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本
左
内
の
外
交
観

に
つ
い
て
の
一
考
察

上

幕
末
外
交
史
に
お
い
て
福
井
藩
の
開
明
的
活
動

は
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
が
、
藩
主
松
平
慶
永
の
ブ

レ
イ
ン
的
役
割
を
果
し
た
橋
本
左
内
の
積
極
的
開

国
論
及
び
そ
れ
に
関
連
し
た
貿
易
政
策
|
|
彼
は

主
と
し
て
乙
れ
に
よ
っ
て
富
国
強
兵
の
実
が
あ
が

り
得
る
も
の
と
確
信
し
た
の
で
あ
る
が

l
ー
に
つ

い
て
は
、
ペ
リ
ー
の
来
航
、
日
米
和
親
条
約
か
ら

ハ
リ
ス
の
江
戸
城
登
城
と
い
う
一
連
の
緊
迫
し
た

過
程
の
な
か
に
あ
っ
て
、
従
来
の
鎖
国
、
援
夷
で

は
行
き
詰
っ
て
し
ま
う
と
い
う
情
勢
判
断
に
よ
る

と
と
は
一
亨
つ
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
こ
れ
が
一
面

彼
φ
優
れ
た
洋
学
的
識
見
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ

る
が
、
と
く
に
当
時
の
わ
が
国
に
対
す
る
ア
メ
リ

カ
の
積
極
的
な
進
出
策
に
つ
き
、
左
内
の
情
勢
判

断
は
確
か
に
時
宜
を
得
た
も
の
と
み
ら
れ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
そ
う
し
た
分
野
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
若

干
考
察
し
た
い
。×

×

×

 

、
安
政
四
年
(
一
八
五
七
年
)
九
月
十
二
日
の
村

夫

国
民
寿
あ
て
書
翰
に
、
『
墨
吏
(
ハ
リ
ス
)
登
城

に
つ
い
て
は
、
都
議
紛
々
た
る
有
様
だ
が
、
畢
寛

「
襟
懐
狭
少
な
る
と
、
見
識
阻
陀
な
る
と
、
衆
論

に
雷
同
致
し
候
と
の
三
家
の
み
に
て
」
、
こ
れ
に

は
困
っ
た
も
の
で
あ
る
。
定
め
て
閣
老
あ
た
り
で

も
、
こ
の
よ
う
な
完
論
に
は
顎
も
は
ず
れ
る
程
の

長
あ
く
び
を
し
て
い
る
こ
と
h
察
せ
ら
れ
る
』

と
、
当
時
の
外
交
策
に
対
す
る
頑
迷
で
不
見
識
な

俗
論
を
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
幕
府
自

体
が
「
唯
恨
ら
く
は
廟
堂
一
明
快
雄
傑
の
大
臣
謀

主
乙
れ
無
き
に
つ
き
、
高
世
の
長
策
、
一
定
の
卓

論
相
立
ち
申
さ
ず
、
折
々
揺
動
の
模
様
乙
れ
あ
る

は
、
ほ
と
ん
ど
嘆
か
は
し
く
存
じ
奉
り
候
」
と
、

そ
の
優
柔
不
断
、
因
循
姑
息
な
態
度
を
厳
し
く
追

及
し
て
い
る
。

な
お
こ
れ
に
先
立
ち
一
八
五
四
年
(
安
政
元

年
)
締
結
さ
れ
た
日
米
和
親
条
約
に
対
す
る
彼
の

適
切
な
情
勢
判
断
を
物
語
る
も
の
に
、
同
書
翰
の

な
か
に
、
『
ハ
リ
ス
が
持
参
し
た
国
書
の
な
か
に

如
何
な
る
事
が
書
い
て
あ
る
か
と
水
戸
の
老
公
(

徳
川
斉
昭
)
等
が
格
別
に
御
懸
念
の
よ
う
だ
が
、

「
乙
れ
ら
は
迂
僻
浅
阻
の
見
、
児
童
の
物
案
じ
同

様
」
で
徐
り
墨
国
を
軽
視
な
さ
れ
る
も
の
と
存
ず

る
次
第
で
、
私
の
考
え
で
は
、
国
書
の
趣
意
は
大

低
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
』
と
三
カ
条
を
指
摘

し
て
い
る
。

一
、
和
親
を
結
ん
で
か
ら
三
年
に
な
る
の
に
未

だ
そ
の
実
を
顕
わ
す
ほ
ど
の
懇
待
を
し
て
く

れ
な
い
。

二
、
既
に
交
易
は
許
さ
れ
た
が
、
交
易
の
規
定

が
定
ま
ら
ぬ
た
め
、
何
一
品
と
し
て
交
易
で

き
な
い
。

三
、
逐
々
諸
国
よ
り
交
易
通
商
を
願
い
出
る
だ

ろ
う
が
、
そ
の
さ
い
一
々
そ
の
要
求
に
応
じ

得
る
ほ
ど
の
国
力
は
あ
る
は
ず
が
な
く
、
こ

れ
を
拒
否
す
れ
ば
兵
端
を
聞
く
こ
と
に
な

る
。
そ
の
さ
い
墨
国
は
和
親
の
間
柄
で
あ
る

か
ら
、
必
ず
救
援
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

た
め
今
日
よ
り
信
義
の
交
り
が
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

愈
々
墨
国
と
無
二
の
和
親
を
結
ぶ
こ
と
に
な
れ

ば
、
只
今
よ
り
旧
弊
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

旧
弊
と
は
、
耶
蘇
教
禁
止
の
事
、
鎖
国
の
事
、

兵
制
等
で
こ
れ
ら
す
べ
て
「
西
洋
法
」
を
用
い

ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
条
文
は
、
ハ
リ
ス
が
安
政
四
年
十
月

将
軍
に
謁
見
し
、
大
統
領
の
国
主
田
を
奉
呈
し
た
の

ち
老
中
堀
田
正
睦
の
邸
宅
で
幕
府
要
路
者
を
前
に

し
て
種
々
国
際
情
勢
を
論
じ
た
の
と
ほ
Y
符
合
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
左
内
が
如
何
に
当
時
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の
外
交
策
に
対
し
て
開
明
的
な
判
断
力
を
持
っ
て

い
た
か
Y
う
か
が
わ
れ
る
。

周
知
の
通
り
十
九
世
紀
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
を
は

じ
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
ア
ジ
ア
進
出
は
顕
著
な

る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
強
力
な
軍
事
力
と
政
治
経

済
力
を
背
景
と
し
、
未
聞
の
地
に
は
植
民
地
を
開

き
、
独
立
国
に
は
通
商
貿
易
を
強
要
し
、
事
を
構

え
て
は
領
土
の
一
部
を
奪
い
取
っ
て
根
拠
地
と
し

た
が
、
と
く
に
ア
ジ
ア
の
老
大
国
た
る
中
国
が
、

一
八
四

O
年
(
天
保
十
一
年
)
の
ア
ヘ
ン
戦
争
に

敗
れ
て
イ
ギ
リ
ス
の
要
求
に
完
全
に
屈
服
し
た
事

態
に
対
し
、
次
に
わ
が
国
が
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス

の
圧
力
を
直
接
受
け
る
立
場
に
立
っ
た
と
き
、
左

内
の
脳
裏
に
は
そ
れ
が
幕
藩
体
制
の
最
大
の
危
機

で
あ
る
ば
か
り
か
、
わ
が
国
の
運
命
に
か
〉
わ
る

歴
史
的
危
機
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
容
易
に

推
察
さ
れ
る
。

当
時
ハ
リ
ス
よ
り
日
米
修
好
通
商
条
約
の
締
結

が
要
請
さ
れ
て
い
る
情
勢
下
に
あ
っ
て
、
か
れ
が

「
近
来
西
洋
諸
夷
、
戦
争
に
慣
れ
兵
卒
精
練
を
勤

め
、
規
律
厳
整
に
相
成
り
、
殊
に
利
器
を
製
し
、

出
墨
な
ど
五
大
州
に
於
て
頗
る
強
兵
の
名
も
こ
れ

有
る
者
共
に
御
座
侯
へ
ば
、
唯
一
概
に
蔑
視
仕
候

へ
は
却
て
莫
大
の
御
恥
辱
を
惹
起
し
云
々
:
三
・
」

と
鎖
国
援
夷
論
の
不
当
な
こ
と
を
強
調
し
、
乙
の

上

橋
本
左
内
の
外
交
観
に
つ
い
て
の
一
考
察

さ
い
ア
メ
リ
カ
と
の
友
好
的
な
通
商
条
約
に
よ

り
、
最
も
警
戒
す
べ
き
イ
、
ギ
リ
ス
の
圧
迫
に
対
処

せ
ん
と
す
る
策
略
を
用
い
よ
う
と
し
た
も
の
と
思

考
さ
れ
よ
う
。

さ
ら
に
は
貿
易
上
の
利
点
に
つ
き
、
「
外
国
民

と
引
合
候
上
は
、
品
物
之
交
易
の
み
な
ら
ず
、
智

慧
之
交
易
肝
要
に
御
座
候
。
即
ち
製
作
使
用
之
器

械
、
経
済
実
用
之
談
論
を
も
交
易
致
し
度
く
存
じ

奉
り
侯
」
と
論
代
い
わ
ゆ
る
「
実
用
、
技
術
の

学
」
の
積
極
的
導
入
を
も
大
い
に
期
待
し
た
の
で

点

7
Q
。

と
こ
ろ
で
安
政
四
年
幕
府
が
通
商
条
約
の
是
否

に
つ
き
諸
大
名
の
意
見
を
求
め
た
さ
い
、
同
年
十

一
月
二
十
六
日
慶
永
は
次
の
よ
う
な
意
見
書
を
提

出
し
て
い
る
。

一
、
方
今
の
形
勢
鎖
国
致
す
べ
か
ら
ざ
る
義

は
、
具
眼
の
者
瞭
然
と
存
じ
奉
り
候
。

一
、
我
よ
り
航
海
を
捌
め
、
諸
州
へ
交
易
に
出

候
事
企
望
の
折
に
候
故
、
道
理
を
以
て
来
り

乞
ひ
候
者
は
、
御
拒
絶
こ
れ
無
き
筈
に
候
得

ば
、
ミ
ニ
ス
ト
ル
(
公
使
)
の
義
も
同
断
に

て
候
。

一
、
強
兵
の
基
は
富
国
に
御
座
あ
る
べ
く
侯
へ

お
さ

ば
、
今
後
商
政
を
麓
め
貿
易
の
学
を
聞
き
有

無
相
通
じ
、
皇
国
自
有
の
地
利
に
拠
り
、
字

内
第
一
の
富
韻
致
度
き
事
に
御
座
候
。

一
、
互
市
は
貨
賂
流
通
の
根
本
に
候
得
ば
、
御

趣
向
に
よ
り
却
て
春
情
萎
弱
の
因
を
引
起
し

申
す
べ
く
と
恐
悟
奉
り
候
。

て
又
利
害
得
喪
の
際
人
心
の
風
波
険
し
く
候

上
、
彼
我
の
習
相
違
も
こ
れ
有
り
、
何
時
何

3
ん

様
の
舞
端
相
啓
侯
半
も
計
り
難
し
、
支
那
阿

か
ん
が
み

片
の
一
乱
前
車
堕
る
べ
く
侯
。
こ
れ
唯
ミ
ニ

ス
ト
ル
の
有
無
の
み
に
関
係
致
し
ま
じ
く
愚

考
奉
り
候
。

て
そ
の
う
ち
最
も
怖
る
べ
き
は
、
他
の
諸
国

輯
湊
に
あ
ら
ず
し
て
魯
・
英
二
国
の
並
至
に

候
。
両
雄
並
び
立
ざ
る
情
実
す
で
に
住
都
舌

頭
に
歴
然
と
相
現
れ
申
候
。
他
日
両
国
の
う

ち
よ
り
必
定
大
御
危
難
の
事
件
希
望
申
す
べ

き
と
杷
憂
に
堪
え
ず
候
。

一
、
人
を
制
す
る
と
人
に
制
せ
ら
る
る
と
争
う

と
こ
ろ
は
僅
に
先
の
一
字
に
侯
。
当
今
の
勢

尤
も
此
に
止
ま
る
べ
く
存
じ
奉
り
候
。

な
ど
述
べ
、
幕
府
政
治
に
つ
い
て
は
「
今
迄
の

旧
套
に
て
は
相
済
し
難
く
候
」
と
、
次
の
よ
う
な

抜
本
的
政
治
改
革
を
強
調
し
て
い
る
。

て
兼
々
申
上
げ
置
き
候
賢
明
の
御
方
儲
弐
に

相
立
て
ら
る
べ
き
事
。

一
、
天
下
の
人
材
御
挙
用
こ
れ
有
る
べ
き
事
。
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上

橋
本
友
内
の
外
交
観
に
つ
い
て
の
一
考
案

一
、
太
平
の
文
飾
御
減
省
こ
れ
有
り
、
兵
制
御

改
革
こ
れ
有
る
べ
き
事
。

一
、
大
小
名
の
疲
弊
を
救
ひ
、
阻
習
を
破
る
べ

き
事
。

一
、
内
地
は
勿
論
、
蝦
夷
地
ま
で
山
海
共
種
々

御
措
置
こ
れ
有
る
べ
き
事
。

一
、
四
民
の
業
を
励
み
侯
事
。

一
、
諸
芸
術
の
学
校
を
興
す
べ
き
事
。

以
上
の
よ
う
な
答
申
が
主
と
し
て
左
内
の
意
見

に
基
い
て
い
る
こ
と
は
、
後
述
す
る
同
年
十
一
月

二
十
八
日
村
田
氏
寿
あ
て
書
翰
の
内
容
か
ら
み
て

明
白
で
、
積
極
的
な
開
国
策
に
よ
る
富
国
強
兵

と
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
内
政
改
革
を
提
唱
し
て

い
る
。と

く
に
「
強
兵
の
基
」
と
す
る
富
国
策
の
一
環

と
し
て
外
国
貿
易
が
幕
府
財
政
の
建
直
し
に
極
め

て
重
要
だ
と
み
て
、
「
当
今
外
国
貿
易
盛
に
相
聞

候
折
柄
に
於
て
は
、
国
家
御
大
政
中
の
最
も
御
専

務
と
相
成
候
御
事
と
」
(
安
政
四
年
五
月
頃
、
制

産
に
関
す
る
建
議
子
量
一
回
)
し
、
そ
の
た
め
に
は
、

ま
ず
第
一
に
「
制
産
」
(
生
産
)
を
大
い
に
振
興

し
、
し
か
も
製
品
を
「
程
能
く
売
捌
候
事
、
肝
要

之
義
」
(
安
政
三
、
四
年
頃
、
外
国
貿
易
説
)
と

強
調
、
さ
ら
に
「
右
諸
品
物
を
以
て
外
国
と
取
引

相
始
候
事
、
誠
に
国
家
に
於
て
大
な
る
御
利
益
」

、
J
W
 

(
同
説
)
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
幕
府
は
安
政
五
年
(
一
八
五
八
年
)
の

日
米
修
好
通
商
条
約
の
締
結
に
先
立
っ
て
、
再
度

諸
大
名
に
意
見
を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

対
し
慶
永
は
安
政
四
年
十
二
月
二
十
七
日
答
申
書

を
出
し
て
い
る
。
乙
れ
は
前
述
の
建
白
書
(
同
年

十
一
月
二
十
六
日
)
に
基
き
、
一
段
と
明
快
に
進

取
的
な
開
国
論
と
貿
易
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
左
内
の
外
交
な
ら
び
に
貿
易
政
策
を
察
知

す
る
う
え
で
重
要
な
の
で
、
次
に
そ
の
大
要
を
述

べ
る
こ
と
に
す
る
。

当
面
の
急
務
た
る
富
国
強
兵
を
進
め
る
た
め

に
は
貿
易
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
が
最
も
肝
要
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
は
江
戸
、
大
坂
が
最
も
互
市

に
便
利
で
あ
り
、
そ
の
他
「
徒
に
旧
法
に
泥
み

三
港
に
相
局
り
て
は
、
却
て
我
の
不
便
利
」
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
す
べ
て
適
当
と
思
う
港
は

当
方
か
ら
聞
く
の
が
よ
く
、
先
方
か
ら
強
い
ら

れ
て
随
う
の
は
「
拍
劣
の
下
策
」
で
あ
る
。
た

だ
し
京
都
は
、
「
皇
居
之
地
に
御
座
候
得
ば
、

脂
睦
不
潔
之
外
国
人
は
決
て
雑
居
致
問
敷
事
に

て
」
、
し
か
も
「
土
地
之
形
勢
、
舟
車
の
運

輸
、
貿
易
に
は
不
便
」
で
不
適
当
。

江
戸
に
は
ミ
ニ
ス
ト
ル
を
置
き
、
品
川
を
互

市
場
と
す
る
。
大
坂
は
互
市
大
い
に
繁
盛
す
る

た
め
、
大
諸
侯
か
ら
人
選
し
て
鎮
撫
守
衛
は
も

ち
ろ
ん
貿
易
庶
務
も
統
轄
さ
せ
る
べ
き
で
あ

る。
先
方
は
「
勝
手
交
易
」
(
自
由
貿
易
)
を
主

張
し
て
い
る
が
、
「
西
洋
は
元
来
商
律
も
厳
重

に
之
有
る
べ
く
候
え
ど
も
、
当
方
は
西
洋
諸
国

之
通
り
に
は
行
届
か
ず
、
こ
れ
建
国
之
勢
然
ら

し
む
る
」
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
分
の
処
は
「
官

府
の
監
督
」
下
に
お
き
、
諸
大
名
、
豪
買
と
も

諸
品
を
物
会
所
へ
輸
り
、
官
府
の
検
を
受
け
て

貿
易
す
べ
き
で
あ
る
。

一
方
、
ロ
シ
ア
は
世
界
第
一
等
の
強
国
で
、

そ
の
政
事
も
行
届
い
て
お
り
、
わ
が
国
と
は
唇

歯
の
関
係
に
あ
る
か
ら
、
相
提
携
す
べ
き
で
、

ま
た
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
も
親
睦
を
深
め
、
わ

が
国
よ
り
航
海
を
抑
め
る
こ
と
が
第
一
で
、
わ

が
使
節
、
有
司
、
学
士
、
商
買
な
ど
ワ
シ
ン
ト

ン
ま
で
派
遣
し
、
彼
地
に
商
館
を
た
て
〉
貿
易

を
聞
く
の
が
よ
く
、
こ
う
す
れ
ば
、
「
彼
我
之

条
約
双
方
之
都
合
適
宜
之
処
に
て
出
来
い
た

し
、
久
遠
堅
守
之
規
範
」
と
な
る
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。

さ
ら
に
広
東
に
も
貿
易
場
を
構
え
、
;
ロ
シ

ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
に
も
人
も
遣
わ
す

の
が
よ
い
が
、
そ
の
航
海
に
は
船
具
、
水
夫
は
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当
分
ア
メ
リ
カ
な
ど
か
ら
傭
い
入
れ
、
諸
大
名

か
ら
航
海
の
申
出
が
あ
れ
ば
免
許
す
る
が
よ

、。
?
U
W
 

以
上
の
内
容
か
ら
み
て
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
が

一
切
の
封
建
的
権
力
の
介
入
を
拒
否
し
て
勝
手
貿

易
(
自
由
貿
易
)
の
原
則
を
強
硬
に
要
求
し
た
の

に
対
し
、
「
役
人
立
会
之
交
易
」
の
形
で
幕
府
財

政
の
強
化
を
ね
ら
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
結
局
ア

メ
リ
カ
と
の
聞
に
締
結
さ
れ
た
条
約
の
内
容
が
、

関
税
率
の
設
定
に
自
主
権
を
欠
ぎ
、
治
外
法
権
と

最
恵
国
待
遇
を
与
え
る
と
い
う
不
平
等
条
約
に
終

っ
た
乙
と
を
考
え
る
と
、
左
内
の
判
断
が
楽
観
的

で
甘
か
っ
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て

も
、
当
時
の
厳
し
い
国
際
関
係
に
あ
っ
て
、
そ
の

危
機
を
救
う
も
の
が
国
家
の
充
実
せ
る
軍
事
力
及

び
政
治
経
済
力
で
あ
る
と
す
れ
ば
‘
弱
体
化
し
た

幕
府
政
治
と
し
は
如
何
と
も
し
難
い
現
実
の
姿
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
安
政
四
年
十
一
月
二
十
八
日
の
村
田
氏

寿
あ
て
書
翰
に
は
、
緊
迫
し
た
当
時
の
国
際
間
題

に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
か
れ
独
自
の
情
勢
分
析

を
行
っ
て
い
る
。

現
在
の
国
際
情
勢
を
み
る
と
、
将
来
五
大
州

は
一
団
と
な
っ
て
同
盟
国
と
な
り
、
盟
主
を
立

て
〉
干
支
を
や
め
る
乙
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ

よ

橋
本
左
内
の
外
交
観
に
つ
い
て
の
一
考
察

の
盟
主
は
イ
ギ
リ
ス
か
ロ
シ
ア
の
う
ち
に
あ
る

と
思
う
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
慎
惇
食
欲
、
ロ
シ
ア

は
洗
鷲
厳
整
で
、
何
れ
後
に
は
ロ
シ
ア
へ
人
望

が
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
日
本
は
と

て
も
独
立
が
難
か
し
い
。

独
立
す
る
に
は
山
丹
、
満
州
か
ら
朝
鮮
国
を

併
合
し
、
ア
メ
リ
カ
ま
た
は
印
度
内
に
領
地
を

持
た
な
く
て
は
、
と
て
も
望
み
が
達
せ
ら
れ
な

い
。
し
か
し
当
今
と
し
て
、
乙
れ
は
甚
だ
困
難

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
印
度
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
占

領
さ
れ
、
山
丹
あ
た
り
は
ロ
シ
ア
が
手
を
つ
け

掛
け
て
い
る
し
、
そ
の
上
わ
が
国
の
力
が
現
在

は
不
足
し
て
い
る
の
で
、
到
底
西
洋
諸
国
の
兵

に
敵
対
し
て
、
何
年
も
戦
争
す
る
こ
と
は
覚
束

な
い
。
却
っ
て
今
の
う
ち
に
同
盟
国
に
な
っ
た

方
が
得
策
で
あ
る
。
そ
こ
で
英
露
は
両
雄
並
び

立
た
な
い
国
だ
か
ら
、
甚
だ
取
扱
い
に
く
い
。

そ
の
点
「
ハ
ル
レ
ス
」
(
ハ
リ
ス
)
も
す
で
に

言
明
し
て
い
る
が
、
近
来
も
乙
の
両
国
が
争
斗

し
た
迩
は
明
白
で
あ
る
。

そ
の
た
め
後
日
英
国
か
ら
ロ
シ
ア
を
伐
つ
先

手
を
我
が
固
に
頼
む
か
、
ま
た
は
蝦
夷
、
箱
館

を
借
り
受
け
た
い
と
要
請
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の

さ
い
は
、
英
国
を
断
然
断
る
か
、
ま
た
は
こ
れ

に
従
う
か
、
い
ず
れ
か
の
定
っ
た
方
策
が
な
け

れ
ば
芯
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
私
は
是
非
ロ
シ
ア
に
従
い
度
い
と

思
う
。
そ
の
訳
は
ロ
シ
ア
に
は
信
が
あ
り
、
隣

境
で
あ
り
-
、
か
つ
我
が
国
と
は
唇
歯
の
国
で
あ

る
。
我
が
国
が
ロ
シ
ア
に
従
え
ば
、
ロ
シ
ア
は

我
を
徳
と
す
る
だ
ろ
う
が
、
英
国
は
怒
っ
て
我

が
国
を
伐
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
我
が
国
の
か

え
っ
て
願
う
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
り
孤
立
し
て
西

洋
諸
国
の
同
盟
に
敵
対
は
難
か
し
い
が
、
ロ
シ

ア
の
後
援
が
あ
れ
ば
一
、
た
と
え
敗
れ
て
も
全
滅

に
至
る
よ
う
な
乙
と
は
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、

こ
の
一
戦
で
我
が
弱
が
強
に
転
じ
、
危
を
安
に

変
ず
る
乙
と
に
な
っ
て
、
我
が
日
本
も
真
の
強

国
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
通
り
左
内
独
自
の
注
目
す
べ
き
日
露
同

盟
論
を
展
開
し
て
い
る
。
「
英
は
懐
惇
食
欲
、
魯

は
出
鷲
厳
整
」
で
あ
り
、
「
後
に
は
魯
へ
人
望
帰
す

べ
く
存
じ
奉
り
候
」
と
し
て
い
る
が
、
た
し
か
に

イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
十
九
世
紀
初
頭
文
化
五

年
(
一
八

O
八
年
)
の
フ
エ

l
ト
ン
号
事
件

l
!

こ
れ
が
と
く
に
幕
府
当
局
を
い
た
く
刺
戟
し
、
つ

い
に
文
政
八
年
(
一
八
二
五
年
)
に
は
「
異
国
船

無
ニ
念
撃
嬢
令
」
を
発
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
が
ー
ー
な
ど
日
本
に
対
す
る
一
連
の
威
圧
的
な

不
祥
事
件
を
は
じ
め
、
イ
ン
ド
の
植
民
地
化
、
ア
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へ
ン
戦
争
を
皮
切
り
と
す
る
中
国
侵
略
の
本
格
化

な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

し
か
し
周
知
の
通
り
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
も
、
ツ
ア

ー
リ
ズ
ム
内
部
の
大
き
な
矛
盾
に
対
す
る
民
衆
の

不
満
の
解
消
を
、
対
外
的
な
膨
脹
策
に
求
め
ん
と

す
る
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
対
す
る
強
硬
な
侵
略
政
策

を
み
る
と
、
ア
ジ
ア
側
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ロ

シ
ア
と
て
決
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら

な
い
「
懐
惇
食
欲
」
ぶ
り
を
露
骨
に
発
揮
し
て
お

り
、
左
内
が
云
う
よ
う
に
国
際
聞
の
信
望
が
ロ
シ

ア
に
帰
す
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ぬ
と
ζ

ろ
で
は

な
か
ろ
う
か
。

し
か
も
当
時
の
ロ
シ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
の
軍
事
力

の
差
異
は
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
(
一
八
五
三

l
五
六

年
)
に
お
い
て
明
白
に
現
わ
れ
て
お
り
、
か
の
著

名
な
セ
ヴ
ア
ス
ト
ポ
リ
要
塞
戦
で
は
、
ロ
シ
ア
軍

の
兵
器
弾
薬
が
初
め
か
ら
不
足
し
て
い
た
と
い
わ

れ
、
小
銃
は
二
人
に
一
つ
も
な
く
、
大
砲
の
射
程

距
離
も
イ
ギ
リ
ス
軍
の
大
砲
の
半
分
に
も
達
せ

ず
、
ま
た
軍
艦
に
し
て
も
英
軍
の
は
蒸
汽
船
で
あ

っ
た
が
、
ロ
シ
ア
の
そ
れ
は
旧
式
な
帆
船
で
あ
っ

た
。
「
ク
リ
ミ
ア
戦
争
は
農
奴
制
ロ
シ
ア
の
無
力

と
腐
敗
を
暴
露
し
た
」
(
レ

l
ニ
ン
)
も
の
に
ほ

か
な
ら
ず
、
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
ロ
シ
ア

・
ツ
ア
l
リ
ズ
ム
の
後
進
性
が
、
は
っ
き
り
う
か

¥ 

が
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
さ
き
の
左
内
の
書
翰
か
ら

み
る
と
、
彼
が
果
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
比
一
ベ
ロ
シ

ア
の
後
進
性
や
軍
事
力
の
劣
勢
を
し
っ
か
り
認
識

し
て
い
た
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
と
さ
れ
よ
う
。

ロ
シ
ア
を
「
世
界
第
一
等
之
強
国
」
と
余
り
に

も
過
大
評
価
し
た
左
内
で
は
あ
っ
た
が
、
一
方
ア

メ
リ
カ
と
の
友
好
関
係
並
び
に
貿
易
に
つ
い
て
も

非
常
な
熱
意
を
み
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
ロ
シ
ア
に

使
節
を
以
て
和
親
を
求
め
る
ま
で
に
他
国
か
ら
擾

乱
さ
れ
て
は
一
大
事
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
ぜ
ひ

と
も
ア
メ
リ
カ
に
頼
ん
で
、
「
英
夷
之
政
層
強

梁
」
を
押
え
て
も
ら
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
も
左
内
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
通

商
条
約
の
早
急
な
締
結
を
切
望
し
て
い
た
の
で
あ

り
、
し
か
も
当
面
の
緊
迫
し
た
対
外
的
危
機
を
、

こ
う
し
た
和
親
政
策
に
よ
っ
て
解
消
な
い
し
打
開

し
よ
う
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
幕
府
の
「

只
管
和
親
平
穏
」
を
望
む
日
和
見
主
義
を
厳
し
く

批
判
し
、
「
和
親
の
外
貌
に
拘
ら
ず
益
々
戦
闘
必

至
の
御
覚
悟
」
(
安
政
四
年
九
月
六
日
、
慶
永
外

四
公
の
建
白
書
原
案
)
を
以
て
強
力
な
富
国
強
兵

の
実
を
あ
げ
、
さ
ら
に
ロ
シ
ア
と
の
車
事
同
盟
や

ア
メ
リ
カ
の
支
援
を
得
て
、
「
近
傍
之
小
邦
を
兼

併
し
、
互
市
之
道
繁
盛
に
相
成
り
候
は
Y
反
っ
て

欧
羅
巴
諸
国
に
超
越
す
る
功
業
も
相
立
ち
帝
国
之

尊
号
終
に
久
遠
に
輝
く
」
(
安
政
四
年
十
一
月
二

十
六
日
、
慶
永
意
見
書
門
左
内
起
草
〕
V

も
の
と

判
断
し
、
ま
た
「
亜
(
ア
メ
リ
カ
)
を
一
ケ
の
束

藩
と
見
、
西
洋
を
我
所
属
と
思
ひ
苅
魯
(
ロ
シ

ア
)
を
兄
蔚
唇
歯
と
な
し
、
近
国
を
掠
略
す
る
事

緊
要
問
こ
と
の
大
見
得
切
っ
た
意
見
を
は
く
に

至
っ
て
い
る
。

か
か
る
積
極
的
な
開
国
政
策
を
進
め
る
た
め
に

は
思
い
切
っ
た
内
政
改
革
が
必
要
だ
と
し
、
安
政

四
年
十
一
月
二
十
八
日
の
村
田
氏
寿
あ
で
書
翰
の

な
か
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
?
)

第
一
建
儲
、
第
二
我
公
、
水
老
公
、
薩
公
位

を
国
内
事
務
宰
相
の
専
権
に
し
て
、
肥
前
公
(

鍋
島
斉
正
)
を
外
国
事
務
宰
相
の
専
権
に
し
、

夫
に
川
路
(
左
衛
門
尉
)
永
井
(
玄
審
)
岩
瀬

(
忠
震
)
位
を
指
添
へ
、
其
外
天
下
有
名
達
識

之
士
を
、
御
儒
者
と
申
名
目
に
て
、
陪
臣
処
士

に
拘
ら
ず
撰
挙
致
し
、
此
も
右
専
権
の
宰
相
に

派
別
に
致
し
附
置
、
尾
張
(
徳
川
慶
恕
)
因
州

(
松
平
相
模
守
)
を
京
師
之
守
護
に
、
其
指
添

に
彦
根
(
井
伊
掃
部
頭
)
戸
田
(
大
垣
城
主
来

女
正
)
位
、
蝦
夷
へ
は
伊
達
遠
州
(
宇
和
島
城

主
)
土
州
侯
(
松
平
豊
信
)
位
相
違
し
、
其
外

小
名
有
志
之
向
を
挙
用
候
は
ば
、
今
之
勢
に
で

も
、
随
分
一
芝
居
出
来
候
半
欺
と
存
じ
奉
り
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候。こ
と
に
左
内
は
諸
侯
及
び
幕
府
有
司
の
人
材
を

具
体
的
に
指
摘
し
、
適
材
適
所
に
よ
る
抜
本
的
な

人
事
の
刷
新
が
、
強
力
な
統
一
国
家
の
形
成
に
極

め
て
重
要
だ
と
し
、
し
か
も
か
か
る
政
治
的
構
想

を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
第
一
に
儲
君
を
建

て
る
乙
と
で
あ
り
、
一
橋
慶
喜
を
迎
え
て
の
新
し

い
国
家
体
制
の
下
で
、
積
極
的
な
開
園
、
貿
易
政

策
も
結
実
す
る
も
の
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

×

×

×

×

 

と
の
よ
う
な
左
内
の
外
交
観
に
つ
い
て
は
、
前

述
の
日
露
間
盟
論
は
じ
め
ア
メ
リ
カ
と
の
通
商
条

約
の
締
結
を
め
ぐ
る
情
勢
判
断
に
独
り
善
が
り
的

な
甘
さ
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
鎖
国

擦
夷
論
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
に
基
「
、
積
極
的

な
開
国
政
策
に
よ
る
貿
易
の
推
進
乙
そ
富
国
強
兵

の
一
大
要
件
で
あ
る
と
し
、
し
か
も
そ
の
実
現
の

た
め
に
は
ぜ
ひ
と
も
思
い
切
っ
た
幕
政
改
革
が
必

要
で
あ
り
、
「
日
本
国
中
を
一
家
と
見
る
」
(
安

政
四
年
十
一
月
二
十
八
日
、
村
田
氏
寿
あ
て
左
内

書
翰
)
集
権
的
統
一
国
家
の
形
成
ー
ー
も
ち
ろ
ん

幕
藩
体
制
の
機
構
そ
の
も
の
の
変
革
で
は
な
く
、

現
支
配
体
制
の
再
編
成
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る

が
ー
ー
を
目
論
み
、
一
連
の
貿
易
政
策
|
|
極
め

て
重
商
主
義
的
性
格
が
強
い
が
ー
ー
と
と
も
に
幕

政
の

H

絶
対
主
義
へ
の
傾
斜
H

の
方
向
を
め
ざ
す

と
い
う
点
で
、
安
政
期
の
開
国
論
者
橋
本
左
内
の

面
固
ま
た
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
と
云
え
る
。

註

(
7
)

拙
論
「
橋
本
左
内
の
洋
学
観
」
(
若
越
郷

土
研
究
十
一
の
一
所
収
)
で
、
左
内
の
具
体

的
な
洋
学
的
識
見
の
数
々
を
指
摘
し
た
。

(
2
)

安
政
五
年
二
月
中
旬
、
三
条
実
寓
へ
の
呈

書
控

(
5
)

安
政
三
、
四
年
頃
、
左
内
の
外
国
貿
易
説

(
4
)

「
実
用
、
技
術
の
学
」
の
導
入
に
当
り
一

応
の
封
建
的
限
界
が
あ
っ
た
と
と
は
云
う
ま

で
も
な
い
。
(
拙
論
「
橋
本
左
内
の
洋
学
観

」
を
参
照
)

(
5
)

安
政
四
年
、
十
一
月
二
十
八
日
、
村
田
氏

寿
あ
て
左
内
書
翰
に
お
い
て
、
慶
永
の
意
見

書
の
内
容
を
さ
ら
に
具
体
的
か
つ
詳
細
に
述

べ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

(
6
)
安
政
四
年
、
十
一
月
二
十
八
日
、
村
田
氏

寿
あ
て
左
内
書
翰

(
7
)

水
老
公
は
徳
川
斉
昭
、
薩
公
は
島
津
斉
彬

を
指
す
。

(
8
)

安
政
五
年
慶
永
に
招
か
れ
て
福
井
藩
の
賓

客
と
な
っ
た
横
井
小
橋
は
、
文
久
三
年
二
月

幕
府
あ
て
建
白
書
に
お
い
て
「
皇
国
往
日
之

孤
立
鎖
守
決
し
て
今
日
に
行
ふ
可
か
ら
ぎ
7
9

事
は
不
及
弁
論
分
明
之
道
理
に
て
有
之
侯
。

然
ば
天
地
自
然
之
勢
に
随
ひ
旧
来
の
鎖
鎗
を

開
き
、
彼
が
所
長
を
取
り
、
富
国
強
兵
之
実

政
被
行
侯
へ
ば
、
数
年
を
待
た
ず
し
て
一
大

強
国
と
相
成
侯
事
は
是
又
分
明
之
勢
に
て
有

之
候
」
(
山
崎
正
董
編
、
「
横
井
小
楠
」
下

巻
遺
稿
篇
)
と
論
じ
、
厳
し
い
援
夷
反
対
論

を
展
開
し
て
い
る
が
、
左
内
の
意
見
と
余
り

に
も
よ
く
符
合
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ

る。
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