
五
代
將
軍
德
川
慶
喜

が
す
で
に
政
權
を
<
廷
に
�
上
し
︑
ま
も
な
く
德
川
政
權
が
倒
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
︑
そ
の
後
幕
府
側
は
瑛
球
問
題
な
ど
に
つ
い
て
對

應
す
る
餘
裕
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

右
の
出
來
事
に
先
立
っ
て
︑
一
八
六
七
年
六
$
二
六
日

(西
曆
)
に
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
で
は
パ
リ
に
お
け
る
幕
府
�
�
と
h
�

藩
�
�
に
つ
い
て
記
事
が
出
て
い
た(54

)
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
紙
の
記
事
に
基
づ
い
て
︑
德
川
昭
武
に
同
行
し
て
い
た

�
�
は
日
本
の
正
式
な
�
�
で
は
な
い
と
書
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
h
�
藩
の
�
�
に
つ
い
て
﹁
h
�
侯
の
代
表
に
�
�
の
稱
號
を
與
え
る
の
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も
正
し
く
な
い
︒
h
�
侯
は
日
本
の
國
王
の
臣
下
に
す
ぎ
な
い
か
ら
︑
外
國
の
宮
廷
に
﹁
�
�
﹂
と
い
う
代
表
を
%
る
權
限
を
持
た
な
い
か
ら

だ
︒
h
�
侯
が
パ
リ
に
%
っ
て
き
た
人
物
は
�
覽
會
へ
の
代
表
で
︑
彼
ら
が
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
へ
の
外
�
�
�
で
な
い
こ
と
は
︑
外
相
に
公
式
に

謁
見
し
て
い
な
い
事
實
か
ら
も
證
�
さ
れ
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

右
の
ア
メ
リ
カ
の
怨
聞
か
ら
み
る
と
︑
一
八
六
七
年
の
幕
府
の
�
�
も
h
�
藩
の
�
�
も
正
式
な
�
�
と
し
て
位
置
附
け
ら
れ
ず
︑
さ
ら
に

h
�
藩
�
�
は
正
式
に
フ
ラ
ン
ス
の
外
相
か
ら
謁
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
︒
興
味
深
い
の
は
︑
日
本
に
は
﹁
國
王
﹂
が
い
る
と
�
識

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
今
ま
で
み
た
よ
う
に
︑
當
時
︑
日
本
の
體
制
に
つ
い
て
西
洋
で
は
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
諸
點
が
あ
っ
た
︒
例

え
ば
︑
將
軍

(大
君
)
と
天
皇

(ミ
カ
ド
)
と
の
關
係
や
︑
將
軍
と
大
名
た
ち
と
の
關
係
︑
ま
た
瑛
球
と
中
國
・
h
�
藩
・
幕
府
の
關
係
は
曖

昧
に
理
解
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
は
一
貫
性
の
な
い
知
識
が
み
ら
れ
る
︒
だ
が
︑
そ
の
中
で
も
︑
瑛
球
を
獨
立
國
と
し
て
み
て
い
た
西
洋
人
・
西

洋
列
强
は
少
な
か
っ
た
と
い
え
る
︒

以
上
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
幕
府
と
h
�
藩
は
戊
辰
戰
爭
で
物
理
�
に
戰
う
以
�
に
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
お
互
い
に
外
�
�
な
戰
い
も

行
っ
た
︒
�
治
維
怨
に
つ
い
て
は
︑
�
に
幕
末
に
お
い
て
h
�
藩
・
長
州
藩
な
ど
が
日
本
國
內
で
倒
幕
Ö
動
を
�
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
こ

と
が
:
目
さ
れ
て
き
た
が
︑
一
八
六
七
年
に
h
�
藩
と
幕
府
が
外
�
�
に
戰
っ
た
舞
臺
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
着
目
す
べ

き
で
あ
り
︑
よ
り
廣
い
視
點
か
ら
�
治
維
怨
を
檢
討
す
る
必
�
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

(

四
)

	
世
か
ら
	
代
へ

｢
瑛
球
處
分
﹂
に
關
す
る
硏
究
の
重
�
な
特
×
の
一
つ
は
︑
�
治
政
府
に
よ
る
瑛
球
>
合
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
始
ま
り
を
�
治
初
C
︑
詳
し

く
言
う
と
一
八
七
一
～
七
二
年
の
C
閒
に
位
置
附
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒(55

)
︒

筆
者
の
視
點
か
ら
み
る
と
︑﹁
瑛
球
處
分
﹂
を
完
�
に
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
幕
末
に
形
成
さ
れ
た
そ
の
大
�
提
か
ら
硏
究
す
る
の
が
不
可

缺
な
作
業
で
あ
る
︒
本
稿
の
內
容
か
ら
も
�
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
︑
幕
末
に
な
る
と
瑛
球
の


屬
問
題
が
徐
々
に
國
際
�
な
も
の
に
な
り
︑
西
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洋
列
强
が
幕
府
に
瑛
球
と
日
本
の
關
係
に
つ
い
て
照
會
す
る
よ
う
に
な
り
︑
幕
府
が
そ
れ
に
對
し
て
正
式
な
�
書
を
%
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
一
方
で
瑛
球
が
日
淸
兩
屬
の
荏
�
下
に
あ
り
な
が
ら
︑
日
本
に
よ
る
荏
�
の
方
が
實
質
�
で
あ
る
と
い
う
幕
府
側
の
�
識
が

强
ま
っ
て
い
っ
た
︒
他
方
で
︑
イ
ギ
リ
ス
政
府
へ
の
幕
府
側
の
正
式
な
﹁
�
書
﹂
な
ど
に
基
づ
い
て
︑
瑛
球
が
中
國
と
日
本
の
荏
�
を
�
け
て

い
る
も
の
の
︑
徐
々
に
日
本

(特
に
h
�
藩
)
と
の
關
係
の
方
が
密
接
で
あ
る
こ
と
が
西
洋
列
强
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

以
上
を
踏
ま
え
て
︑﹁
瑛
球
處
分
﹂
へ
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
︑
	
世
か
ら
	
代
へ
の
移
行
�
び
分
岐
點
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
︑
幕

末
と
の
﹁
聯
續
性
﹂
に
つ
い
て
も
:
目
す
る
必
�
が
あ
る
と
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

本
稿
で
�
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
︑
ペ
リ
ー
と
の
�
涉
以
影
︑
瑛
球
に
對
す
る
幕
府
側
の
關
心
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
︒
そ
れ
に
も
關
わ
ら
ず
︑

一
八
六
七
年
に
至
る
ま
で
幕
府
は
瑛
球
を
日
淸
兩
屬
の
荏
�
下
に
あ
る
と
位
置
附
け
︑
瑛
球
を
日
本
の
一
部
分
に
す
る
動
き
は
み
ら
れ
な
か
っ

た
︒一

八
七
二

(
�
治
五
)
年
六
$
頃
に
�
治
政
府
の
中
で
瑛
球
の
問
題
が
は
じ
め
て
深
刻
に
議
論
さ
れ
た
際
︑
左
院
は
瑛
球
を
﹁
我
ト
淸
ト
ニ

兩
屬
﹂
と
位
置
附
け
︑
左
の
と
お
り
営
べ
た(56

)
︒

瑛
球
國
ハ
�
ヨ
リ
始
マ
リ
淸
ニ
至
テ
モ
其
封
册
ヲ
�
ケ
正
朔
ヲ
奉
ス
︑
然
ル
ニ
其
名
ハ
封
册
ヲ
�
ケ
正
朔
ヲ
奉
ス
レ
ト
モ
︑
其
實
ハ
島

津
氏
纍
世
之
ヲ
荏
�
シ
︑
士
官
ヲ
�
シ
其
國
ヲ
鎭
撫
ス
而
已
ナ
ラ
ス
︑
�
臣
ヲ
Ù
テ
來
<
セ
シ
ム
ル
事
舊
幕
府
ヨ
リ
ノ
制
タ
リ
由
是
觀

之
ハ
瑛
球
ノ
我
ニ
依
賴
ス
ル
事
淸
ヨ
リ
Û
レ
ル
ハ
淸
ニ
ハ
名
ヲ
以
テ
W
從
シ
我
ニ
ハ
實
ヲ
以
テ
W
從
ス
レ
ハ
ナ
リ

こ
の
&
料
に
よ
る
と
︑
瑛
球
は
﹁
名
﹂
に
お
い
て
は
�
・
淸
<
か
ら
﹁
封
册
﹂
を
�
け
︑
正
朔
を
奉
じ
て
も
︑﹁
實
﹂
に
お
い
て
は
島
津
氏

に
代
々
荏
�
さ
れ
て
い
る
︒
島
津
氏
は
家
來
を
瑛
球
に
�
�
し
︑
瑛
球
を
取
り
閲
ま
る
だ
け
で
な
く
︑
瑛
球
の
�
臣

(=

慶
賀
�
・
謝
恩
�
)
に

(江
戶
ま
で
)
同
行
し
て
﹁
來
<
﹂
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒﹁
舊
幕
府
ヨ
リ
ノ
制
﹂
か
ら
み
る
と
︑
瑛
球
は
德
川
幕
府
の
荏
�
下
に
あ
っ
た
と
営
べ

た
の
で
あ
る
︒

こ
の
&
料
の
內
容
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
︑
左
院
は
︑
德
川
時
代
に
お
い
て
は
瑛
球
が
淸
<
と
日
本

(幕
府
・
h
�
)
の
荏
�
下
に
あ
っ
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た
が
︑
日
本
に
よ
る
瑛
球
荏
�
の
方
が
よ
り
實
質
�
な
も
の
で
あ
っ
た
と
�
識
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
�
識
︑
特
に
左
院
が
営
べ
た
﹁
其

名
﹂

=

淸
<
荏
�
と
﹁
其
實
﹂

=

h
�
・
幕
府
荏
�
と
い
う
位
置
附
け
は
︑
一
八
五
四
年
の
阿
部
に
よ
る
﹁
想
定
問
答
集
﹂
の
第
十
答
目
と
︑

一
八
六
二
年
の
幕
府
か
ら
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
へ
の
正
式
な
﹁
�
書
﹂
と
に
重
�
な
關
聯
性
が
あ
る
こ
と
に
留
�
す
べ
き
で
あ
る
︒
以
上
の
い
ず

れ
の
&
料
に
お
い
て
も
︑
瑛
球
が
淸
<
か
ら
正
朔
と
册
封
を
�
け
て
い
た
が
︑
瑛
球
が
日
本
に
從
っ
て
き
た
事
實
と
し
て
一
六
〇
九
年
の
h
�

藩
@
攻
に
よ
る
瑛
球
の
W
從
︑
h
�
藩
の
家
來
が
瑛
球
で
は
取
り
閲
ま
り
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
︑
h
�
藩
�
は
瑛
球
�
�
を
江
戶
ま
で
同
行

し
た
こ
と
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

	
世
か
ら
	
代
へ
と
い
う
C
閒
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
幕
府
の
役
人
と
�
治
政
府
と
の
關
係
に
つ
い
て
も
:
目
す
る
必
�
が
あ

る
︒
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
︑
一
八
六
七
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
幕
府
の
�
�
は
︑
幕
府
の
體
制
を
維
持
す
る
た
め
に
重
�
な
役
割
を
果

た
し
た
︒
そ
の
中
で
も
︑
箕
作
麟
祥

(一
八
四
六
～
一
八
九
七
)
は
 
譯
者
と
し
て
き
わ
め
て
大
事
な
作
業
を
行
っ
た
︒
一
八
七
〇
年
代
に
お
い

て
︑
彼
は
�
部
省
�
び
司
法
省
の
官
僚
と
し
て
︑
日
本
の
諸
法
典

(民
法
や
商
法
な
ど
)
の
Ü
纂
に
お
い
て
重
�
な
業
績
を
殘
し
た
が
︑
パ
リ

か
ら
歸
國
し
た
後
一
八
七
〇

(
�
治
三
)
年
四
$
一
五
日
か
ら
八
$
一
三
日
ま
で
外
國
官
 
譯
御
用
掛
と
し
て
勤
め
て
い
た(57

)
︒
パ
リ
で
の
幕
府

�
�
の
活
Þ
に
つ
い
て
は
︑
幕
府
の
舊
役
人
が
怨
政
府

(
�
治
政
府
)
に
詳
し
い
報
吿
を
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
一
方
で
︑
箕
作
が
 
譯
を

擔
當
し
た
諸
ß
料
は
英
國
の
外
�
�
書
の
み
が
現
存
し
︑
日
本
の
外
�
&
料
館
に
は
管
見
の
限
り
確
�
で
き
な
い
︒
特
に
︑
パ
リ
に
お
い
て
幕

府
�
�
が
︑
瑛
球
の
慶
賀
�
を
﹁
慶
賀
﹂
の
儀
禮
で
は
な
く
︑﹁
册
封
﹂
�
儀
禮
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
と
︑
一
八
七
一

(
�
治
四
)
年
一

一
$
四
日
に
外
務
卿
と
な
っ
た
副
島
種
臣
が
︑
一
八
七
二
年
六
$
�
後
に
�
治
天
皇
か
ら
瑛
球
國
王
に
﹁
册
封
﹂
を
與
え
る
こ
と
を
提
案
し
た

こ
と
と
は
︑
筆
者
は
關
係
性
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
が
︑
箕
作
が
外
國
官

(=

一
八
七
二
年
に
外
務
省
に
な
る
)
に
そ
の
�
報
を
知
ら
せ
た
か
は

定
か
で
は
な
い
︒
こ
の
點
も
含
め
︑
一
八
七
二
年
の
箕
作
と
瑛
球
の


屬
問
題
に
關
す
る
考
察
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

こ
の
よ
う
に
︑
日
本
に
よ
る
瑛
球
の
>
合
£
~
は
︑
幕
末

(一
八
四
〇
年
代
)
に
西
洋
列
强
が
東
ア
ジ
ア
に
�
出
す
る
こ
と
に
よ
り
始
ま
り
︑

一
八
五
〇
年
代
か
ら
德
川
幕
府
が
瑛
球
・
日
本
關
係
に
つ
い
て
の
關
心
を
徐
々
に
深
め
る
よ
う
に
な
り
︑
	
代
國
家
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
�
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治
政
府
に
よ
り
一
八
七
二
年
か
ら
一
八
七
九
年
に
か
け
て
>
合
が
實
現
さ
れ
た
︑
と
い
う
長
C
に
わ
た
る
國
際
�
な
出
來
事
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
︒

X
に
西
洋
列
强
の
à
勢
を
み
て
み
た
い
︒

一
八
五
〇
年
代
に
お
い
て
︑
米
國
・
佛
國
・
蘭
國
の
�
�
は
瑛
球
と
修
好
條
P
を
閲
結
し
た
際
︑
瑛
球
王
府
に
あ
る
~
度
ま
で
の
外
�
權
を

�
め
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
﹁
三
條
P
﹂
は
漢
�
で
書
か
れ
て
お
り
︑
中
國
の
年
號
が
�
用
さ
れ
て
お
り
︑
瑛
球
と
日
本
の
當
時
の
關
係

(=

荏
�
關
係
)
に
つ
い
て
何
も
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
見
â
し
て
は
い
け
な
い
事
實
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
一
八
六
二

(
�
久
二
)
年
に
な
る
と
︑
生
麥
事
件
を
契
機
に
瑛
球
の


屬
問
題
が
西
洋
列
强
の
:
�
を
喚
�
し
︑
イ
ギ
リ
ス
側
の

照
會
に
對
し
て
幕
府
側
は
英
國
政
府
に
瑛
球
の
政
治
�
な
位
置
附
け

(=

瑛
球
は
中
國
に
<
貢
し
て
き
た
が
︑
h
�
藩
の
領
分
と
し
て
日
本
の
屬
國
で

あ
る
こ
と
)
に
つ
い
て
詳
し
い
﹁
�
書
﹂
を
%
っ
た
︒
當
時
の
ア
メ
リ
カ
側
の
&
料
か
ら
�
斷
す
る
と
︑
g
日
ア
メ
リ
カ
公
�
ロ
バ
ー
ト
・
プ

ル
イ
ン
も
瑛
球
が
h
�
藩
の
荏
�
を
�
け
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︑
す
な
わ
ち
︑
英
國
側
は
︑
幕
府
か
ら
提
出
さ
れ
た

﹁
�
書
﹂
の
內
容
を
他
の
西
洋
列
强
に
も
知
ら
せ
た
と
思
わ
れ
る
︒

ア
メ
リ
カ
は
一
八
五
五
年
に
瑛
球
と
閲
結
し
た
條
P
を
正
式
に
批
准
し
て
い
る
が
︑
オ
ラ
ン
ダ
は
一
八
六
二
年
に
瑛
球
側
と
假
の
批
准
�
奄

を
行
っ
た
も
の
の
︑
そ
の
後
瑛
球
の
政
治
�
な
地
位

(=
瑛
球
が
中
國
︑
特
に
日
本
に
貢
�
し
て
い
る
こ
と
)
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
�
報
を
獲
得

し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
一
八
六
三
年
か
ら
一
八
六
七
年
の
閒
に
正
式
に
瑛
蘭
修
好
條
P
を
批
准
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た(58

)
︒
こ
れ
は
︑
生
麥

事
件
を
契
機
に
幕
府
が
英
國
政
府
に
瑛
球
の
位
置
附
け
に
つ
い
て
詳
し
い
﹁
�
書
﹂
を
%
っ
た
こ
と
と
密
接
に
關
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒

フ
ラ
ン
ス
も
一
八
六
二
年
ま
で
瑛
佛
修
好
條
P
の
履
行
を
重
視
し
て
い
た
が
︑
一
八
六
七
年
に
パ
リ
に
お
い
て
h
�
藩
�
�
が
藩
�
が
瑛
球

國
王
で
あ
る
こ
と
を
�
張
し
た
際
︑
瑛
球
の
政
治
�
な
位
置
附
け
に
つ
い
て
再
び
:
目
し
た
︒
そ
の
時
︑
オ
ラ
ン
ダ
政
府
に
問
い
合
わ
せ
た
際

に
︑
オ
ラ
ン
ダ
が
瑛
球
の
獨
立
性
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
を
聞
い
て
か
ら
︑
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
瑛
佛
修
好
條
P
の
批
准
を
見
%
る
こ
と
に
し

た
の
で
あ
る(59

)
︒
こ
の
決
定
は
︑
一
八
六
七
年
の
パ
リ
に
お
け
る
h
�
藩
�
�
の
活
動
�
び
オ
ラ
ン
ダ
政
府
か
ら
得
た
�
報
と
密
接
な
關
係
が
あ
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る
と
思
わ
れ
る
︒

�
治
初
C
に
な
る
と
︑
g
日
附
ギ
リ
ス
辦
理
公
�
ワ
ト
ソ
ン

(
R
.
G
.
W
a
tso
n
)
は
︑
イ
ギ
リ
ス
外
務
X
官
ハ
モ
ン
ド

(
E
.
H
a
m
m
o
n
d
)
宛

て
の
一
八
七
二

(
�
治
五
)
年
九
$
二
〇
日
附
け
の
書
鯵
で
︑
英
國
政
府
に
︑
東
京
に
到
着
し
た
瑛
球
維
怨
慶
賀
�
に
つ
い
て
報
吿
し
て
い
る
︒

そ
の
中
で
︑
ワ
ト
ソ
ン
は
︑
�
治
維
怨
以
�
︑
日
本
の
政
府
が
將
軍
に
よ
り
瓜
治
さ
れ
︑﹁
瑛
球
國
王
が
德
川
將
軍
を
瑛
球
の
宗
�
と
し
て
見

て
い
た
﹂
と
営
べ
た(60

)
︒
ワ
ト
ソ
ン
は
瑛
球
が
日
本
の
荏
�
下
に
あ
る
と
�
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
ワ
ト
ソ
ン
は
︑
瑛
球
と
日
本
の
關
係
に
關
す
る
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ

(
E
.
S
a
to
w
,
イ
ギ
リ
ス
の

辯
官
)
が
記
し
た
非
常
に
詳
し
い

覺
書
を
報
吿
に
添
附
し
た
︒
こ
の
覺
書
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
一
六
〇
九
年
の
h
�
藩
に
よ
る
瑛
球
@
略
か
ら
︑
瑛
球
國
王
が
h
�
藩
�
の

荏
�
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
︑
自
ら
の
宗
�
と
し
て
奉
公
し
續
け
た
こ
と
︑
そ
し
て
︑
德
川
將
軍
の
代
替
わ
り
每
に
︑
h
�
藩
が
仲
介
者
の

勞
を
取
り
︑
將
軍
に
よ
り
瑛
球
國
王
に
改
め
て
﹁
in
v
e
stitu
re﹂
(册
封
・
Ô
�
・
任
命
)
が
承
�
さ
れ
て
き
た
こ
と
︑
ま
た
︑
中
國
と
日
本
の

閒
に
あ
る
瑛
球
の
そ
の
位
置
の
た
め
に
︑
瑛
球
國
王
は
卽
位
に
あ
た
っ
て
中
國
か
ら
も
册
封
を
�
け
て
き
て
お
り
︑
中
國
か
ら
册
封
の
�
�
が

�
�
さ
れ
て
き
た
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る(61

)
︒

こ
の
サ
ト
ウ
の
覺
書
は
︑
一
八
六
二

(
�
久
)
年
に
幕
府
が
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
%
っ
た
正
式
な
﹁
�
書
﹂
の
內
容
と
ほ
と
ん
ど
同
樣
で
非
常

に
詳
し
い
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
際
︑
イ
ギ
リ
ス
側
が
幕
府
の
﹁
�
書
﹂
を
英
語
に
 
譯
し
て
お
り
︑
そ
の
中
で
は
幕
府
の
﹁
�
書
﹂
に
営
べ
ら

れ
て
い
た
﹁
大
君
殿
下
代
替
り
の
�
に
改
て
同
家
へ
賜
る
事
に
て
我
政
府
に
お
い
て
大
禮
を
行
ひ
﹂
と
い
う
�
言
が
﹁
F
ro
m

th
a
t
tim
e

th
o
se
Isla
n
d
s
a
re
a
lw
a
y
s
p
re
se
n
te
d
a
fre
sh
to
th
e
P
rin
ce
o
f
S
a
tsu
m
a
,
a
s
o
fte
n
a
s
th
e
T
y
co
o
n
h
a
n
d
s
o
v
e
r
h
is
C
ro
w
n
to
h
is

su
cce
sso
rs
a
n
d
w
h
e
n
th
e
g
re
a
t
ce
re
m
o
n
y
o
f
fe
o
ffm
e
n
t
ta
k
e
s
p
la
ce
in
o
u
r
E
m
p
ire

(62
)

﹂
と
い
う
風
に
英
語
に
 
譯
さ
れ
て
い
た
︒
幕
府

側
の
&
料
で
は
瑛
球
�
�
の
慶
賀
�
を
﹁
改
て
同
家
へ
賜
る
事
に
て
我
政
府
に
お
い
て
大
禮
を
行
ひ
﹂
と
し
て
位
置
附
け
て
い
た
が
︑
イ
ギ
リ

ス
側
の
 
譯
者
は
そ
れ
を
﹁
th
e
g
re
a
t
ce
re
m
o
n
y
o
f
fe
o
ffm
e
n
t﹂︑
す
な
わ
ち
封
土
・
領
地
の
Ô
與

(=

fe
o
ffm
e
n
t)
の
大
禮
と
し
て
捉
え

て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
イ
ギ
リ
ス
側
が
一
八
六
二
年
か
ら
︑
瑛
球
の
慶
賀
�
を
﹁
領
地
Ô
與
﹂
の
儀
禮
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
︑
一
八
七
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二
年
の
サ
ト
ウ
の
覺
書
の
﹁
德
川
將
軍
の
代
替
わ
り
每
に
︑
h
�
藩
が
仲
介
者
の
勞
を
取
り
︑
將
軍
に
よ
り
瑛
球
國
王
に
改
め
て
﹁
in
v
e
sti-

tu
re﹂
が
承
�
さ
れ
て
き
た
﹂
と
い
う
表
現
に
影
�
を
與
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

ま
た
は
︑
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
は
覺
書
を
記
し
た
際
︑
一
八
六
七
年
に
幕
府
�
�
が
英
國
政
府
に
提
出
し
た

N
o
tice
の
內
容
も
參
考
に

し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

同
じ
時
C

(一
八
七
二
年
)
に
︑
瑛
球
の


屬
問
題
に
つ
い
て
g
日
ア
メ
リ
カ
公
�
デ
ロ
ン
グ

(
C
.
E
.
D
e
L
o
n
g
)
�
び
g
日
佛
國
公
�
テ
ュ

レ
ン
ヌ

(
C
o
m
te
P
.
d
e
T
u
re
n
n
e
)
も
そ
れ
ぞ
れ
の
國
々
に
報
吿
を
し
て
い
る
︒

デ
ロ
ン
グ
は
︑
瑛
球
を
獨
立
國
と
し
て
一
切
み
て
お
ら
ず
︑
副
島
外
務
卿
か
ら
瑛
球
が
す
で
に

(=

一
八
七
二
年
九
$
の
時
點
で
)
日
本
に

﹁
>
合
﹂
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
聞
い
て
ま
も
な
く
︑
副
島
に
�
治
政
府
が
瑛
米
修
好
條
P
を
維
持
す
る
か
照
會
し
た
︒
米
國
側
は
瑛
球
と
閲
結

し
た
條
P
で
は
ア
メ
リ
カ
人
は
特
權
を
與
え
ら
れ
て
い
た
の
で
︑
重
�
で
正
式
な
條
P
と
し
て
み
な
し
て
い
た
が
︑
瑛
球
側
に
確
�
せ
ず
に
副

島
外
務
卿
が
瑛
米
修
好
條
P
を
維
持
す
る
と
P
束
し
た
こ
と
を
承
�
す
る
こ
と
で
︑
一
八
七
二
年
の
�
治
政
府
に
よ
る
瑛
球
>
合
を
默
�
し
た(63

)
︒

同
年

(一
八
七
二
年
)
八
$
に
︑
テ
ュ
レ
ン
ヌ
は
臺
灣
事
件
に
つ
い
て
佛
國
政
府
に
報
吿
を
し
て
い
る
︒
臺
灣
事
件
と
は
︑
一
八
七
一
年
に

臺
灣
に
漂
着
し
た
瑛
球
人
が
原
È
民
に
よ
っ
て
殺
è
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
︒
こ
れ
に
關
し
て
︑
テ
ュ
レ
ン
ヌ
は
昔
か
ら
中
國
と
日
本
が
瑛
球
の

荏
�
を
爭
っ
て
い
た
の
で
︑
こ
れ
か
ら
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
あ
る
~
度
ま
で
外
�
�
な
�
擦
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
営
べ
た(64

)
︒

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
�
治
初
C
︑
西
洋
列
强
は
︑
瑛
球
を
國
際
�
な
條
P
を
閲
結
し
た
獨
立
國
と
い
う
よ
り
も
︑
傳
瓜
�
に
日
淸
兩
屬
の

荏
�
下
に
あ
る
︑
ま
た
そ
の
中
で
も
︑
日
本
と
の
關
係
の
方
が
密
接
な
從
屬
國
と
し
て
�
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
幕
府
の

リ
ー
ダ
ー
é
は
︑
そ
の
�
圖
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
日
本
が
瑛
球
を
>
合
す
る
に
足
り
る
國
際
�
な
�
勢
を
作
り
出
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う(65

)
︒
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
一
八
六
七

(慶
長
三
)
年
に
︑
h
�
藩
の
行
動
へ
の
對
應
と
し
て
︑
幕
府
が
瑛
球
の


屬
問
題
に
つ
い
て
︑
イ
ギ
リ
ス
政
府
に

重
�
な
�
報
を
知
ら
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
︒
本
稿
で
論
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

一
八
五
四

(嘉
永
七
)
年
の
幕
府
側
の
報
吿
書

(老
中
阿
部
正
弘
に
よ
る
﹁
想
定
問
答
集
﹂
や
林
大
學
頭
た
ち
の
報
吿
書
︑
海
防
掛
の
報
吿
書
)
と
一

八
六
二

(
�
久
二
)
年
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
へ
の
幕
府
の
﹁
�
書
﹂
と
そ
の
﹁
別
紙
﹂
の
內
容
に
:
目
す
る
こ
と
で
︑
幕
末
に
な
る
と
瑛
球
�
�

に
對
す
る
幕
府
の
怨
し
い
�
識
が
み
ら
れ
︑
幕
府
が
西
洋
列
强
に
對
し
て
日
本
の
瑛
球
荏
�
を
示
す
證
據
と
し
て
瑛
球
�
�
を
位
置
附
け
る
よ

う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る(66

)
︒
こ
れ
に
關
聯
し
て
︑
一
八
六
七
年
に
向
山
が
佛
・
英
國
政
府
に
提
出
し
た
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
な
ど

の
中
で
も
︑
幕
府
は
德
川
將
軍
と
瑛
球
國
王
が
上
下
關
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
︑
瑛
球
か
ら
江
戶
へ
の
�
�
�
�
を
�
も
重
�
な
事
實

と
し
て
位
置
附
け
た
と
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

一
八
六
七
年
の
春
に
︑
パ
リ
の
�
覽
會
に
お
い
て
h
�
藩
�
�
が
藩
�
は
瑛
球
國
王
で
あ
る
と
�
張
し
た
こ
と
に
對
し
て
︑
幕
府
は
瑛
球
に

は
日
本
と
﹁
別
に
國
王
﹂
が
い
る
の
で
︑
h
�
藩
�
が
瑛
球
國
王
と
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
對
外
�
に
示
す
こ
と
を
重
�
な
外
�
政
策
と
し

た
︒
そ
の
た
め
︑
幕
府
は
日
瑛
關
係
に
つ
い
て
佛
・
英
國
政
府
に
詳
し
く
說
�
し
て
お
り
︑
そ
の
中
で
瑛
球
が
h
�
の
領
分
で
あ
り
な
が
ら
︑

德
川
家
康
が
島
津
家
に
瑛
球
@
攻
を
�
め
た
こ
と
︑
@
攻
後
に
家
康
が
島
津
家
に
瑛
球
を
與
え
た
こ
と
な
ど
を
営
べ
る
こ
と
で
︑
幕
府
が
瑛
球

を
荏
�
し
て
い
る
こ
と
を
强
E
し
た
︒
そ
し
て
︑
幕
府
�
�
は
︑
瑛
球
が
淸
<
か
ら
册
封
を
�
け
て
も
︑
地
理
�
に
日
本
に
	
い
の
で
�
確
に

幕
府
の
屬
國
で
あ
る
と
强
く
�
張
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
一
八
六
二
年
に
幕
府
が
英
國
政
府
に
提
出
し
た
正
式
な
﹁
�
書
﹂
と
そ
の
﹁
別
紙
﹂
の
內
容
を
訂
正
す
る
こ
と
も
重
�
な
問
題
と

な
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
一
八
六
二
年
の
英
國
政
府
へ
の
﹁
�
書
﹂
時
點
で
幕
府
は
h
�
藩
�
の
み
が
瑛
球
に
指
示
を
出
し
て
い
る
と
說
�
し

て
い
た
が
︑
一
八
六
七
年
の

N
o
tice
に
お
い
て
幕
府
�
�
は
︑
德
川
將
軍
の
指
示
・
命
令
が
h
�
藩
を

じ
て
瑛
球
に
傳
え
ら
れ
て
き
た
と
-
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�
張
を
變
え
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
瑛
球
の
荏
�
者
が
た
だ
の
﹁
島
�
﹂
で
は
な
く
︑﹁
國
王
﹂﹁
島
王
﹂
と
し
て
位
置
附
け
ら
れ
た
︒
こ
れ
に
つ

い
て
︑
	
代
�
な
表
現

(﹁
T
h
e
L
io
u
k
io
u
isla
n
d
s
h
a
d
co
n
sta
n
tly
re
co
g
n
iz
e
d
th
e
so
v
e
re
ig
n
ty
o
f
th
e
Ja
p
a
n
e
se
g
o
v
e
rn
m
e
n
t﹂
な
ど
)
を
�
用
す

る
こ
と
で
︑
中
國
に
比
べ
て
日
本
に
よ
る
瑛
球
荏
�
の
方
が
實
質
�
で
あ
る
と
示
そ
う
と
し
て
い
た
幕
府
�
�
の
パ
リ
で
の
役
割
は
き
わ
め
て

重
�
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
パ
リ
�
び
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
活
Þ
し
︑
西
洋
人
と
密
に
接
し
て
い
た
幕
府
�
�
は
︑
日
本
に
よ
る
瑛
球
荏
�
を

�
張
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
幕
府
の
報
吿
書
に
書
か
れ
た
說
�
よ
り
も
︑
さ
ら
に
强
い
�
張
が
必
�
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

パ
リ
�
覽
會
を
契
機
に
︑
h
�
藩
の
行
動
へ
の
對
應
と
し
て
幕
府
が
は
じ
め
て
自
發
�
に
西
洋
列
强
に
向
け
て
︑
日
本

(h
�
藩
・
幕
府
)

と
瑛
球
と
淸
<
の
關
係
に
つ
い
て
詳
細
な
說
�
を
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
一
八
六
七
年
末
に
︑
幕
府
が
瑛
球
に
日
本
と
は
別
に
﹁
國
王
﹂
�

び
﹁
政
府
﹂
が
あ
る
こ
と
を
對
外
�
に
�
め
た
こ
と
は
︑
見
â
し
て
は
い
け
な
い
重
�
な
事
實
で
あ
る
︒

も
う
一
つ
の
興
味
深
い
點
は
︑
幕
府
が
英
國
政
府
に
提
出
し
た

N
o
tice
の
中
で
は
︑
德
川
將
軍
の
代
替
わ
り
每
に
怨
し
い
將
軍
が
瑛
球
國

王
に
﹁
册
封
・
Ô
�
・
任
命

(
in
v
e
stitu
re
)
﹂
を
與
え
る
こ
と
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
實
際
に
は
︑
一
八
七
二

(
�
治

五
)
年
に
維
怨
慶
賀
�
が
東
京
に
到
着
し
て
お
り
︑
こ
の
�
�
を
契
機
に
瑛
球
國
王
は
は
じ
め
て
日
本
側
の
荏
�
者

(
�
治
天
皇
)
か
ら
﹁
册

封
﹂
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
以
上
か
ら
み
る
と
︑
一
八
六
七
年
に
幕
府
側
も
す
で
に
瑛
球
�
�
を
﹁
慶
賀
�
﹂
で
は
な
く
︑﹁
册

封
﹂
の
儀
禮
と
し
て
位
置
附
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
留
�
す
べ
き
で
あ
る
︒

筆
者
の
視
點
か
ら
︑
瑛
球
の
政
治
�
な
位
置
附
け
を
中
心
に
お
い
て
幕
末
の
外
�
を
考
え
て
み
る
と
︑
幕
府
︑
h
�
藩
︑
瑛
球
︑
淸
<
︑
西

洋
列
强
の
歷
&
が
聯
動
し
て
い
た
こ
と
が
よ
り
み
え
て
く
る(67

)
︒
本
稿
で
も
論
じ
て
き
た
よ
う
に
︑
幕
末
に
な
る
と
瑛
球
の


屬
問
題
は
日
本

(h
�
藩
・
幕
府
)
・
瑛
球
・
淸
<
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
︑
徐
々
に
西
洋
列
强
が
關
わ
る
よ
う
に
な
り
︑
こ
れ
は
�
治
初
C
に
お
い
て
西
洋
列

强
が
果
た
し
た
役
割
と
の
重
�
な
聯
續
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
瑛
球
の
位
置
附
け
は
Ã
に
�
ま
れ
て
い
た
が
︑
徐
々
に
日
本

(特
に
h
�
藩
)
の
荏
�
下
に
あ
る
こ
と
が
ê
か
び
上
が
っ
て
い
っ
た
︒
西
洋
列
强
に
こ
の
よ
う
に
印
象
附
け
た
の
は
︑
パ
リ
�
覽
會
で
の
h
�

藩
�
�
の
役
割
は
も
ち
ろ
ん
︑
幕
府
か
ら
イ
ギ
リ
ス
政
府
へ
の
一
八
六
二
年
の
正
式
な
﹁
�
書
﹂
も
重
�
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
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一
八
六
七
年
に
幕
府
が
イ
ギ
リ
ス
政
府
へ
渡
し
た
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
な
ど
の
影
�
に
つ
い
て
は
X
の
課
題
と
し
て
殘
す
︒

こ
の
よ
う
に
︑
私
は
﹁
瑛
球
處
分
﹂
を
よ
り
國
際
�
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
出
來
事
と
し
て
檢
討
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
︒


(1
)

本
稿
の
年
$
日
は
﹁
舊
曆
年
初
時
點
の
西
曆
年
X

+

舊
曆
$
日
﹂

で
表
記
す
る
︒
元
號
年
X
を
附
記
す
る
場
合
は
︑
舊
曆
年
末
時
點
の

元
號
年
X
を
用
い
る
︒
西
曆
の
$
日
を
用
い
る
場
合
は
そ
れ
を
と
く

に
:
記
す
る
︒

(2
)

西
里
喜
行
﹁
瑛
球
處
分
・
樺
太
・
千
島
�
奄
條
P
﹂﹃
ア
ジ
ア
の

な
か
の
日
本
&
Ⅳ

地
域
と
民
族
﹄
東
京
大
學
出
版
會
︑
一
九
九
二

年
︑
一
七
〇
頁
︒
眞
榮
Z
ë
昭
﹁
十
九
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
國
際
關
係

と
瑛
球
問
題
﹂﹃
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
3

周
緣
か
ら
の
歷
&
﹄
東
京

大
學
出
版
會
︑
一
九
九
四
年
︑
二
五
三
頁
︒
橫
山
伊
德
﹁
日
本
の
開

國
と
瑛
球
﹂
曾
根
勇
二
・
木
村
直
也
Ü
﹃
國
家
と
對
外
關
係
﹄
(
怨

し
い
	
世
&
2
)
怨
人
物
�
來
社
︑
一
九
九
六
年
︑
三
九
九
頁
︒

(3
)

パ
ト
リ
ッ
ク
・
ベ
イ
ヴ
エ
ー
ル
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
瑛
球
�
識
﹂

﹃
沖
繩
縣
&
﹄
各
論
Ü
︑
第
四
卷
︑
	
世
︑
二
〇
〇
五
年
︒

(4
)

『澁
澤
榮
一
傳
記
ß
料
﹄
第
一
卷
︑
澁
澤
榮
一
傳
記
ß
料
刊
行
會
︑

一
九
五
五
年
︑
六
一
一
頁
︒

(5
)

小
野
寺
龍
太
﹃
栗
本
鋤
雲

︱
︱
大
�
を
堅
持
し
た
ï
國
の
ð
臣

︱
︱
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
六
五
頁
︒

(6
)

パ
リ
で
幕
府
の
�
�
は
佛
國
外
務
大
臣
に
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
の
佛

譯
�
を
提
出
し
て
い
る
が
︑
現
在
の
時
點
で
こ
の
佛
譯
�
を
佛
國
外

�
&
料
で
は
確
�
で
き
て
い
な
い
の
で
︑
幕
府
側
が
フ
ラ
ン
ス
に
渡

し
た
報
吿
書
の
檢
討
を
今
度
の
課
題
と
し
て
殘
し
た
い
︒

(7
)
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
は
現
在
外
�
&
料
館
書
庫
の
﹃
續

信
�
覽
﹄

に
收
錄
さ
れ
︑
ま
た
英
國
政
府
の

F
o
reig
n
O
ffice
4
6
,
Ja
p
a
n

C
o
rresp
o
n
d
en
ce
に
は
﹁
瑛
球
國
舊
記
﹂
の
英
譯
�
び
一
八
六
二

(
�
久
二
)
年
の
幕
府
か
ら
英
國
政
府
へ
の
書
鯵
の
訂
正
さ
れ
た
英

�
が
保
存
さ
れ
て
い
る
︒

(8
)

テ
ィ
ネ
ッ
ロ
・
マ
ル
コ
﹁
瑛
球
を
め
ぐ
る
副
島
外
務
卿
と
g
日
米

佛
公
�
の
�
涉

︱
︱
瑛
米
修
好
條
P
を
中
心
に
﹂﹃
日
本
歷
&
﹄

第
八
二
四
號
︑
二
〇
一
七
年
︒

(9
)

紙
屋
敦
之
﹃
幕
藩
體
制
國
家
の
瑛
球
荏
�
﹄
校
倉
書
ë
︑
一
九
九

〇
年
︑
三
四
～
四
〇
頁
︒

(10
)

豐
見
山
和
行
﹃
瑛
球
王
國
の
外
�
と
王
權
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
二
〇

〇
四
年
︒

(11
)

隱
+
政
策
に
關
し
て
は
X
の
先
行
硏
究
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
紙
屋
敦

之
﹁
瑛
球
の
中
國
へ
の
�
貢
と
對
日
關
係
の
隱
+
﹂
早
稻
田
大
學
ア

ジ
ア
地
域
�
J
エ
ン
ハ
ン
シ
ン
グ
硏
究
セ
ン
タ
ー
Ü
﹃
ア
ジ
ア
地
域

�
J
學
の
發
展

︱
︱
21
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
硏
究
集
成

︱
︱
﹄
雄
山
閣
︑
二
〇
〇
六
年
︒
渡
邊
美
季
﹃
	
世
瑛
球
と
中
日
關
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係
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
一
二
年
︑
二
一
三
～
二
五
三
頁
︒

(12
)

『

航
一
覽
續
輯
﹄
二
︑
淸
�
堂
出
版
︑
一
九
六
八
年
︑
五
二
六

～
五
二
七
頁
︒

(13
)

西
里
喜
行
︑
�

(2
)
�
揭
書
︑
一
七
〇
頁
︒
眞
榮
Z
ë
昭
︑
�

(2
)
�
揭
書
︑
二
五
三
頁
︒
橫
山
伊
德
︑
�

(2
)
�
揭
書
︑
三

九
九
頁
︒

(14
)

テ
ィ
ネ
ッ
ロ
・
マ
ル
コ
﹃
世
界
&
か
ら
み
た
﹁
瑛
球
處
分
﹂﹄
榕

樹
書
林
︑
二
〇
一
七
年
︒

(15
)

Ｓ
・
Ｗ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
﹃
ペ
リ
ー
日
本
Ç
征
隨
行
記
﹄
洞
富
雄

譯
︑
雄
松
堂
書
店
︑
一
九
七
〇
年
︑
四
四
八
～
四
四
九
頁
︒

(16
)

鹿
兒
島
縣
維
怨
&
料
Ü
さ
ん


﹃
鹿
兒
島
縣

齊
彬
公
&
料
﹄
第

二
卷
︑
二
三
九
號
︑
四
六
三
頁
︒
渡
邊
修
二
郞
﹃
阿
部
正
弘
事
蹟
﹄

下
︑
一
九
一
〇
年
︑
七
〇
七
～
七
〇
八
頁
︒

(17
)

西
里
喜
行
︑
�

(2
)
�
揭
書
︒

(18
)

『鹿
兒
島
縣

齊
彬
公
&
料
﹄
第
二
卷
︑
四
六
三
頁
︒﹃
阿
部
正
弘

事
蹟
﹄
下
︑
七
〇
七
～
七
〇
八
頁
︒

(19
)

『

航
一
覽
續
輯
﹄
第
四
卷
︑
卷
百
四
十
二
︑
北
亞
墨
利
加
部
三

十
九
︑
淸
�
堂
出
版
︑
一
九
六
八
年
︒

(20
)

こ
の
點
に
つ
い
て
拙
著
﹃
世
界
&
か
ら
み
た
﹁
瑛
球
處
分
﹂﹄
の

內
容
を
訂
正
し
た
い
︒
拙
著
で
は
﹁﹁
瑛
球
處
分
﹂
の
大
�
提
は
︑

一
八
四
四

(弘
J
元
)
年
に
西
洋
列
强
が
瑛
球
に
開
國
の
�
求
を
し

て
か
ら
具
體
J
し
始
め
る
が
︑
そ
の
�
も
重
�
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ

ン
ト
は
ペ
リ
ー
の
再
來
日
の
際
に
ア
メ
リ
カ
側
が
幕
府
に
瑛
球
の
開

S
を
�
求
し
た
こ
と
だ
と
指
摘
し
た
い
﹂
と
書
い
た

(一
三
三
頁
)︒

今
囘
﹁﹁
瑛
球
處
分
﹂
の
大
�
提
は
︑
一
八
四
四

(弘
J
元
)
年
に

西
洋
列
强
が
瑛
球
に
開
國
の
�
求
を
し
て
か
ら
具
體
J
し
始
め
る
が
︑

そ
の
重
�
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
ペ
リ
ー
の
再
來
日
の

際
に
ア
メ
リ
カ
側
が
幕
府
に
瑛
球
の
開
S
を
�
求
し
た
こ
と
だ
と
指

摘
し
た
い
﹂
と
訂
正
し
た
い
︒
ア
メ
リ
カ
側
の
瑛
球
開
國
の
�
求
後
︑

瑛
日
關
係
に
つ
い
て
阿
部
が
と
っ
た
行
動
は
非
常
に
重
�
で
あ
る
が
︑

一
八
六
二

(
�
久
二
)
年
に
幕
府
が
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
說
�
し
た
瑛

球
の
位
置
附
け
は
︑
も
う
一
つ
の
大
事
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と

な
っ
た
︒

(21
)

�

(14
)
�
揭
書
︑
二
二
五
頁
︒

(22
)

Ｓ
・
Ｗ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
︑
�

(
15
)
�
揭
書
︑
四
五
〇
～
四
五

一
頁
︒

(23
)

『

航
一
覽
續
輯
﹄
三
︑
淸
�
堂
出
版
︑
一
九
七
〇
年
︑
九
九
頁
︒

(24
)

こ
の
點
に
つ
い
て
は
旣
に
先
行
硏
究
に
お
い
て
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
る
︒
眞
榮
Z
ë
昭
︑
�

(
2
)
�
揭
書
︑
二
五
八
～
二
五
九
頁
︒

(25
)

東
京
大
學
&
料
Ü
纂


﹃
大
日
本
古
�
書

幕
末
外
�
關
係
�

書
﹄
第
十
五
卷
︑
東
京
大
學
出
版
會
︑
一
九
七
二
年
︑
六
〇
〇
頁
︒

(26
)

B
ritish
F
o
re
ig
n
O
ffice
(以
下
F
O
)
4
6
,
Ja
p
a
n
C
o
rre
sp
o
n
d
-

e
n
ce
,
v
o
l.
2
4
(
1
8
6
2
)
,
p
p
.2
3
2
-
2
3
3
.

(27
)

ib
id
,
p
p
.
2
3
2
-
2
3
4
.

(28
)

幕
府
か
ら
イ
ギ
リ
ス
政
府
へ
の
正
式
な
﹁
�
書
﹂
の
解
釋
は
︑
筆

者
の
﹃
世
界
&
か
ら
み
た
﹁
瑛
球
處
分
﹂
﹄
二
〇
六
～
二
一
〇
頁
の

內
容
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒

(29
)

『夷
匪
入
S
錄
第
1
﹄
日
本
&
籍
協
會
︑
一
九
三
〇
年
︑
三
二
頁
︒

(30
)

『
夷
匪
入
S
錄
第
1
﹄
三
二
～
三
三
頁
︒

(31
)

我
國
慶
長
年
中
︑
h
�
守
手
ヲ
以
瑛
球
ヲ
征
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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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1872 and view it as a process involving mainly Japan, the Ryukyus, and China, I

argue that the Ryukyu shobun should be investigated within a larger timeframe and

from a global perspective.

SUN WEN AND ZHANG ZUOLIN,

FOCUSING ON THEIR PARTNERSHIP

FOR THE REUNIFICATION OF THE REPUBLIC OF CHINA

SHIBUTANI Yuri

Sun Wenʼs reconciliation with the Beijing government in the 1920s has often been

regarded as an aberration for Sun as a revolutionary. The author, however,

considers it a practical policy aimed at reunifying the Republic of China. This article

attempts to clarify what impelled Beijing and Sun to collaborate, and to review how

they evaluated one another and what they expected from the reconciliation.

Emphasizing Sunʼs partnership with Zhang Zuolin, who reigned supreme in Beijing

after 1924, I concentrate on the relation-building process between the two.

Section 1 covers the period from 1911 to 1918 when there was no room for

cooperation. During this period, Sun regarded Zhang as an enemy of the revolution

and the republic. However, Sun gradually discovered that Zhang would be useful in

influencing the rivalries in Beijing among Duan Qirui, Cao Kun, and Wu Peifu.

Section 2 adresses the international necessity for reunification of the Republic

due to the end of World War I in 1918, and the changes involving the Beijing

Government and Sun. In this period, Duan and Sun sought to collaborate. However,

Zhang sided with Cao and Wu and won the backing of Japan, becoming the most

powerful military leader Sun could find. After Duan lost Anhui-Zhili War in 1920,

Sun was threatened by Cao and Wu, and seeking a military partnership, entered

into secret negotiation with Zhang.

Analyzing the memoir of Ning Wu, who was in charge of the negotiations and

Sunʼs correspondences from 1922-23, I examine the relationship-building process in

section 3. Sun planned joint operations with Zhang in the First Fengtian-Zhili War

in 1922 but failed due to poor timing, and Zhang lost the war. However, Sun

maintained the plan, built up a network of connections, and secured loans for the

military from Zhang.

In conclusion, Sun decided to take a conciliatory attitude toward Duan and

Zhang based on the necessity of reunifying the Republic. After Duanʼs loss in the
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