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今
日
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
に
研
究
し
た
総
ま
と
め
を
お
話
し
致
し

ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
私
、
こ
の
研
究
に
入
り
ま
し
て
か
ら
四

三
年
ほ
ど
た
ち
ま
す
。
実
は
、
学
部
学
生
時
代
か
ら
こ
の
テ
ー
マ
に

関
心
を
持
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
間
、
ず
っ
と
同
じ
研
究
を
し
て

お
り
ま
す
。
何
で
そ
ん
な
に
同
じ
研
究
を
い
つ
ま
で
も
続
け
て
い
ら

れ
る
の
か
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
長
い
間
興
味
を
持
ち
続
け
ら
れ
る
の
か
、

と
い
っ
た
疑
問
を
も
た
れ
る
方
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

こ
れ
は
最
初
に
歴
史
研
究
に
入
っ
た
あ
た
り
か
ら
お
話
し
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
て
、「
人
参
代
往
古
銀
と
の
出
会
い
」、
あ

る
い
は
「
ミ
ス
テ
リ
ー
と
歴
史
研
究
」
と
い
う
内
容
か
ら
入
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
ず
、
私
が
な
ぜ
歴
史
に
興
味
を
持
っ
た
の
か
、
そ
の
き
っ
か
け

は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
小
学
生
の
と
き
に
、
気
が
つ
く
と

学
校
の
図
書
館
に
行
っ
て
昔
話
ば
か
り
読
み
あ
さ
っ
て
い
ま
し
た
。

何
か
古
い
こ
と
が
小
学
生
な
の
に
不
思
議
に
好
き
で
、
そ
れ
も
日
本

も
の
、
東
洋
や
西
洋
の
も
の
、
全
然
関
係
な
く
、
と
に
か
く
昔
話
ば

か
り
を
借
り
て
読
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
そ
の
う
ち
に
ミ
ス
テ

リ
ー
好
き
が
加
わ
る
の
で
す
。
こ
の
ミ
ス
テ
リ
ー
好
き
と
い
う
こ
と

が
、
ど
う
も
歴
史
好
き
と
関
係
が
あ
る
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
謎
を
解

く
こ
と
の
楽
し
み
で
す
。
初
め
は
、
も
ち
ろ
ん
答
え
が
分
か
ら
な
い
。

し
か
し
最
後
に
は
解
け
る
。
こ
れ
が
楽
し
い
の
で
す
。
高
校
生
ぐ
ら

い
か
ら
ミ
ス
テ
リ
ー
好
き
が
加
わ
り
、
大
学
生
に
な
っ
て
昔
話
し
好

〔
講
　
演
〕
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き
が
歴
史
好
き
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　
大
学
に
入
り
ま
し
た
頃
、
最
初
は
古
代
史
を
専
攻
し
よ
う
と
考
え

て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
邪
馬
台
国
論
争
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し

て
、
女
王
卑
弥
呼
の
国
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
最
近
に
な
っ
て
新
し

く
古
墳
が
発
掘
さ
れ
て
、
邪
馬
台
国
が
奈
良
県
あ
た
り
で
は
な
い
か
、

い
わ
ゆ
る
大
和
説
が
有
利
に
な
っ
た
よ
う
な
感
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
論
争
は
昔
か
ら
さ
か
ん
で
、
ち
ょ
う
ど
私
の
学
生
時
代
に
何
回
目

か
の
ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
書
か
れ
た

本
が
何
十
冊
も
出
た
り
、
謎
の
国
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
こ
に
ミ

ス
テ
リ
ー
と
歴
史
の
ロ
マ
ン
を
感
じ
ま
し
て
、
そ
れ
で
古
代
史
を

や
っ
て
み
た
い
と
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、「
謎
の
国
」
と
い
う
の
は
答
え
が
分
か
ら
な
い
か
ら
謎

な
の
で
す
。
そ
れ
も
、
今
だ
に
分
か
ら
な
い
。
す
る
と
犯
人
を
探
し

て
い
て
、
犯
人
が
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
ず
っ
と
出
て
こ
な
い
の
と
同

じ
で
、
い
ら
い
ら
し
て
く
る
の
で
す
ね
。
ミ
ス
テ
リ
ー
好
き
と
し
て

は
、
や
っ
ぱ
り
最
後
は
犯
人
が
分
か
っ
て
、
事
件
を
解
決
し
て
欲
し

い
の
で
す
。
そ
こ
で
何
で
分
か
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て

み
ま
す
と
、
原
因
は
資
料
に
限
界
が
あ
る
よ
う
な
の
で
す
。
古
代
史

の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
の
文
字
史
料
が
活
字
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
一

次
資
料
は
か
な
り
限
ら
れ
た
状
態
に
あ
り
ま
す
。
と
り
わ
け
邪
馬
台

国
を
考
え
る
と
き
の
手
が
か
り
と
い
う
の
が
、
中
国
の
書
物
、
つ
ま

り
三
国
志
の
中
の
魏
志
倭
人
伝
で
す
。
こ
の
た
っ
た
一
つ
の
文
献
か

ら
、
大
勢
の
人
が
様
々
な
説
を
と
な
え
て
い
る
の
で
す
。
中
国
か
ら

み
れ
ば
、
邪
馬
台
国
は
し
ょ
せ
ん
外
国
で
す
の
で
、
そ
れ
が
ど
こ
に

あ
る
の
か
正
確
に
知
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
記
述
が
か

な
り
い
い
か
げ
ん
で
す
。
そ
こ
で
解
釈
論
ば
か
り
が
堂
々
巡
り
を
繰

り
返
す
も
の
の
、
結
局
、
結
論
は
出
な
い
。
そ
の
よ
う
な
本
を
何
冊

も
読
ん
で
い
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
飽
き
て
く
る
の
で
す
。

　
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
大
学
三
年
生
の
春
ご
ろ
、
ミ

ミ
ズ
の
の
た
く
っ
た
よ
う
な
文
字
、
つ
ま
り
古
文
書
と
出
会
い
ま
し

た
。
古
文
書
演
習
と
い
う
授
業
を
と
り
ま
し
た
ら
、
担
当
さ
れ
た
の

が
古
代
史
の
先
生
で
し
た
。
古
代
史
の
先
生
だ
か
ら
、
古
代
の
古
文

書
を
使
う
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
ら
、
そ
の
先
生
は
な
ん
と
江
戸
時

代
の
文
書
を
使
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
先
生
は
、
江
戸
時
代
は

活
字
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
少
な
い
か
ら
テ
キ
ス
ト
が
た
く
さ
ん
あ

る
が
、
古
代
史
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
が
活
字
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
授
業
で
は
使
え
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
後
で
分

か
っ
た
こ
と
で
す
が
、
近
世
史
料
の
八
割
か
ら
九
割
ぐ
ら
い
が
ま
だ

活
字
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
の
各
地
に
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
の
で
す
。
で
は
、
そ
れ
を
読
め
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
何
か
歴
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史
の
新
し
い
こ
と
を
自
分
な
り
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

　
そ
の
こ
ろ
、
近
世
史
を
や
ろ
う
と
思
っ
た
人
た
ち
が
必
ず
突
き
当

た
る
山
が
、
マ
ル
ク
ス
史
学
で
し
た
。
特
に
太
閤
検
地
論
争
が
真
っ

盛
り
で
、
そ
れ
と
学
生
運
動
の
は
し
り
が
重
な
り
ま
し
て
、
日
本
の

農
民
の
地
位
、
例
え
ば
農
奴
な
る
も
の
が
日
本
に
い
る
の
か
い
な
い

の
か
な
ど
と
い
う
問
題
も
含
め
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
議
論
が
交
わ

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
そ
の
こ
ろ
の
流
行
だ
っ
た
の
で
す
が
、

皆
の
関
心
を
寄
せ
る
土
地
の
問
題
と
い
う
の
は
、
私
に
と
っ
て
や
っ

ぱ
り
お
も
し
ろ
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
関
心
を
い
だ
い
た

の
が
、
そ
の
当
時
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
論
議
だ
と
非
難
さ
れ
た
、

金
と
か
銀
と
か
、
つ
ま
り
お
金
の
歴
史
で
し
て
、
な
ぜ
か
こ
ち
ら
の

方
に
歴
史
の
ロ
マ
ン
を
感
じ
と
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
大
学
の
三

年
生
の
夏
ぐ
ら
い
か
ら
、
漠
然
と
貨
幣
史
を
や
り
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
し
た
。

　
し
か
し
こ
の
分
野
に
関
し
て
は
難
し
い
本
ば
か
り
で
、
特
に
難
し

か
っ
た
の
が
田
谷
博
吉
先
生
の
書
か
れ
た
『
近
世
銀
座
の
研
究
』

（
一
九
六
三
年
、
吉
川
弘
文
館
）
と
い
う
本
で
し
た
。
田
谷
先
生
は
京

都
大
学
の
御
出
身
で
、
こ
の
大
阪
経
済
大
学
の
日
本
経
済
史
研
究
所

を
お
つ
く
り
に
な
ら
れ
た
本
庄
栄
治
郎
先
生
の
御
一
門
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
こ
ろ
大
阪
府
立
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
貨
幣

史
の
基
本
的
な
書
物
で
す
の
で
、
と
も
か
く
こ
れ
を
読
ん
で
理
解
し

よ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
こ
れ
が
え
ら
く
難
し
い
の
で
す
。
日
本
史

の
知
識
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
経
済
史
の
専
門
の
知
識
も
必
要
で
す
。

し
か
も
江
戸
時
代
の
お
金
と
い
う
の
は
、
大
判
、
小
判
だ
け
で
な
く
、

丁
銀
・
豆
板
銀
、
銭
、
藩
札
な
ど
が
入
り
交
じ
り
、
そ
の
使
用
も
各

地
同
一
で
な
く
、
時
代
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
の
品
質
の
も
の
が
流
通

し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
日
本
国
中
に
円
・
ド
ル
・
マ
ル
ク
・

ウ
ォ
ン
と
か
、
そ
の
他
の
通
貨
が
混
在
し
て
い
る
社
会
、
こ
れ
が
江

戸
時
代
の
貨
幣
の
流
通
実
態
で
す
。

　
何
回
読
ん
で
も
理
解
で
き
ず
に
あ
き
ら
め
か
け
て
い
た
こ
ろ
、

た
っ
た
一
章
だ
け
例
外
的
に
分
か
り
や
す
い
章
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
人
参
代
往
古
銀
に
つ
い
て
書
か
れ
た
章
で
す
。
実
は
、
こ
れ

は
京
都
の
銀
座
で
つ
く
ら
れ
た
銀
貨
な
の
で
す
が
、
国
内
で
は
全
く

通
用
し
な
い
不
思
議
な
銀
貨
で
す
。
加
え
て
、
こ
の
変
な
名
称
で
す
。

人
参
と
は
、
朝
鮮
の
薬
用
人
参
の
こ
と
、
つ
ま
り
薬
の
こ
と
で
す
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
徳
川
幕
府
は
貨
幣
を
悪
鋳
し
て
お
り
ま
し
て
、

品
質
の
悪
い
銀
貨
を
朝
鮮
側
が
受
け
取
っ
て
く
れ
ず
、
し
か
た
な
く

人
参
を
買
う
た
め
に
特
別
に
品
位
の
良
い
貿
易
銀
（
人
参
代
往
古
銀
）

を
渡
し
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
常
識
か
ら
外
れ
た
、
異
質
の
銀
貨
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の
こ
と
が
本
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
歴
史
の
ミ
ス
テ
リ
ー
が
、

そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。

　
図
１
の
左
が
人
参
代
往
古
銀
、
右
が
そ
の
こ
ろ
国
内
で
使
わ
れ
て

い
た
宝
永
四
ツ
宝
銀
で
す
。
銀
の
含
有
率
は
人
参
代
往
古
銀
が
八
〇

％
、
四
ツ
宝
銀
は
わ
ず
か
二
〇
％
で
す
か
ら
朝
鮮
側
が
受
け
取
っ
て

く
れ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
仕
方
な
く
人
参
輸
入
の
た
め
に
貿

易
銀
を
渡
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
人
参
代
往
古
銀
で
す
が
、
そ
の

こ
ろ
は
写
真
さ
え
も
な
く
、
田
谷
先
生
の
本
で
し
か
知
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
っ
て
も
、
ほ
か
の
文
献

に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
直
接
御
本
人
に
お
聞
き
す
る
し
か
な

い
と
考
え
ま
し
て
、
東
京
方
面
に
資
料
調
査
に
お
い
で
に
な
る
機
会

を
と
ら
え
て
、
先
生
の
助
手
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　
先
生
が
待
合
い
場
所
に
指
定
し
た
の
が
、
日
本
銀
行
で
す
。
大
学

三
年
生
の
学
生
に
と
っ
て
、
日
銀
が
ど
こ
に
あ
る
か
も
わ
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
と
に
か
く
た
ど
り
つ
い
て
み
る
と
、
案
内
さ
れ
た
の

が
標
本
貨
幣
室
と
い
う
部
屋
で
し
た
。
先
生
は
そ
こ
に
カ
メ
ラ
を
持

ち
込
ま
れ
て
、
収
蔵
さ
れ
て
い
る
古
文
書
を
一
枚
一
枚
撮
影
さ
れ
て

い
か
れ
ま
す
。
今
で
こ
そ
カ
メ
ラ
を
使
っ
て
資
料
調
査
を
す
る
こ
と

は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
こ
ろ
は
普
通
、
古
文
書
は
手
で
筆

写
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
代
で
す
。
し
か
し
所
蔵
先
が

居
住
地
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
て
、
何
回
も
見
せ
て
い
た
だ
け
る
と
は

限
ら
な
い
場
合
、
フ
ィ
ル
ム
に
お
さ
め
て
お
け
ば
短
時
間
で
大
量
の

資
料
を
自
分
の
と
こ
ろ
に
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
新

し
い
調
査
の
方
法
だ
と
思
い
、
助
手
を
務
め
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
な
技

術
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
そ
の
こ
ろ
の
助
手
は
バ
イ
ト
代
な
し
で
す
。
ひ
た
す
ら

御
奉
公
。
床
に
靴
を
脱
い
で
は
い
つ
く
ば
り
、
紙
の
上
に
広
げ
た
古

文
書
を
一
枚
一
枚
押
さ
え
ま
す
。
先
生
は
三
脚
の
上
か
ら
、「
田
代

さ
ん
、
ブ
レ
る
か
ら
息
し
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
、
ぐ
っ
と

２０％８０％ 銀含有率

図１　人参代往古銀（左）と宝永四ツ宝銀
（日本銀行貨幣博物館所蔵）
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息
を
つ
め
る
と
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
押
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
何
時
間
も
繰

り
返
す
だ
け
で
す
。
肝
心
な
研
究
の
こ
と
を
質
問
す
れ
ば
、
本
に
書

い
て
あ
る
こ
と
以
外
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
、
つ
れ
な
い
御
回
答
で

す
。
も
っ
と
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
こ
の
調
査
の
と
き
、
一
つ
だ
け
神
様
が
御
褒
美
を
与
え
て
下
さ
い

ま
し
た
。
著
名
な
田
谷
先
生
が
い
ら
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
標
本
貨

幣
室
の
方
が
そ
こ
で
保
管
さ
れ
て
い
る
一
枚
の
銀
貨
を
持
っ
て
こ
ら

れ
、「
こ
れ
は
人
参
代
往
古
銀
に
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
確
認

さ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
日
本
国
内
に
た
っ
た
一
枚
だ
け
、
完
全

な
形
で
残
っ
て
い
た
人
参
代
往
古
銀
と
の
運
命
的
な
出
会
い
で
し
た
。

そ
し
て
ま
た
先
生
が
調
査
さ
れ
た
日
本
銀
行
で
す
が
、
そ
の
と
き
か

ら
お
つ
き
合
い
が
始
ま
り
ま
し
た
。
今
日
ま
で
四
〇
年
間
、
文
学
部

に
所
属
し
て
い
な
が
ら
も
、
日
本
銀
行
で
の
い
ろ
い
ろ
な
役
を
務
め

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
こ
の
一
枚
の
銀
貨
と
の
出

会
い
の
ご
縁
に
始
ま
り
ま
す
。

　
さ
て
、
卒
論
の
タ
イ
ト
ル
も
決
ま
り
ま
し
た
。「
銀
と
人
参
」
で

す
。
し
か
し
銀
座
か
ら
追
い
か
け
る
の
は
田
谷
先
生
が
す
で
に
な

さ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
以
上
は
無
理
か
な
と
思
い
ま
し
て
、
そ
こ

で
日
朝
貿
易
を
仕
切
っ
て
い
た
対
馬
藩
宗
家
の
史
料
を
使
っ
て
書
こ

う
と
考
え
ま
し
た
。
た
だ
し
そ
の
こ
ろ
宗
家
文
書
を
使
っ
た
研
究
は

全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
第
一
こ
の
史
料
が
ど
こ
に
ど
れ
だ
け

あ
る
か
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
日
本
・
朝
鮮
関
係
の
研
究
は
、
そ
の
こ
ろ
外
交
史
が
主
役
で
し
た
。

中
村
栄
孝
先
生
の
書
か
れ
た
『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
』（
上
〈
一
九
六

五
年
〉、
中
・
下
〈
一
九
六
九
年
〉
い
ず
れ
も
吉
川
弘
文
館
）
と
い
う
有

名
な
本
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
外
交
中
心
で
貿
易
の
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
出
て
き
ま
せ
ん
。
こ
の
傾
向
は
、
現
在
も
同
じ
で
、
例

え
ば
朝
鮮
か
ら
来
日
し
た
外
交
使
節
で
あ
る
朝
鮮
通
信
使
の
こ
と
ば

か
り
に
研
究
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
感
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
貿

易
な
ど
経
済
史
関
係
に
関
心
を
も
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
に

は
と
り
あ
え
ず
東
京
に
あ
る
宗
家
の
記
録
類
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
決
心
し
ま
し
た
。

　「
対
馬
宗
家
文
書
保
管
所
の
変
遷
」
と
い
う
図
２
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
左
の
ほ
う
の
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
宗
家
文
書

が
ど
こ
で
作
成
さ
れ
、
保
管
さ
れ
て
い
た
か
を
場
所
別
に
示
し
た
も

の
で
す
。
ま
ず
Ａ
対
馬
藩
庁
と
い
う
の
は
、
国
元
で
す
の
で
こ
こ
で

最
も
大
量
に
文
書
が
作
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
Ｂ
倭
館
は
、
朝
鮮
釜

山
に
置
か
れ
て
い
た
日
本
人
の
応
接
所
で
す
。
後
ほ
ど
詳
し
く
触
れ

ま
す
が
、
対
馬
藩
は
こ
の
倭
館
で
外
交
や
貿
易
を
行
っ
て
お
り
ま
し

た
の
で
、
そ
れ
に
関
連
し
た
記
録
類
が
大
量
に
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
。



6

Ｃ
江
戸
の
対
馬
藩
邸
で
は
、
幕
府
と
の
関
係
記
録
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

主
と
し
て
こ
の
三
箇
所
で
作
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
宗
家
文
書
で
す
が
、

江
戸
時
代
が
終
わ
り
、
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
保
管
場
所
を

み
て
み
ま
す
と
、
か
な
り
分
散
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
こ
の
文
書
類
が
余
り
に
も
厖
大
で
あ
っ
た
た
め
に
、
一
カ

所
で
保
管
・
管
理
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
ま
す
。

　
現
在
の
保
管
場
所
を
、
個
別
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
一
番
上
の

独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
で
す
が
、
こ
れ
は
福
岡
の
九
州
国
立
博

物
館
で
、
大
体
一
万
四
〇
〇
〇
点
ほ
ど
で
す
。
次
の
長
崎
県
立
対
馬

歴
史
民
俗
資
料
館
は
、
対
馬
府
中
で
作
成
さ
れ
た
大
量
の
宗
家
文
書

で
、
最
近
ま
で
点
数
は
不
明
で
し
た
が
、
冊
子
と
合
わ
せ
ま
し
て
約

八
万
点
ぐ
ら
い
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
三
番
目
の
韓

国
の
国
史
編
纂
委
員
会
は
、
戦
前
に
朝
鮮
総
督
府
が
買
い
上
げ
た
も

の
で
、
当
初
は
六
万
点
ほ
ど
で
し
た
が
、
そ
の
う
ち
四
万
点
弱
が
失

わ
れ
て
現
在
は
二
万
八
〇
〇
〇
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。
四
番
目
以
下

が
、
東
京
に
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
国
立
国
会
図
書
館
に
一

六
〇
〇
点
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
三
〇
〇
〇
点
、
そ
し
て
私
が

勤
め
て
お
り
ま
す
慶
應
義
塾
大
学
に
約
一
〇
〇
〇
点
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

最
後
の
東
京
国
立
博
物
館
は
最
近
発
見
さ
れ
た
分
で
す
が
、
明
治
期

図２　対馬宗家文書保管所の変遷 筆者作成



7

に
な
っ
て
宗
家
か
ら
写
本
ば
か
り
一
六
〇
点
ほ
ど
が
一
橋
家
に
入
り
、

そ
の
一
橋
家
か
ら
東
京
国
立
博
物
館
に
入
っ
た
よ
う
で
す
。
私
が
卒

業
論
文
で
参
考
に
で
き
ま
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
国
立
国
会
図

書
館
・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
・
慶
應
義
塾
大
学
の
三
カ
所
で
す
。

し
か
し
ま
だ
学
部
の
四
年
生
だ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
と
未
整
理
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
見
せ
て
い
た
だ
け
な
い
所
も
あ
り
ま
し
て
、
仕
方
な

く
そ
こ
の
先
生
に
借
り
て
い
た
だ
い
て
別
室
で
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
宗
家
文
書
は
比
較
的
き
れ
い
な
字
体
で
書
か
れ
て
お
り

ま
し
た
の
で
読
み
や
す
か
っ
た
の
は
良
か
っ
た
の
で
す
が
、
と
も
か

く
量
が
多
い
。
そ
の
と
き
、
三
年
生
で
古
文
書
の
勉
強
を
や
っ
て
お

い
て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

　
こ
の
宗
家
文
書
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
同
じ
と
き
な
の
に
な
ぜ
か

数
字
が
合
わ
な
い
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
特
に
幕
府
に
対
し
て

報
告
し
て
い
る
数
字
と
、
対
馬
藩
内
の
数
字
が
ち
ぐ
は
ぐ
な
の
で
す
。

こ
れ
は
恐
ら
く
二
重
帳
簿
を
つ
け
て
い
た
た
め
で
し
ょ
う
。
こ
の
あ

た
り
の
こ
と
は
ま
だ
解
決
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
と
り
あ
え
ず
卒

論
だ
け
は
何
と
か
仕
上
げ
ま
し
て
、
田
谷
先
生
に
も
褒
め
て
い
た
だ

い
た
の
で
す
が
、
後
で
よ
く
よ
く
考
え
ま
し
た
ら
、
結
局
は
先
生
の

説
を
補
強
し
た
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省
だ
ら
け
の
論
文
で
し

た
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
は
、
日
本
の
銀
の
動
き
を
東
ア
ジ
ア
経
済
史

の
視
角
か
ら
探
ら
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
と
考
え
ま
し
て
、
大
学
院
へ

入
っ
て
す
ぐ
に
対
馬
へ
行
く
決
心
を
い
た
し
ま
し
た
。

　
一
九
六
八
年
の
夏
、
生
ま
れ
て
初
め
て
対
馬
へ
渡
り
ま
し
た
。
そ

の
こ
ろ
は
大
阪
ま
で
し
か
新
幹
線
が
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
夜

行
に
乗
り
か
え
て
博
多
ま
で
行
き
、
さ
ら
に
船
で
六
時
間
か
け
て
対

馬
へ
渡
り
ま
し
た
。
船
は
三
時
間
ほ
ど
で
壱
岐
へ
着
く
の
で
す
が
、

そ
こ
で
ほ
と
ん
ど
の
観
光
客
は
お
り
て
し
ま
い
、
あ
と
は
地
元
の
漁

師
さ
ん
と
か
お
年
寄
り
だ
け
で
、
学
生
風
の
者
は
一
人
も
乗
っ
て
な

い
よ
う
な
寂
し
い
状
態
が
三
時
間
も
続
き
ま
す
。
玄
界
灘
は
、
波
が

も
の
す
ご
い
で
す
ね
。
フ
ラ
フ
ラ
に
な
っ
て
対
馬
の 
厳  
原 
港
に
着
き

い
ず
 は
ら

ま
し
た
。
そ
こ
で
目
に
し
た
の
は
、
も
の
す
ご
い
史
料
の
山
で
す
。

す
っ
か
り
興
奮
し
て
、
田
谷
先
生
へ
「
宝
島
を
発
見
し
ま
し
た
！
」

と
い
う
内
容
の
手
紙
を
書
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

　
対
馬
で
は
、
田
谷
先
生
が
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
カ
メ
ラ
の
技
術
が

役
に
立
ち
ま
し
た
。
し
か
し
余
り
に
も
史
料
が
多
い
た
め
に
、
持
っ

て
い
っ
た
フ
ィ
ル
ム
で
は
到
底
足
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
翌
年
か
ら
、

持
ち
込
ん
だ
フ
ィ
ル
ム
の
数
に
合
わ
せ
て
、
絶
対
に
写
し
た
い
も
の

だ
け
の
小
山
を
作
り
、
そ
こ
か
ら
写
し
て
い
く
と
い
う
戦
術
を
と
り

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
目
録
な
ど
も
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
目
の
前
に

あ
る
古
文
書
を
い
き
な
り
開
い
て
速
読
し
、
一
瞬
の
う
ち
に
そ
こ
に
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何
が
書
い
て
あ
る
の
か
を
み
て
、
写
す
か
ど
う
か
判
断
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
宗
家
文
書
と
い
う
の
は
、
も
の
す
ご
い
情

報
量
で
す
。
表
紙
だ
け
で
な
く
、
底
の
部
分
に
も
文
字
が
書
け
る
ほ

ど
ぶ
厚
い
も
の
が
大
量
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
宗
家
文
書
が
収
蔵

さ
れ
て
い
た
対
馬
厳
原
の
宗
家
文
庫
に
は
、
古
文
書
が
天
井
ま
で

ぎ
っ
し
り
と
、
棚
に
入
る
だ
け
突
っ
込
ん
で
納
め
ら
れ
て
い
た
状
態

で
し
た
。
調
査
で
は
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
棚
の
一
列
を
出
し
て
み
て
、

こ
の
史
料
は
自
分
の
研
究
に
利
用
で
き
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
情
報

が
得
ら
れ
る
か
を
見
極
め
て
か
ら
撮
影
に
は
い
り
ま
す
。
ま
る
で
古

文
書
読
み
の
猛
特
訓
を
し
て
い
る
よ
う
で
、
宗
家
文
書
の
お
陰
で
ど

う
に
か
史
料
を
読
み
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
感
謝
し
て
い

ま
す
。
と
に
か
く
史
料
の
山
を
前
に
し
て
、
も
う
お
も
し
ろ
く
て
お

も
し
ろ
く
て
研
究
が
や
め
ら
れ
な
い
状
態
で
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
約
八
年
間
か
け
ま
し
て
、
内
容
を
学
位
論
文
に
ま
と
め

ま
し
た
。
そ
こ
で
は
貿
易
の
構
造
、
形
態
、
あ
る
い
は
何
が
ど
れ
だ

け
幾
ら
で
取
引
さ
れ
て
い
た
の
か
基
本
的
な
数
値
、
ま
た
こ
の
貿
易

を
誰
が
担
当
し
た
の
か
、
そ
う
い
っ
た
具
体
的
な
こ
と
を
明
ら
か
に

し
ま
し
た
。
そ
こ
で
分
か
っ
た
こ
と
は
、
対
馬
藩
宗
家
は
幕
府
の
目

を
盗
ん
で
、
も
の
す
ご
い
量
の
銀
貨
を
外
国
に
輸
出
し
て
い
た
の
で

す
。
こ
れ
は
一
七
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
で
す
が
、

最
初
の
こ
ろ
は
一
年
間
に
約
二
〇
〇
〇
貫
目
ぐ
ら
い
で
す
。
一
貫
目

は
三
・
七
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
の
で
、
二
〇
〇
〇
貫
目
は
七
・
五
ト

ン
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
重
さ
の
銀
貨
が
、
毎
年
の
よ
う
に
朝

鮮
へ
出
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
実
は
一
七
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
後
期
に
か
け
ま
し
て
、
長
崎
貿
易

で
は
銀
貨
を
ほ
と
ん
ど
輸
出
し
ま
せ
ん
。
年
間
で
三
〇
〇
貫
目
ぐ
ら

い
で
す
。
や
が
て
一
〇
〇
貫
目
ぐ
ら
い
に
落
ち
、
さ
ら
に
輸
出
は
落

ち
る
い
っ
ぽ
う
で
す
。
こ
れ
は
幕
府
の
政
策
の
結
果
で
す
。
か
つ
て

鎖
国
時
代
と
言
わ
れ
て
い
た
日
本
の
国
際
関
係
は
、
長
崎
が
唯
一
の

貿
易
港
で
、
貿
易
量
は
最
大
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
が
対
朝
鮮
貿
易
で
、
長
崎
を
凌
駕
す
る
大
量
の
銀
貨
が
流
れ
て
い

た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
厖
大
な
史
料
の
山
の
中
か
ら
発
見
で
き

た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
定
説
を
覆
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ

こ
そ
研
究
の
醍
醐
味
で
す
。

　
し
か
し
こ
こ
で
満
足
し
て
い
た
ら
、
歴
史
ロ
マ
ン
の
追
求
は
終

わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
次
な
る
課
題
と
し
て
、
な
ぜ
長
崎
を

上
回
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
れ
も
対
馬
か
ら
こ
れ
ほ
ど
大
量
の

銀
貨
を
ど
う
や
っ
て
朝
鮮
へ
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と

い
っ
た
素
朴
な
疑
問
の
答
え
探
し
に
い
ど
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
理
由
の
そ
の
一
と
し
て
考
え
た
こ
と
は
、
結
局
、
幕
府
の
特
別
配
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慮
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
答
え

は
、
鎖
国
時
代
の
国
際
関
係
、
つ
ま
り
「
鎖
国
の
構
図
」
と
い
う
図

を
見
て
い
き
ま
す
と
、
自
然
に
解
け
て
き
ま
す
。
一
六
三
〇
年
代
、

徳
川
家
光
が
鎖
国
令
を
発
令
し
、
日
本
の
国
際
関
係
は
四
つ
の
国
に

限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
長
崎
で
は
中
国
と
オ
ラ
ン
ダ
、

そ
し
て
対
馬
藩
宗
家
を
通
じ
て
朝
鮮
、
そ
し
て
薩
摩
藩
を
通
じ
て
琉

球
国
、
こ
の
四
カ
国
と
だ
け
国
際
関
係
を
継
続
さ
せ
ま
し
た
。
北
の

方
の
蝦
夷
、
こ
ち
ら
は
通
常
の
国
際
関
係
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
の

で
、
こ
の
際
検
討
か
ら
外
し
て
お
き
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
外
国
の
国

家
レ
ベ
ル
で
の
関
係
と
い
う
形
で
は
、
中
国
、
オ
ラ
ン
ダ
、
そ
し
て

朝
鮮
、
琉
球
の
四
カ
国
と
だ
け
日
本
は
国
際
関
係
を
持
っ
て
お
り
ま

し
た
。
こ
の
図
３
か
ら
読
み
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
は
、
太
線
、

そ
れ
と
点
線
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
線
が
ど
ち
ら
の
方
の
矢
印
に
向

か
っ
て
上
下
関
係
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
例
え
ば
朝
鮮
は
日
本
の
徳
川
幕
府
と
対
等
な
外
交
関
係
で
す
の
で
、

矢
印
が
太
線
で
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
へ
向
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
朝
鮮

国
は
中
国
と
の
間
に
国
際
関
係
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
上
下
の
あ

る
冊
封
関
係
で
す
。
中
国
に
対
し
て
朝
貢
使
節
団
を
出
し
、
こ
の
こ

と
を
認
め
る
使
節
団
が
中
国
か
ら
や
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
両
国
が
、

上
下
の
形
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
そ
の
当
時

朝鮮
（李王朝）

中　国
（明・清王朝）

日本
（徳川幕府）

琉　球
（幕藩制）

（対等）

公的関係

（冊
封）

（オランダ東インド会社）

私的関係
上 下

（冊封）

図３　「鎖国」の構図 筆者作成
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の
東
ア
ジ
ア
国
際
社
会
で

は
、
上
下
あ
る
外
交
と
対

等
な
外
交
が
混
在
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
日
本
の
長
崎

口
に
お
け
る
中
国
と
オ
ラ

ン
ダ
と
の
二
つ
の
国
と
は

商
売
だ
け
で
あ
り
ま
し
て
、

外
交
が
成
立
し
て
お
り
ま

せ
ん
。
で
す
か
ら
、
こ
の

二
つ
の
国
の
こ
と
を
よ
く

「
通
商
の
国
」
と
言
っ
て

お
り
ま
す
。
中
国
の
明
あ
る
い
は
清
王
朝
か
ら
日
本
へ
貿
易
商
人
が

長
崎
へ
や
っ
て
ま
い
り
ま
す
が
、
日
本
か
ら
中
国
へ
使
節
団
が
行
く

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
的
に
貿
易
商
人
が
入
っ
て
き
て

商
売
を
し
て
帰
る
の
で
す
。
同
じ
よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社

の
社
員
は
長
崎
の
出
島
に
入
り
ま
す
が
、
日
本
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
国
に

対
し
て
、
外
交
使
節
は
出
ま
せ
ん
。
一
方
的
に
向
こ
う
か
ら
日
本
の

国
、
長
崎
へ
向
か
っ
て
貿
易
商
人
が
入
っ
て
く
る
と
い
う
形
を
と
り

ま
し
た
。
だ
か
ら
、
商
売
の
相
手
国
と
日
本
で
は
考
え
て
い
た
の
で

す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
お
隣
の
朝
鮮
、
そ
れ
か
ら
琉
球
と
は
、
貿
易
だ

け
で
は
な
く
、
正
式
な
外
交
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
貿
易
が
成
り
立
っ

て
お
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
国
の
こ
と
を
「
通
信
の
国
」
と
呼
び
ま

す
。
朝
鮮
か
ら
来
日
す
る
通
信
使
は
、
朝
鮮
国
王
か
ら
の
対
等
な
書

式
の
国
書
を
持
っ
て
来
日
し
ま
す
。
琉
球
国
は
中
山
王
の
国
書
を

持
っ
た
使
節
が
、
薩
摩
藩
島
津
氏
に
守
ら
れ
て
江
戸
へ
や
っ
て
ま
い

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
琉
球
国
と
朝
鮮
国
と
は
外
交
が
成
立
し
て
い

ま
す
が
、
日
本
側
の
応
接
レ
ベ
ル
が
違
い
ま
す
。
表
１
を
ご
ら
ん
く

だ
さ
い
。
朝
鮮
、
琉
球
は
、
と
も
に
外
交
が
成
立
し
て
い
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
使
節
に
は
格
が
あ
り
ま
す
。
朝
鮮
の
使
節
は
「
通
信

使
」、
琉
球
の
使
節
は
「
慶
賀
使
」「
謝
恩
使
」
な
ど
と
言
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
来
日
し
た
回
数
で
す
が
、
琉
球
国
か
ら
は
一
八
回
、
朝

鮮
国
か
ら
は
一
二
回
と
、
若
干
朝
鮮
の
方
が
少
な
い
の
で
す
。
し
か

し
、
人
数
、
外
交
書
簡
の
レ
ベ
ル
、
応
接
係
、
そ
し
て
日
本
の
意
識
、

こ
の
辺
か
ら
大
き
く
差
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

　
琉
球
使
節
の
人
数
は
、
一
番
多
い
と
き
は
新
井
白
石
が
活
躍
し
た

と
き
で
す
が
、
こ
の
時
が
一
七
〇
人
。
通
常
は
大
体
七
〇
人
か
ら
一

〇
〇
人
が
、
琉
球
の
使
節
団
の
規
模
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
通
信

使
の
方
は
、
四
〇
〇
人
か
ら
五
〇
〇
人
と
い
う
大
使
節
団
で
す
。
外

表１　朝鮮通信使と琉球使節の比較

琉　球朝　鮮

慶賀使・謝恩使通信使名　　称

１８回１２回回　　数

７０～１００人（最多１７０人）４００～５００人人　　数

老中（上） → ─ → 中山王（下）大君→ ─ →国王外交書簡

奏者番高家（名家２６家）応 接 係

来貢聘礼意　　識

筆者作成
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交
書
簡
の
レ
ベ
ル
で
す
が
、
朝
鮮
通
信
使
は
日
本
の
徳
川
将
軍
を
外

交
的
に
大
君
と
呼
び
ま
す
。
こ
の
大
君
と
朝
鮮
国
王
と
の
間
は
、
ど

ち
ら
が
上
で
も
下
で
も
な
い
対
等
な
書
式
で
外
交
書
簡
を
交
換
し
ま

す
。
琉
球
使
節
の
方
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
中
山
王
が
将
軍
に
対
し
て

あ
て
名
を
書
く
こ
と
は
許
さ
れ
ず
に
す
べ
て
老
中
あ
て
に
書
き
ま
す

が
、
そ
の
書
式
は
中
山
王
が
下
で
老
中
が
上
、
つ
ま
り
上
下
関
係
の

書
式
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
城
で
の
応
接
も
、
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
朝

鮮
通
信
使
の
応
接
係
は
高
家
で
す
。
高
家
と
は
、
例
え
ば
吉
良
上
野

介
な
ど
も
そ
の
家
柄
で
す
が
、
江
戸
幕
府
は
由
緒
あ
る
武
家
を
二
六

家
ほ
ど
高
家
に
指
定
し
、
天
皇
の
勅
使
や
、
あ
る
い
は
朝
鮮
通
信
使

が
来
日
し
た
と
き
と
か
、
江
戸
城
に
お
け
る
応
接
役
に
あ
て
て
い
ま

す
。
高
家
が
出
て
き
て
応
接
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
江
戸
幕
府
に

と
っ
て
、
そ
れ
が
賓
客
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で

す
。

　
琉
球
使
節
の
方
は
、
奏
者
番
が
応
接
係
を
い
た
し
ま
す
。
奏
者
番

と
は
、
大
名
が
参
勤
交
代
で
江
戸
城
に
登
城
し
て
将
軍
に
お
目
通
り

す
る
と
き
、
老
中
と
大
名
家
の
間
を
仲
介
す
る
役
人
で
す
。
江
戸
幕

府
に
と
っ
て
、
将
軍
の
下
に
位
置
す
る
大
名
を
応
接
す
る
の
が
奏
者

番
で
す
。
琉
球
使
節
の
応
接
役
に
奏
者
番
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
下
の
者
を
応
接
す
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た

か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
応
接
役
の
差
が
そ
の
ま
ま
外
交
上
の
ラ

ン
ク
の
差
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。

　
そ
し
て
、
何
よ
り
も
日
本
側
の
意
識
で
す
が
、
琉
球
使
節
の
方
は

「
来
貢
」
と
い
っ
て
、
貢
ぎ
物
を
持
っ
て
や
っ
て
く
る
朝
貢
使
節
と

日
本
側
は
見
て
お
り
ま
す
。
朝
鮮
通
信
使
の
方
は
「
聘
礼
」
と
い
い

ま
す
。
聘
礼
と
は
と
て
も
丁
寧
な
言
葉
で
、
来
て
い
た
だ
く
と
い
う

意
味
で
す
。
つ
ま
り
そ
れ
ほ
ど
手
厚
く
も
て
な
す
と
い
う
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
琉
球
使
節
、
通
信
使
と
の
間
で
こ
れ
だ
け

の
格
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
同
じ
外
交
関
係
に
あ
る
国

で
あ
っ
て
も
、
江
戸
幕
府
は
外
交
に
対
す
る
ラ
ン
ク
付
け
を
も
っ
て

接
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
来
日
し
た
朝
鮮
通
信
使
は
、
最
上
級
の
も
て
な
し
で
扱
わ
れ
ま
す
。

ご
ち
そ
う
の
出
し
方
は
も
ち
ろ
ん
、
道
中
で
橋
の
か
か
っ
て
い
な
い

河
川
に
は
船
橋
を
特
設
す
る
、
こ
れ
は
天
皇
家
か
ら
の
使
い
で
あ
る

勅
使
と
全
く
同
じ
扱
い
で
す
。
江
戸
城
で
の
応
接
の
レ
ベ
ル
も
含
め

て
、
す
べ
て
勅
使
並
み
で
す
。
こ
の
よ
う
に
余
り
に
も
格
が
上
過
ぎ

る
の
で
、
新
井
白
石
の
時
代
に
も
っ
と
応
接
の
格
を
落
と
せ
と
い
う

こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
そ
れ
で
す
ご
い
論
争
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は

有
名
な
こ
と
で
す
。
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朝
鮮
通
信
使
を
、
日
本
に
と
っ
て
最
上
位
の
国
に
位
置
づ
け
る
と

い
う
こ
と
。
一
体
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
形
に
し
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、

こ
れ
は
お
そ
ら
く
江
戸
幕
府
の
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
そ
こ
に
示

し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
江
戸
幕
府
は
、
自
分
の
国

よ
り
上
位
の
国
と
外
交
し
た
く
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
り
ま
す
。
上

位
の
国
と
は
、
中
国
で
す
。
中
国
の
皇
帝
の
下
に
位
置
す
る
の
が

「
国
王
」
で
す
。
そ
こ
で
幕
府
は
、
あ
え
て
中
国
と
は
国
交
を
持
た

ず
に
、
来
日
し
た
い
貿
易
商
人
だ
け
に
荷
物
を
持
っ
て
こ
さ
せ
て
長

崎
で
商
売
を
さ
せ
る
。
そ
う
い
う
形
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
こ
そ
が
、

江
戸
幕
府
の
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
理
解
で
き
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
は
、
今
で
い
う
外
務
省
の
よ
う
な
役
所
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
外
交
上
最
も
丁
寧
に
扱
わ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
朝
鮮
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
を
対
馬
藩
宗
氏

に
一
任
し
て
い
ま
し
た
。
幕
府
は
宗
家
が
望
め
ば
一
〇
万
石
と
い
う

破
格
の
格
式
を
与
え
、
日
朝
外
交
を
あ
ず
か
る
大
名
と
し
て
決
し
て

見
劣
り
し
な
い
位
置
に
お
い
て
、
朝
鮮
通
信
使
の
応
接
役
を
務
め
さ

せ
て
い
た
の
で
す
。
た
だ
し
外
交
に
は
、
も
の
す
ご
い
お
金
が
か
か

り
ま
す
。
そ
こ
で
対
馬
藩
に
は
貿
易
の
独
占
権
を
与
え
、
一
種
の
経

済
的
な
保
証
を
与
え
な
が
ら
、
日
本
に
と
っ
て
の
最
上
位
の
国
を
応

接
さ
せ
て
い
た
の
で
す
。

　
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
た
理
由
の
そ
の
一
。
つ
ま
り
日
朝
貿
易
は
な

ぜ
長
崎
を
上
回
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
は
、
幕
府
の
特
別
待
遇
が

あ
っ
た
た
め
と
申
し
ま
し
た
が
、
二
重
帳
簿
も
含
め
て
幕
府
は
薄
々

だ
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
る
程
度
承
知
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
か
り
に
日
朝
貿
易
が
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば
、

外
交
の
た
め
の
莫
大
な
費
用
を
対
馬
藩
へ
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
、
あ
る
意
味
で
は
対
馬
藩
に
貿
易
を
自
由
に
や
ら
せ
て
、

必
要
な
資
金
を
か
せ
い
で
く
れ
た
ほ
う
が
幕
府
に
と
っ
て
は
好
都
合

で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
さ
ら
に
理
由
の
二
つ
め
で
す
が
、
貿
易
を
や

る
場
所
が
幕
府
の
目
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
な
の
で
、
チ
ェ
ッ
ク
が
で

き
な
い
と
い
う
点
が
あ
り
ま
す
。
逆
に
長
崎
貿
易
は
、
幕
府
の
目
の

届
く
と
こ
ろ
で
す
。
こ
こ
は
直
轄
地
で
す
の
で
、
幕
府
の
奉
行
や
代

官
を
配
置
し
て
、
貿
易
を
ど
の
よ
う
に
や
っ
て
い
る
か
、
一
部
始
終

を
管
理
監
督
で
き
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
日
朝
貿
易
は
幕
府
の
目
の

届
か
な
い
外
国
の
地
で
や
る
と
い
う
、
中
世
か
ら
の
歴
史
的
な
伝
統

を
江
戸
時
代
に
入
っ
て
も
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
ま
し
た
。

　
日
朝
貿
易
を
行
う
場
所
を
、
倭
館
と
い
い
ま
す
。
こ
こ
は
鎖
国
時

代
に
置
か
れ
て
い
た
日
本
人
町
で
す
。
草
梁
和
館
絵
図
（
図
４
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
倭
館
と
は
、
日
本
か
ら
来
る
使
節
団
を
接
待
す
る

た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
で
し
た
。
最
初
に
倭
館
が
で
き
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図４　草梁倭館絵図

出典：高橋章之介『宗家と朝鮮』口絵より
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た
の
は
一
五
世
紀
の
初
め
で
、
朝
鮮
の
都
ソ
ウ
ル
で
し
た
。
そ
の
後
、

貿
易
で
や
っ
て
く
る
人
た
ち
に
も
そ
う
し
た
施
設
が
必
要
だ
と
い
う

こ
と
で
、
日
本
人
が
入
っ
て
く
る
港
に
も
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
倭
館

と
は
、
一
つ
の
建
物
で
は
な
く
、
複
数
の
建
物
群
を
指
し
ま
す
。
倭

館
の
周
り
の
土
地
も
含
め
た
、
い
わ
ゆ
る
日
本
人
の
居
住
区
域
と
考

え
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
倭
館
は
、
二
度
ほ
ど
移
転
し
ま
す
。

初
め
に
置
か
れ
た
の
が
、
絶
影
島
（
日
本
名
、
牧
の
島
）
で
す
。
こ
こ

は
、
文
禄
・
慶
長
の
役
直
後
に
行
わ
れ
た
講
和
交
渉
の
と
き
、
対
馬

か
ら
来
た
使
節
が
建
て
た
も
の
で
、
正
式
な
も
の
で
は
な
い
の
で

「
仮
倭
館
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
近
世
最
初
の
正
式
な
倭
館
は
、

釜
山
の
豆
毛
浦
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
一
六
〇
七
年
、
第
一
回
目
の

朝
鮮
通
信
使
が
来
日
し
て
、
江
戸
時
代
の
日
朝
関
係
が
正
式
に
再
開

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
か
ら
の
使
節
を
迎
え
る
た
め
に
倭
館
が
建

て
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
し
か
し
間
も
な
く
し
て
豆
毛
浦
倭
館
は
、
狭
く
て
使
い
に
く
い
と

い
う
こ
と
で
、
ど
こ
か
も
っ
と
良
い
場
所
へ
移
転
さ
せ
て
欲
し
い
と

い
う
要
求
が
出
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
交
渉
に
、

約
三
〇
年
間
も
か
か
り
ま
し
た
。
文
禄
・
慶
長
の
役
後
、
朝
鮮
で
は

軍
事
上
の
機
密
保
持
の
理
由
か
ら
、
国
内
を
日
本
人
に
見
せ
た
く
な

い
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
、
そ
の
た
め
移
転
交
渉
が
長
引
い
た
も
の

で
す
。
し
か
し
対
馬
藩
の
粘
り
強
い
交
渉
の
末
、
よ
う
や
く 
草
梁 
と

チ
ョ
リ
ャ
ン

い
う
所
に
新
し
い
倭
館
を
造
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
新
倭
館

が
完
成
し
た
の
が
一
六
七
八
年
、
明
治
期
に
な
っ
て
閉
鎖
さ
れ
た
の

が
一
八
七
三
年
で
す
。
草
梁
倭
館
は
、
約
二
〇
〇
年
間
に
わ
た
っ
て

存
続
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
草
梁
倭
館
の
こ
と
は
、
史
料
も
絵
図
も
沢
山
残
っ
て
い
ま
す
。
図

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
の
倭
館
は
、
と
て
も
広
い
敷
地
に
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。
全
体
の
面
積
は
、
大
体
一
〇
万
坪
ほ
ど
で
す
。
こ
れ
は

外
国
人
用
に
つ
く
ら
れ
た
施
設
と
し
て
は
、
恐
ら
く
東
ア
ジ
ア
で
は

一
番
広
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
長
崎
の
唐
人
屋
敷
は
一

万
坪
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
一
〇
個
入
る
ほ
ど
の
大
き
さ
で
す
。
出
島

は
四
〇
〇
〇
坪
で
す
か
ら
二
五
倍
の
広
さ
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
非
常
に
広
大
な
地
域
に
、
大
体
四
〇
〇
人
～
五
〇
〇
人
ぐ
ら
い
の

日
本
人
が
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
鎖
国
と
い
い
ま
し
て
も
、

実
は
日
本
人
は
海
外
へ
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
、

こ
こ
で
外
交
や
貿
易
を
や
る
の
で
す
。

　
そ
の
こ
ろ
、
対
馬
の
人
口
は
約
三
万
人
ほ
ど
で
し
た
。
こ
の
う
ち

倭
館
で
生
活
し
て
い
た
の
が
四
〇
〇
～
五
〇
〇
人
と
い
う
こ
と
は
、

対
馬
の
人
口
の
大
体
一
・
五
％
に
当
た
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
女
性
は
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行
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
ご
老
人
や
小
さ
な
子
供
も
行

く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
対
馬
の
成
人
男
子
に
限
り
ま
す
と
、
大
体

五
％
に
な
り
、
二
〇
人
に
一
人
の
割
合
で
倭
館
へ
出
か
け
て
い
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
倭
館
に
は
一
〇
万
坪
の
敷
地
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
外
側
に
も
出

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
倭
館
の
外
に
遊
歩
地
域
が
四
〇
万
坪
ほ
ど

あ
っ
て
、
散
策
な
ど
に
出
か
け
る
人
が
お
り
ま
す
。
た
だ
し
夕
方
ま

で
に
は
帰
っ
て
く
る
決
ま
り
で
す
が
、
実
際
に
は
帰
れ
な
い
人
も
結

構
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
倭
館
は
日
本
人
を

中
に
閉
じ
こ
め
よ
う
と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
外
交
や
貿

易
を
行
う
場
所
、
そ
れ
と
生
活
の
安
全
を
約
束
し
て
く
れ
る
場
で
も

あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
倭
館
の
図
で
、
さ
ら
に
内
部
を
詳
し
く

み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
中
央
に
あ
る
お
城
の
よ
う
な
館
は
、

館
守
屋
と
い
い
ま
す
。
館
守
は
、
倭
館
全
体
を
統
率
す
る
責
任
者
で
、

対
馬
か
ら
二
年
交
替
で
派
遣
さ
れ
て
き
ま
す
。
一
緒
に
料
理
人
や
医

者
な
ど
を
含
み
、
グ
ル
ー
プ
で
こ
こ
に
入
り
ま
す
。
館
守
屋
が
最
も

大
き
い
館
で
す
が
、
そ
の
反
対
側
に
も
大
き
な
館
が
並
ん
で
い
ま
す
。

こ
ち
ら
一
帯
は
西
館
と
呼
ば
れ
、
倭
館
本
来
の
姿
で
あ
る
ゲ
ス
ト
ハ

ウ
ス
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
場
所
で
す
。
西
館
に
は
、
使

節
と
し
て
任
命
を
受
け
て
き
た
対
馬
の
人
た
ち
が
入
り
、
接
待
を
受

け
ま
す
。
こ
の
西
館
と
館
守
屋
の
間
に
あ
る
山
を
龍
頭
山
と
い
い
ま

す
。
対
馬
の
人
は
、
東
西
の
館
の
真
ん
中
に
あ
る
山
で
す
の
で
、
中

山
と
呼
び
ま
す
。
現
在
、
こ
こ
を
龍
頭
山
公
園
と
い
っ
て
、
釜
山
市

街
を
眺
め
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
展
望
用
タ
ワ
ー
が
建
っ
て
い
ま

す
。

　
西
館
の
方
は
、
現
在
も
広
い
敷
地
の
ま
ま
、
ア
パ
ー
ト
・
結
婚
式

場
・
お
寺
と
い
っ
た
建
物
が
建
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
の

前
に
、
長
屋
風
の
建
物
が
六
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
六
行
廊
と
い
っ

て
、
使
節
団
の
中
で
も
下
の
ク
ラ
ス
の
人
た
ち
が
入
る
長
屋
で
す
。

西
館
に
は
対
馬
か
ら
の
使
節
団
が
入
り
、
こ
こ
で
外
交
を
行
い
ま
す
。

来
日
す
る
通
信
使
は
も
ち
ろ
ん
外
交
使
節
で
す
が
、
国
書
の
交
換
な

ど
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
セ
レ
モ
ニ
ー
が
中
心
に
な
り
ま
す
。
し
か
し

倭
館
で
行
う
外
交
は
、
両
国
の
身
近
に
起
こ
っ
た
懸
案
事
項
を
解
決

す
る
た
め
の
実
務
外
交
で
す
。
例
え
ば
両
国
の
間
に
あ
る
島
の
領
有

権
が
ど
う
な
の
か
と
い
っ
た
、
今
で
い
う
竹
島
問
題
な
ど
も
倭
館
で

の
実
務
外
交
に
な
り
ま
す
。
使
節
団
で
す
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
接
待
を
受
け
ま
す
。
西
館
の
外
側
に
宴
大
庁
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
こ
が
そ
う
し
た
宴
会
を
す
る
場
所
で
す
。
現
在
、
釜
山
市

の
東
西
に
か
な
り
広
い
道
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
を 
大
庁 
通
り
と
い
い

テ
ジ
ョ
ン

ま
す
。
大
庁
と
い
う
の
は
、
大
広
間
の
あ
る
大
き
な
館
と
い
う
意
味
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で
す
。
倭
館
の
西
館
の
外
に
あ
っ
た
宴
大
庁
か
ら
つ
い
た
通
り
の
名

前
で
、
こ
の
道
路
が
倭
館
の
北
側
の
位
置
を
知
る
た
め
の
良
い
目
印

に
な
り
ま
す
。

　
西
館
が
外
交
関
係
の
施
設
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
東
館
は
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
経
済
的
な
活
動
の
場
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
港
が
あ
り
、

貿
易
品
が
入
っ
て
き
ま
す
の
で
、
蔵
が
い
く
つ
も
並
ん
で
い
ま
す
。

館
守
屋
の
下
に
開
市
大
庁
と
い
う
の
が
あ
り
、
こ
こ
が
貿
易
を
行
う

場
所
で
す
。
初
め
に
申
し
上
げ
た
人
参
代
往
古
銀
も
、
こ
こ
で
朝
鮮

商
人
の
手
に
渡
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
開
市
大
庁
で
の
貿
易
は
月
に

六
回
、
三
と
八
の
つ
く
日
で
す
。
こ
の
日
に
な
る
と
朝
鮮
の
商
人
た

ち
が
た
く
さ
ん
の
品
物
を
持
っ
て
守
門
か
ら
入
り
、
日
本
人
と
相
対

貿
易
を
し
ま
す
。
言
葉
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
通
訳
が
お
り
ま
す
。

東
館
に
は
、
そ
う
し
た
通
詞
の
屋
敷
が
あ
り
ま
す
。

　
開
市
大
庁
の
近
く
に
、
裁
判
屋
が
あ
り
ま
す
。
人
を
裁
く
裁
判
官

の
こ
と
で
は
な
く
、
臨
時
の
外
交
交
渉
官
を
こ
う
呼
び
ま
す
。
西
館

に
入
る
外
交
官
よ
り
も
、
よ
り
緊
急
性
を
帯
び
た
事
案
を
交
渉
す
る

た
め
の
役
人
で
す
。
こ
の
裁
判
屋
の
横
が
、
東
向
寺
と
い
う
お
寺
で

す
。
こ
こ
に
い
る
僧
侶
は
、
漢
文
の
読
み
書
き
が
で
き
ま
す
。
か
れ

ら
は
朝
鮮
国
内
か
ら
入
っ
て
く
る
色
々
な
外
交
書
簡
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
役
割
を
兼
ね
て
い
ま
す
。
寺
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
こ
は
外
交
文
書

を
査
察
す
る
最
前
線
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
倭
館
の
周
り
は
、
ぐ
る
り
と
高
い
塀
が
取
り
囲
ん
で
お
り
ま
す
。

こ
の
塀
は
朝
鮮
側
が
強
制
的
に
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
日
本
側
か
ら

お
願
い
し
て
作
っ
て
も
ら
っ
た
塀
で
す
。
実
は
倭
館
に
は
、
時
々
ト

ラ
が
侵
入
し
て
き
ま
す
。
猛
獣
か
ら
身
を
守
る
の
も
重
要
で
す
が
、

塀
は
「
ヒ
ト
」
の
無
断
侵
入
を
防
ぐ
意
味
も
あ
り
ま
す
。
倭
館
の
港

の
倉
庫
群
に
は
、
両
国
の
高
価
な
貿
易
品
が
詰
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
し
た
金
目
の
も
の
を
ね
ら
っ
て
、
よ
く
泥
棒
が
入
っ
て
き
ま
す
。

高
さ
大
体
二
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
倭
館
の
塀
は
、
そ
う
し
た
侵
入
者

に
対
す
る
防
御
の
た
め
の
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

　
倭
館
の
門
、
つ
ま
り
出
入
口
は
三
カ
所
で
す
。
な
か
で
も
東
館
の

守
門
は
、
最
も
多
く
の
人
た
ち
が
出
入
り
す
る
門
で
、
昼
間
は
開
い

て
お
り
ま
す
。
西
館
の
門
は
、
宴
大
庁
へ
出
入
り
す
る
た
め
の
も
の

で
、
こ
こ
は
通
常
、
閉
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
も
う
一
つ
が
、
不
浄
門

で
す
。
倭
館
で
亡
く
な
っ
た
方
を
日
本
に
も
ど
す
た
め
遺
骸
を
外
に

出
す
専
用
門
で
す
。
し
か
し
そ
れ
に
は
少
々
お
金
が
か
か
り
ま
す
。

資
力
の
無
い
人
は
、
倭
館
の
外
に
あ
る
日
本
人
墓
地
へ
埋
葬
さ
れ
ま

す
。

　
こ
の
釜
山
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
も
と
も
と
は
小
さ
な
漁
師
小
屋
が

数
軒
し
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
が
、
あ
る
時
い
き
な
り
倭
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館
が
広
大
な
敷
地
に
建
て
ら
れ
、
こ
こ
に
四
〇
〇
～
五
〇
〇
人
も
の

日
本
人
が
入
居
し
て
き
た
の
で
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
倭
館
の
周

辺
に
は
日
本
人
と
貿
易
を
す
る
た
め
の
商
人
や
、
ま
た
入
居
者
の
日

常
を
支
え
る
た
め
の
様
々
な
職
種
の
人
た
ち
が
集
ま
り
、
次
々
に
自

分
た
ち
の
家
を
作
り
だ
し
ま
す
。
や
が
て
釜
山
は
、
倭
館
を
中
心
に

巨
大
な
商
業
都
市
へ
と
様
変
わ
り
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
歴

史
は
、
ち
ょ
う
ど
日
本
の
長
崎
と
重
な
り
ま
す
。
長
崎
は
、
ポ
ル
ト

ガ
ル
船
を
迎
え
入
れ
る
た
め
に
、
小
さ
な
漁
村
が
巨
大
な
貿
易
都
市

に
変
貌
し
た
町
で
す
。
歴
史
だ
け
で
な
く
、
共
通
す
る
の
は
両
方
と

も
坂
の
町
だ
と
い
う
点
で
す
。
つ
ま
り
海
岸
部
ま
で
山
が
迫
っ
て
い

て
、
こ
の
地
形
が
船
の
入
り
や
す
い
良
港
と
し
て
の
条
件
を
叶
え
て

く
れ
て
い
る
の
で
す
。
神
戸
・
横
浜
・
函
館
、
ど
れ
も
同
じ
よ
う
に

坂
の
町
で
、
い
ず
れ
も
外
国
人
の
居
留
地
が
置
か
れ
た
港
町
で
す
。

　
さ
て
こ
の
倭
館
の
港
で
す
が
、
建
設
す
る
と
き
は
か
な
り
大
変
な

工
事
で
し
た
。
と
く
に
桟
橋
は
埋
め
立
て
た
も
の
で
は
な
く
、
陸
地

の
部
分
を
削
っ
た
よ
う
で
す
。
工
事
中
は
何
日
間
も
海
水
に
つ
か
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
作
業
に
動
員
さ
れ
た
の

が
朝
鮮
の
若
い
僧
侶
た
ち
で
す
。
記
録
に
、
一
日
四
〇
〇
人
ぐ
ら
い

の
僧
侶
が
集
め
ら
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
朝
鮮
社
会
に
お
け
る

僧
侶
の
社
会
的
な
位
置
と
も
関
係
が
あ
り
ま
す
。
朝
鮮
で
は
儒
教
を

重
ん
じ
る
反
面
、
仏
教
寺
院
の
勢
力
が
低
下
し
て
お
り
、
こ
れ
に

伴
っ
て
僧
侶
の
社
会
的
な
身
分
が
落
ち
て
い
た
時
代
で
し
た
。
こ
の

た
め
に
、
倭
館
建
設
の
よ
う
に
国
家
が
か
ら
む
土
木
工
事
に
人
夫
と

し
て
か
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
倭
館
の
近
辺
の
寺
か
ら
大
勢
の

僧
侶
が
工
事
に
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
建
築
の
た
め
の
費
用

は
、
も
ち
ろ
ん
莫
大
な
も
の
で
し
た
。
ほ
と
ん
ど
は
朝
鮮
側
の
出
費

で
し
た
が
、
東
館
の
館
守
屋
・
裁
判
屋
・
開
市
大
庁
（
こ
れ
を
東
の

三
大
庁
と
い
う
）
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
建
物
は
、
対
馬
藩
の
出
費
に

よ
る
も
の
で
す
。
工
事
は
、
日
本
と
朝
鮮
の
双
方
の
大
工
が
合
同
で

行
い
ま
す
。
外
見
は
と
も
か
く
、
住
民
が
生
活
し
や
す
い
よ
う
に
、

中
の
構
造
は
日
本
家
屋
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
畳
部
屋
で

障
子
、
床
の
間
も
し
つ
ら
え
、
冬
の
暖
房
に
は
決
し
て
オ
ン
ド
ル
で

は
な
く
、
火
鉢
に
炭
火
を
入
れ
て
暖
を
と
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
倭
館
で
貿
易
を
や
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
内

容
が
幕
府
の
目
に
届
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
大
量
の
銀

が
日
本
か
ら
運
ば
れ
て
き
て
も
、
幕
府
と
し
て
は
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。
倭
館
へ
運
ば
れ
た
銀
に
つ
い
て
は
、

『
館
守
日
記
』
の
記
事
で
分
か
り
ま
す
。
館
守
は
、
そ
の
役
を
拝
命

し
た
日
か
ら
、
お
役
御
免
に
な
っ
て
対
馬
に
戻
る
日
ま
で
、
ず
っ
と

欠
か
さ
ず
に
日
記
を
つ
け
る
こ
と
が
義
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
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『
館
守
日
記
』
は
、
現
在
、
国
立
国
会
図
書
館
に
全
部
で
八
六
〇
冊
ほ

ど
残
っ
て
お
り
ま
す
。
な
ぜ
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
記
録
を
つ
け
た

か
と
い
い
ま
す
と
、
結
局
そ
れ
は
対
馬
宗
家
が
朝
鮮
の
倭
館
で
外
交

を
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
関
係
し
て
い
ま
す
。
外
交
を
行
う
た

め
に
重
要
な
こ
と
は
、
故
事
先
例
で
す
。
何
か
事
が
起
こ
っ
た
と
き
、

そ
れ
が
以
前
、
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
解
決
さ
れ
て
き
た
の
か
。

そ
の
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
将
来
同
じ
こ
と
が
起
き
た
と
き
に
交
渉
事

を
有
利
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
外
交
を
扱
っ
て
い
た

が
た
め
に
、
記
録
を
懸
命
に
作
り
、
そ
の
保
管
と
管
理
、
活
用
の
重

要
さ
を
認
識
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
記
録
の
充
実
が
国
際
関

係
に
有
利
に
働
く
こ
と
を
知
っ
た
対
馬
藩
は
、
こ
の
倭
館
に
派
遣
さ

れ
た
役
人
た
ち
に
記
録
を
こ
ま
め
に
つ
け
る
こ
と
を
義
務
と
し
ま
し

た
。
や
が
て
厖
大
な
宗
家
文
書
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、

こ
れ
が
日
朝
関
係
の
多
く
の
事
柄
を
知
る
た
め
の
素
晴
ら
し
い
情
報

を
現
代
の
私
た
ち
に
提
供
し
て
く
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
幕
府
が
知

る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
貿
易
の
真
の
姿
を
、
こ
の
記
録
を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
で
き
ま
す
。

　
図
５
─
１
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
開
市
大
庁
で
行
わ
れ
た
私

貿
易
の
輸
出
入
額
、
そ
れ
と
幕
府
が
設
定
し
た
制
限
額
を
比
較
し
た

も
の
で
す
。
表
の
実
線
が
輸
出
額
で
、
点
線
が
輸
入
額
で
す
。
下
の

方
の
線
が
、「
幕
府
制
限
額
」
で
す
。
幕
府
は
貞
享
三
年
（
一
六
八

六
）、
対
馬
宗
家
に
対
し
て
日
朝
貿
易
の
年
間
限
度
枠
を
一
〇
八
〇

貫
目
と
命
じ
ま
し
た
。
し
か
し
、
対
馬
藩
は
こ
れ
を
全
く
守
ら
ず
、

実
線
や
点
線
の
よ
う
に
、
多
い
と
き
で
約
六
〇
〇
〇
貫
目
の
貿
易
を

し
て
い
た
の
で
す
。
む
し
ろ
貿
易
額
が
少
な
く
な
る
の
は
元
禄
期
で
、

幕
府
が
制
限
を
一
八
〇
〇
貫
目
に
緩
め
た
こ
ろ
で
す
。
な
ぜ
制
限
枠

を
緩
め
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
こ
そ
貨
幣
改
鋳
の
影
響
で
す
。

元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
は
、
荻
原
重
秀
が
貨
幣
改
鋳
を
し
た
年
で

す
。
そ
の
改
鋳
は
金
銀
の
含
有
量
を
切
り
下
げ
る
悪
鋳
で
、
し
か
も

後
の
宝
永
期
に
な
っ
て
そ
れ
が
さ
ら
に
加
速
し
て
い
き
ま
し
た
。
最

初
に
述
べ
た
人
参
代
往
古
銀
の
鋳
造
に
つ
な
が
る
宝
永
四
ツ
宝
銀
は
、

な
ん
と
銀
が
二
〇
％
、
銅
が
八
〇
％
と
い
う
劣
悪
な
銀
貨
幣
で
す
。

こ
の
悪
鋳
の
た
め
、
貿
易
品
の
購
買
力
が
落
ち
、
幕
府
は
日
朝
貿
易

の
制
限
枠
を
一
〇
八
〇
貫
目
か
ら
一
八
〇
〇
貫
目
に
増
額
し
て
あ
げ

た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
倭
館
で
行
わ
れ
て
い
た
貿
易
は
、
表
に
も
あ

り
ま
す
よ
う
に
、
幕
府
の
制
限
緩
和
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逆
に
ど
ん

ど
ん
と
落
ち
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
対
馬
藩
は
、
朝
鮮
人
参
の
輸
入
量

が
減
少
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
人
参
代
往
古
銀
と
い
う
特
殊
な
貿
易

銀
の
鋳
造
を
幕
府
に
願
い
で
た
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
対
馬
藩
の
主

張
は
、
日
朝
貿
易
の
真
実
の
姿
を
述
べ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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図
５
─
２
の
円
グ
ラ
フ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
私
貿
易
の

取
引
商
品
の
内
訳
を
示
し
た
も
の
で
す
。
輸
出
の
ほ
と
ん
ど
が
丁
銀

（
六
六
％
）
で
、
こ
れ
は
日
本
の
国
内
で
使
わ
れ
て
い
た
通
用
銀
貨
が

そ
の
ま
ま
商
品
と
し
て
倭
館
で
商
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。
銀
以
外
は
、
銅
や
鑞
な
ど
の
鉱
産
資
源
で
、
そ
の
他
と
は
刻
み

タ
バ
コ
や
キ
セ
ル
な
ど
で
す
。
日
本
か
ら
朝
鮮
へ
喫
煙
習
慣
が
伝
わ

り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
関
連
し
て
い
た
の
が
倭
館
の
私
貿
易
で
し
た
。

し
か
し
全
体
の
割
合
か
ら
み
る
と
僅
か
で
、
輸
出
の
大
半
は
銀
だ
っ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
輸
入
の
ほ
う
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
特
徴
が

は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
生
糸
（
五
〇
％
）、
絹
織
物
（
二
八
％
）
が
、

輸
入
全
体
の
八
割
近
く
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
産
品
で
す
。

対
馬
藩
が
主
張
す
る
朝
鮮
人
参
の
輸
入
割
合
は
二
二
％
で
、
三
分
の

一
以
下
で
す
。
銀
が
劣
悪
に
な
っ
た
た
め
悪
影
響
を
受
け
る
の
は
、

貫目
輸出額
輸入額

幕府制限額（1,080 貫目）

6,000

4,000

2,000

765432
宝永
元年1615141312111098765432

元禄
元年432

貞享
元年

1710170517001695

5,941 貫目 5,938 貫目

16901684

輸出平均（3,347 貫目）

輸入平均（2,681 貫目）

幕府制限額
　　　（1,800 貫目）

図５─１　私貿易輸出入額と幕府制限額

丁銀
66%

雑品
13%

輸出

輸入

その他
鉱産物
21%

絹織物
28%

朝鮮人参
22%

生糸
50%

図５─２　私貿易取引商品の割合

筆者作成

筆者作成
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朝
鮮
人
参
よ
り
も
中
国
産
品
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
私
が
ま
だ
大
学
院
生
だ
っ
た
こ
ろ
、
国
立
国
会
図
書
館
で
『
館
守

日
記
』
を
何
十
冊
も
ま
と
め
て
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
は
じ
め

は
倭
館
に
銀
が
入
っ
た
と
き
の
数
字
だ
け
を
ノ
ー
ト
に
と
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
に
読
ん
で
い
て
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し

た
。
倭
館
へ
送
ら
れ
る
銀
は
、「
お
銀
船
」
と
い
う
小
さ
な
船
で
運

ば
れ
ま
す
が
、
そ
の
入
港
が
月
に
よ
っ
て
か
な
り
差
が
み
ら
れ
る
の

で
す
。
た
と
え
ば
一
月
か
ら
六
月
ま
で
、
お
銀
船
の
到
着
記
録
は
僅

か
で
、
仮
に
あ
っ
て
も
積
ん
で
あ
る
量
が
少
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ

が
七
月
に
な
る
と
、
急
に
銀
の
届
く
回
数
が
増
え
ま
す
。
こ
れ
が
八

月
ま
で
続
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
九
月
に
な
る
と
ま
た
少
な
く
な
り
、

一
〇
月
、
一
一
月
に
な
る
と
ま
た
多
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
銀
の
数

量
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
月
別
に
み
て
み
よ
う
と
考
え
ま
し
て
、

そ
れ
を
図
に
し
て
み
ま
し
た
。
こ
の
図
６
は
一
七
一
一
年
か
ら
一
七

五
〇
年
ま
で
の
記
録
に
よ
り
、
お
銀
船
の
到
着
と
銀
の
輸
送
高
を
月

別
に
積
み
上
げ
て
い
っ
た
も
の
で
す
。
大
き
な
山
が
二
つ
あ
り
、
七

月
・
八
月
の
山
と
一
〇
月
・
一
一
月
の
山
で
、
後
の
ほ
う
が
よ
り
多

い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
つ
ま
り
銀
の
輸
送
高
に
季
節
変
動
が
み
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

貫目
7,000

1

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月

第 4期（1741─50）
第 3期（1731─40）
第 2期（1721─30）
第 1期（1711─20）

7 ・ 8 月　皇暦銀
10・11月　冬至銀

出典：宗家記録『館守毎日記』（国立国会図書館所蔵）

図６　銀輸送高の季節変動（１７１１～１７５０）

筆者作成
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さ
ら
に
『
館
守
日
記
』
を
み
て
い
き
ま
す
と
、
七
月
・
八
月
に
倭

館
に
到
着
す
る
銀
の
こ
と
を
「
皇
暦
銀
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
ま

た
一
〇
月
・
一
一
月
は
、「
冬
至
銀
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
体

何
な
の
か
と
、
俄
然
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
名
前
か
ら
推

測
す
る
に
、
朝
鮮
と
中
国
と
の
国
際
関
係
が
か
ら
ん
で
い
る
よ
う
で

す
。
そ
こ
で
朝
鮮
史
の
専
門
書
を
読
ん
で
み
ま
し
た
ら
、
そ
こ
に
答

え
が
あ
り
ま
し
た
。
朝
鮮
は
、
日
本
と
中
国
に
使
節
団
を
派
遣
し
て

い
ま
す
（
表
２
）。
日
本
へ

は
通
信
使
で
、
徳
川
時
代
に

一
二
回
で
す
。
い
っ
ぽ
う
中

国
へ
派
遣
す
る
使
節
は 
燕  
行 
え
ん
 こ
う

 
使 
と
い
っ
て
、
四
七
八
回
も

しソ
ウ
ル
と
北
京
の
間
を
往
復

し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
こ
の

頻
繁
な
使
節
団
も
、
明
か
ら

清
の
時
代
に
な
る
と
し
だ
い

に
整
理
さ
れ
て
い
っ
て
、

細
々
と
し
た
使
節
を
ま
と
め

て
派
遣
す
る
と
い
う
形
に
変

わ
っ
て
い
き
ま
す
。
や
が
て

定
期
的
な
使
節
が
、「 
暦  
咨  
行 
」
と
「
冬
至
使
」
の
二
つ
に
ま
と
め
ら

れ
き
 し
 こ
う

れ
ま
し
た
。
暦
咨
行
と
い
う
の
は
、
中
国
製
の
暦
を
受
け
取
る
た
め

の
使
節
で
す
。
朝
鮮
国
は
中
国
の
冊
封
を
受
け
て
い
る
た
め
に
、
外

交
文
書
に
中
国
の
元
号
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
中
国

製
の
暦
が
必
要
な
の
で
す
。
こ
の
暦
咨
行
は
、
ソ
ウ
ル
を
八
月
に
出

て
、
年
内
に
戻
り
ま
す
。
ま
た
冬
至
使
と
い
う
の
は
、
冬
至
の
祝
賀

儀
礼
に
あ
わ
せ
て
出
る
使
節
で
す
が
、
年
を
越
し
て
正
月
の
祝
賀
か

ら
そ
の
他
諸
々
の
祝
い
を
兼
ね
て
派
遣
さ
れ
る
た
め
、
一
一
月
に
ソ

ウ
ル
を
出
て
、
翌
年
の
四
月
ご
ろ
ま
で
に
帰
国
し
ま
す
。
つ
ま
り
お

銀
船
の
季
節
変
動
は
、
こ
の
使
節
団
の
派
遣
月
に
連
動
し
て
い
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
で
は
、
こ
の
銀
は
一
体
ど
こ
か
ら
持
っ
て
来
た
の
か
。
宗
家
の
記

録
に
よ
り
ま
す
と
、
輸
出
用
の
銀
は
人
参
代
往
古
銀
も
含
め
て
総
て

京
都
で
集
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
皇
暦
銀
は
六
月
ま
で
に
、
冬
至

銀
は
八
月
ま
で
に
、
対
馬
へ
到
着
す
る
よ
う
に
と
指
令
し
て
い
ま
し

た
。
対
馬
藩
の
京
都
藩
邸
を
、
古
地
図
で
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

こ
の
地
図
（
図
７
）
は
、
元
禄
一
四
（
一
七
〇
一
）
年
に
作
成
さ
れ
た

京
都
の
大
絵
図
で
、
現
在
、
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
に
保

管
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
鴨
川
か
ら
水
を
引
い
た
高
瀬
川
の
一
之
舟
入

り
が
、
こ
こ
を
開
鑿
し
た
角
倉
屋
敷
で
、
現
在
、
日
本
銀
行
の
京
都

表２　朝鮮の外国派遣使節

燕行使通信使名　前

４７８回（１６３７～１８８１）１２回（１６０７～１８１１）回　数

謝恩
冬至年貢
進賀　など

回答兼刷還
通信目　的

正二品相当正三品相当
派遣される
正使の位

吉田光男氏（放送大学教授）作成
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支
店
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
高
瀬
川
に
面
し
て
い
る
屋
敷
に
は
、

「
舟
入
」
が
あ
っ
て
、
屋
敷
の
前
に
船
が
繋
留
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
こ
に
、「
宗
対
馬
守
」
の
屋
敷
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

が
伏
見
か
ら
淀
川
へ
、
そ
し
て
瀬
戸
内
海
─
玄
界
灘
─
対
馬
─
倭
館

─
ソ
ウ
ル
─
北
京
へ
と
続
く

「
銀
の
路
」
の
起
点
に
な
り
ま

す
。

　
こ
の
帰
り
路
は
、「
絹
の
路
」

で
し
た
。
中
国
産
の
生
糸
・
絹

織
物
が
、
朝
鮮
使
節
に
よ
っ
て

ソ
ウ
ル
へ
運
ば
れ
、「
銀
の
路
」

を
逆
行
し
て
、
最
終
的
に
京
都

へ
届
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち

生
糸
は
、
西
陣
で
す
ば
ら
し
い

織
物
に
仕
上
げ
ら
れ
、
ま
た
絹

織
物
は
室
町
の
巻
物
問
屋
の
手

に
渡
り
ま
す
。
京
都
に
糸
屋
町

と
い
う
町
名
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
の
お 
店 
衆
は
、
こ
ぞ
っ
て
対

た
な

馬
宗
家
に
多
額
の
金
を
貸
し
付

け
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
宗
家
の
貸
借
帳
簿
に
出
て
き
ま
す
が
、
こ

の
状
態
は
か
れ
ら
が
日
朝
貿
易
へ
資
金
提
供
を
し
て
い
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
ま
す
。
糸
屋
町
だ
け
で
な
く
、
京
都
の
三
井
家
（
越
後
屋
）

の
記
録
か
ら
も
、
日
朝
貿
易
に
多
額
の
資
金
を
提
供
し
て
い
た
こ
と

図７　京都藩邸と高瀬川一之船入

貞享４年（１６８７）、対馬藩は交易品の船便を考慮し、加賀藩邸の南隣を角倉氏から
購入した。側を流れる高瀬川は京都の豪商角倉了以の開削による運河で、鴨川か
らの水取入口、一之船入を起点に、南の伏見まで延びる。図の上方が南。
出典：『京師大絵図』元禄十四年版（慶應義塾大学文学部古文書室所蔵）
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が
分
か
り
ま
す
。
長
崎
で
は
幕
府
の
政
策
に
よ
っ
て
銀
の
輸
出
が
抑

制
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
生
糸
・
絹
織
物
の
輸
入
量
が
減
っ
て
い

た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
京
都
の
織
屋
地
帯
で
は
、
脇
ル
ー

ト
か
ら
入
っ
て
く
る
朝
鮮
経
由
の
唐
物
に
注
目
し
た
よ
う
で
す
。
ま

だ
国
産
生
糸
が
充
分
に
生
産
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
、
対
馬
藩
の
朝
鮮

貿
易
は
そ
れ
を
埋
め
る
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、

日
本
の
経
済
や
産
業
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。

　
大
体
こ
の
あ
た
り
で
私
の
話
は
終
わ
り
に
な
り
ま
す
が
、
最
後
に

こ
れ
か
ら
の
研
究
の
方
向
に
つ
い
て
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。
一
つ

は
、
最
近
に
な
っ
て
分
か
っ
て
き
た
こ
と
で
す
が
、
日
朝
貿
易
に
民

間
資
本
が
大
量
に
投
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
個
人
の
資
格
で
倭

館
へ
の
渡
航
を
許
さ
れ
た
商
人
た
ち
が
、
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー

で
日
朝
貿
易
に
参
加
し
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
藩
が
投
入
す
る

資
本
に
は
及
び
ま
せ
ん
が
、
個
人
貿
易
の
全
体
を
集
め
る
と
結
構
な

数
量
に
な
り
ま
す
。
現
在
、
個
人
資
本
で
貿
易
を
経
営
す
る
商
人
た

ち
の
活
動
実
態
を
追
い
か
け
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
こ
こ
大
阪
の
町
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
近

世
後
期
の
日
朝
貿
易
は
、
あ
ま
り
中
国
物
資
が
入
っ
て
こ
な
く
な
る

た
め
、
規
模
は
か
な
り
低
下
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
対
馬
藩
は
日

朝
貿
易
を
中
断
す
る
こ
と
な
く
、
し
っ
か
り
と
、
か
つ
し
た
た
か
な

経
営
を
展
開
し
ま
す
。
何
が
主
流
か
と
い
う
と
、
朝
鮮
国
内
で
生
産

さ
れ
た
薬
で
す
。
意
外
と
日
本
人
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す

が
、
朝
鮮
は
も
の
す
ご
い
医
学
先
進
国
で
す
。
先
ご
ろ
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放

映
さ
れ
た
チ
ャ
ン
グ
ム
と
い
う
女
医
さ
ん
を
テ
ー
マ
に
し
た
番
組
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、
御
存
じ
の
か
た
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
日
本

の
室
町
時
代
の
こ
ろ
か
ら
朝
鮮
王
朝
で
は
薬
に
対
す
る
関
心
が
高
く
、

各
地
に
自
生
し
て
い
る
薬
材
を
集
積
す
る
薬
市
場
が
昔
か
ら
あ
り
ま

し
た
。
し
か
も
そ
の
基
と
な
る
医
学
は
、
本
場
、
中
国
に
負
け
な
い

独
自
の
発
展
を
と
げ
て
、
多
く
の
医
学
書
を
朝
鮮
で
集
大
成
し
て
お

り
ま
す
。
こ
の
優
れ
た
医
学
書
が
、
文
禄
・
慶
長
の
役
の
頃
か
ら
対

馬
経
由
で
日
本
に
輸
入
さ
れ
ま
す
。
同
時
に
病
へ
の
処
方
と
し
て
、

薬
に
つ
い
て
の
知
識
も
輸
入
さ
れ
、
そ
れ
が
江
戸
時
代
の
朝
鮮
人
参

の
多
用
化
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
朝
鮮
流
の

「
韓
方
医
薬
」
は
、
や
が
て
薬
の
集
積
地
で
あ
る
大
坂
の
道
修
町
で

商
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
そ
し
て
こ
の
薬
の
対
価
と
し
て
対
馬
か
ら
輸
出
さ
れ
た
の
が
、
銅

で
す
。
こ
の
銅
は
、
日
本
全
国
の
銅
山
か
ら
大
坂
（
銅
座
）
に
集
め

ら
れ
、
住
友
（
泉
屋
）
が
中
心
と
な
っ
て
輸
出
用
に
精
錬
し
て
お
り

ま
し
た
。
朝
鮮
に
渡
っ
た
日
本
の
銅
は
、
朝
鮮
の
銭
に
鋳
造
さ
れ
ま
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す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
ま
た
苦
手
な
貨
幣
史
に
戻
る
よ
う
な
予

感
が
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
日
朝
貿
易
の
研
究
の
拠
点
は
、

こ
こ
大
阪
に
移
っ
て
く
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。
銅
座
の
こ

と
、
ま
た
道
修
町
の
こ
と
な
ど
、
こ
れ
か
ら
ぜ
ひ
い
ろ
い
ろ
な
情
報

を
大
阪
の
皆
様
に
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
本
日
は
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

〔
付
記
〕　
本
稿
は
二
〇
〇
九
年
五
月
三
〇
日
、
大
阪
経
済
大
学
で
行
わ

れ
た
第
七
回
春
季
歴
史
講
演
会
の
講
演
内
容
を
一
部
削
除
あ
る
い
は

修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
た
し
ろ
　
か
ず
い
・
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）


