
た
、
欧
米
列
強
諸
国
と
締
結
し
た
不
平
等
条
約
を
克
服
す
る
べ
く
、

生
命
懸
け
で
実
践
努
力
を
重
ね
て
き
た
、
先
人
、
先
覚
に
学
ば
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

特
に
明
治
時
代
以
降
、
活
発
に
条
約
改
正
運
動
に
取
り
組
ん
で

き
た
、
玄
洋
社
の
先
人
先
覚
の
動
向
に
は
刮か

つ
も
く目

す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

玄
洋
社
が
目
指
し
て
い
た
の
は
、
対
欧
米
の
追
従
外
交
で
は
な

く
て
、
あ
く
ま
で
も
自
主
外
交
で
す
。　

　

そ
れ
は
、
中
華
革
命
や
朝
鮮
開
化
派
を
支
援
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
独
立
の
支
援
を
は
じ
め
、
イ
ン
ド
や
ベ
ト
ナ
ム
、
ビ
ル
マ
、
ア

ジ
ア
の
独
立
運
動
を
支
援
し
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
？ 

す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
支
援
活
動
が
自
主
外

交
に
繋つ

な

が
る
か
ら
で
す
。

ア
メ
リ
カ
の
追
随
勢
力
か
ら
独
立
す
る
た
め
に

―
―
玄
洋
社
が
目
指
し
て
い
た
自
主
外
交
―
―

　

今
ま
で
私
は
、
今
日
の
日
本
が
ア
メ
リ
カ
の
占
領
下
に
法
的
に

置
か
れ
た
軍
事
占
領
下
に
あ
る
、
ア
メ
リ
カ
の
追
随
勢
力
に
過
ぎ

な
い
こ
と
を
述
べ
て
き
ま
し
た
。

　

悲
し
い
こ
と
に
日
本
は
独
立
国
家
で
は
な
く
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ

と
同
格
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
体
制
の
中
で
、
日
本
が
如い

か何
に
し
て
独
立
を
回
復
す

る
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
真
剣
に
考
え
て
、
実
践

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
明
治
維
新
以
降
に
日
本
が
長
年
苦
し
ん
で
き
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な
く
、
戦
争
に
よ
っ
て
不
足
す
る
食
糧
事
情
を
憂う

れ

い
て
、
国
民
に

食
糧
が
行
き
渡
る
べ
く
、
食
糧
増
産
問
題
に
心
血
を
注そ

そ

ぐ
な
ど
を

し
て
い
ま
し
た
。

　

玄
洋
社
は
支
那
事
変
に
反
対
し
て
、
蒋
介
石
と
直
接
的
に
講
和

を
す
る
べ
く
、
頭
山
満
翁
が
密
使
と
し
て
自
ら
中
華
大
陸
へ
渡
っ

て
蒋
介
石
と
会
見
す
る
計
画
で
し
た
。
ま
た
、
東
條
内
閣
を“
東

條
幕
府
”と
呼
ん
で
対
峙
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
玄
洋
社
や
黒
龍
会
を
戦
争
推
進
の
た
め
の

原
動
力
的
な
機
関
だ
と
し
て
、
は
じ
め
か
ら
玄
洋
社
や
黒
龍
会
を

目
の
仇か

た
き

に
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
広
田
弘こ

う

毅き

元
首
相
が
玄
洋
社
出
身
で

あ
っ
た
こ
と
に
目
を
付
け
て
、
彼
を
黒
龍
会
の
会
員
と
し
て
戦
争

を
指
導
し
た
と
い
う
理
由
か
ら
Ａ
級
戦
犯
と
し
て
捕
え
、
文
官
と

し
て
唯
一
死
刑
に
し
た
の
で
す
。

―
―
親
欧
米
派
は
い
じ
め
っ
子
の
論
理
―
―

　

明
治
政
府
の
外
交
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
に「
征
韓
論
」が
あ

り
ま
す
。

　

小
学
校
で
征
韓
論
は
、「
西
郷
隆
盛
が
武
力
で
朝
鮮
を
併
合
し

よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
大
久
保
た
ち
が
カ
ネ
も
力
な
い
の

だ
か
ら
、
そ
れ
は
や
め
ろ
と
い
う
こ
と
で
西
郷
を
追
い
出
し
た
の

だ
」と
教
え
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
真
実
と
は
ま
っ
た
く
違
う
も

の
な
の
で
す
。

　

当
時
、
大
久
保
利と

し
み
ち通

や
岩
倉
具と

も

視み

ら
は
欧
米
を
視
察
し
に
行
き

ま
す
。
技
術
の
高
さ
と
か
近
代
的
な
も
の
に
び
っ
く
り
し
て
、
欧

米
と
の
間
で
戦
争
に
な
っ
た
ら
、
日
本
が
負
け
て
し
ま
う
と
い
う

恐
怖
感
を
持
ち
ま
す
。

　

そ
し
て
西
郷
隆
盛
が
使
節
と
し
て
朝
鮮
に
行
け
ば
、
欧
米
か
ら

内
政
干
渉
を
招
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
そ
れ
を
恐
れ
る

わ
け
で
す
。
そ
こ
で
朝
鮮
に
使
節
と
し
て
行
く
と
言
い
張
る
西
郷

を
、
政
府
が
追
い
や
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

　

一
方
、
西
郷
隆
盛
は
勝
海
舟
を
通
し
て
、
朝
鮮
国
王
の
父
上
で
、

朝
鮮
最
高
の
実
力
者
で
あ
る
大た

い

院い
ん

君く
ん

と
内
々
で
交
渉
し
て
い
た
の

で
す
。
大
院
君
の
日
本
人
の
友
人
は
勝
海
舟
で
す
。
勝
海
舟
と
西

郷
は
、
江
戸
無
血
入
城
の
談
判
を
果
し
て
以
来
、
深
い
信
頼
関
係

が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
西
郷
は
、
当
時
、
朝
鮮
の
政
治
の
要か

な
め

で
あ
る
大
院
君
に

宛
て
た
勝
海
舟
の
紹
介
状
を
持
っ
て
、
大
院
君
と
会
え
ば
、
き
ち

ん
と
し
た
話
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
考
え
、
事
前
に
勝
海
舟
と
共
に

大
院
君
と
の
会
談
の
た
め
の
根
回
し
を
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
西
郷
は
、
烏え

ぼ

し

帽
子
直ひ

た

垂た
れ

の
正
装
で
非
武
装
の
使
節

　

日
本
に
は
当
時
、
日
英
同
盟
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
政
府
は
イ

ギ
リ
ス
か
ら
の
干
渉
を
恐
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
中
華
革
命
運

動
の
支
援
や
イ
ン
ド
独
立
運
動
の
震
源
地
が
日
本
に
な
る
と
、
同

盟
国
の
イ
ギ
リ
ス
か
ら
干
渉
さ
れ
、
圧
力
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を

恐
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
日
本
政
府
は
、
独
立
運
動
家
や

中
華
革
命
家
た
ち
の
日
本
へ
の
亡
命
を
許
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
欧
米
と
協
調
路
線
を
計は

か

る
日
本
政
府
の
外
交
の
中

で
、
玄
洋
社
は
あ
く
ま
で
も
日
本
政
府
の
圧
力
に
屈
す
る
こ
と
な

く
、
中
華
革
命
家
や
イ
ン
ド
独
立
革
命
家
の
日
本
亡
命
を
手
助
け

し
、
庇ひ

護ご

し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
が
自
主
的

に
ア
ジ
ア
の
独
立
を
支
援
し
、
強
い
ア
ジ
ア
を
建
設
し
、
そ
れ
ら

の
国
々
と
連
帯
し
な
が
ら
欧
米
勢
力
を
ア
ジ
ア
か
ら
駆
逐
す
る
、

す
な
わ
ち
彼
ら
の
ア
ジ
ア
か
ら
の
撤
退
を
企
図
し
た
の
で
す
。

　

ま
さ
に
そ
れ
は
民
間
人
の
力
に
よ
る
日
本
の
自
主
外
交
、
民
間

外
交
を
通
し
て
、
日
本
の
ア
ジ
ア
に
対
す
る
大
義
を
明
ら
か
に
し

た
の
で
す
。
玄
洋
社
の
系
譜
に
連
な
る
黒
龍
会
も
、
そ
の
実
践
を

行お
こ
ない

ま
し
た
。

　

よ
く
大
陸
浪
人
と
か
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
に
は
政
府
に

は
持
つ
こ
と
が
出
来
な
い
、
先
見
的
な
目
が
あ
っ
た
の
で
す
。
だ

か
ら
こ
そ
、
玄
洋
社
や
黒
龍
会
は
、
海
外
に
お
い
て
、
頗す

こ
ぶ

る
影
響

力
が
あ
り
ま
し
た
。
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
彼
ら
を
恐
れ
た
所ゆ

え
ん以

が
そ

こ
に
あ
り
ま
す
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
終
戦
直
後
、
玄
洋
社
や
黒
龍
会
を
潰
そ
う
と
し
て
血ち

眼ま
な
こに

な
り
ま
す
。
結
社
解
散
は
勿も

ち

論ろ
ん

の
こ
と
、
そ
の
財
産
、
家
屋
、

文
書
、
資
料
の
す
べ
て
を
没
収
し
、
時
の
玄
洋
社
々
長
で
、
後
に

福
岡
市
長
と
し
て
名
高
か
っ
た
進し

ん
と
う藤

一か
ず

馬ま

先
生
や
黒
龍
会
二
代
目

主
幹
の
葛く

ず

生う

能よ
し

久ひ
さ

翁お
う

を
Ａ
級
戦
犯
と
し
て
摘
発
し
、
巣
鴨
プ
リ
ズ

ン
に
収
容
し
ま
す
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
玄
洋
社
や
黒
龍
会
の
指
導
者
を
秘
密
結
社
や
マ

フ
ィ
ア
の
頭
目
だ
と
い
う
認
識
で
し
た
か
ら
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
と

も
な
る
と
熊
の
よ
う
な
豪
傑
を
想
像
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、

紳
士
然
と
し
た
進
藤
一
馬
先
生
や
上
品
な
イ
ン
テ
リ
の
老
人
姿
の

葛
生
能
久
翁
を
見
て
、
自
分
た
ち
が
頭
の
中
に
描
い
て
い
た
人
物

像
と
明
ら
か
に
違
う
こ
と
か
ら
、
大
変
に
驚
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

自
ら
東
方
会
を
率
い
て
、
戦
時
中
に
東
條
内
閣
を
独
裁
的
だ
と

し
て
激
し
く
批
判
し
戦
っ
た
結
果
、
抗
議
の
割
腹
自
決
を
遂と

げ
た
、

玄
洋
社
出
身
の
代
議
士
中
野
正せ

い
ご
う剛

先
生
の
秘
書
と
し
て
活
躍
し
た

進
藤
一
馬
先
生
は
、
戦
時
中
に
は
反
東
條
内
閣
の
活
動
家
と
し
て

刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
戦
争
を
直
接
煽せ

ん

動ど
う

す
る
立
場
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

葛
生
翁
も
大
東
亜
戦
争
を
中
心
に
な
っ
て
煽
動
す
る
立
場
に
は

玉響 No.317 ｜ 7677｜玉響 No.317



た
挙
句
に
、
そ
れ
な
ら
ば
自
分
は
い
じ
め
っ
子
の
使
い
走
り
を
し

て
で
も
、
い
じ
め
っ
子
と
一
緒
に
な
っ
て
、
い
じ
め
ら
れ
っ
子
を

い
じ
め
よ
う
と
決
意
し
て
、
い
じ
め
っ
子
の
グ
ル
ー
プ
に
し
が
み

付
い
て
い
る
と
い
う
論
理
と
等
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

大
久
保
や
岩
倉
の
親
欧
米
派
は
、
欧
米
追
従
外
交
を
展
開
す
る

た
め
に
、
欧
米
貴
族
の
社
交
場
を
ま
ね
た
鹿ろ

く
め
い
か
ん

鳴
館
を
築
き
、
毎
晩

仮
面
舞
踏
会
を
開
く
な
ど
し
て
、
軽け

い
ち
ょ
う
ふ
は
く

佻
浮
薄
な
鹿
鳴
館
外
交
を
行

い
ま
し
た
。

　

初
代
文
部
大
臣
の
森
有あ

り
の
り礼

な
ど
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
信
仰
に

基
づ
く
倫
理
道
徳
観
を
身
に
つ
け
た
価
値
観
の
上
に
立
ち
、
日
本

語
を
排
し
て
英
語
教
育
を
行
う
べ
き
だ
と
す
る
、「
日
本
語
廃
止

論
」を
唱
え
ま
し
た
。

　

そ
の
上
、
森
は「
日
本
人
は
野
蛮
だ
か
ら
、
青
年
男
女
は
す
べ

て
欧
米
白
人
の
優
秀
な
人
種
と
混
血
し
な
い
と
い
け
な
い
」と
す

る“
人
種
改
良
論
”を
叫
び
、
そ
れ
を
方
々
で
講
演
し
て
回
り
ま
し

た
。

　

そ
う
し
た
急
進
的
な
欧
化
主
義
者
、
森
有
礼
に
反
発
し
た
愛
国

者
、
西
野
文ぶ

ん

太た

郎ろ
う

に
よ
っ
て
彼
は
暗
殺
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
天
皇
を
頂
く
我
が
国
の
基
礎
を
破
壊
し
、
我
が
国
を
亡
滅
に

陥お
と
し
いれ

よ
う
と
し
た
」

　

と
、
西
野
は
斬ざ

ん

奸か
ん

状じ
ょ
うに

認し
た
た

め
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
親
欧
米
派
に
よ
る「
鹿
鳴
館
外
交
」や「
日
本
語
廃
止

論
」、「
人
種
改
良
論
」な
ど
に
対
し
て
、
護
国
興
亜
派
で
あ
る
西

郷
隆
盛
は
何
を
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

大
正
十
四（
一
九
二
五
）年
に
政
教
社
と
い
う
出
版
社
か
ら
、
西

郷
隆
盛
の
遺
訓
を
頭
山
満
が
講
評
し
た『
大
西
郷
遺
訓
』と
い
う
本

が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
本
は
、
平
成
三
十（
二
〇
一
八
）年
の
今
日
ま
で
い
ろ
い
ろ

な
版
元
が
再
版
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
実
に
九
三
年
間
も
読
み
継

が
れ
て
き
た
超
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
で
す
。
そ
の
中
で
、「
南な

ん

洲し
ゅ
う翁（

西

郷
隆
盛
）が
常
々
言
わ
れ
て
い
た
と
い
う
言
葉
」と
し
て
、
頭
山
翁

が
次
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。

　
「
日
本
は
支
那
と
一
緒
に
仕
事
を
せ
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

に
は
日
本
人
が
日
本
の
衣
物
を
着
て
、
支
那
人
の
前
に
立
っ
て

も
何
も
な
ら
ぬ
。
日
本
人
の
優
秀
な
人
間
は
ど
し
ど
し
支
那
に
帰

化
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
人
々
に
よ
っ
て
、

支
那
を
道
義
の
国
に
、
立
派
に
盛
り
立
て
て
や
ら
ん
け
れ
ば
日
本

と
支
那
と
が
親
善
に
な
る
こ
と
は
出
来
ぬ
」

　

こ
の
よ
う
に
西
郷
隆
盛
は
、
日
本
精
神
を
持
っ
た
者
が
ど
ん
ど

ん
中
国
に
帰
化
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
大
西
郷
の
精
神
」と
は
ま
さ
に「
弱
気
を
扶た

す

け
強
き
を
挫く

じ

く
」と
い

う「
博
愛
任
侠
」の
精
神
で
す
。
西
郷
さ
ん
は
ア
ジ
ア
を
愛
情
を

を
派
遣
す
る
と
主
張
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
大
久
保
や
岩
倉
た
ち
の
親
欧
米
派
は
、
こ
う

し
た
西
郷
隆
盛
の
自
主
的
外
交
の
動
き
を
封
じ
込
め
ま
し
た
。
そ

れ
が
明
治
六（
一
八
七
三
）年
の
政
変
で
す
。

　

朝
鮮
問
題
に
端
を
発
し
た
こ
の
政
変
で
西
郷
を
政
府
か
ら
追
い

落
と
し
た
、
親
欧
米
派
の
大
久
保
や
岩
倉
た
ち
に
よ
っ
て
、
日
本

は
親
欧
米
追
随
路
線
へ
と
、
一
気
に
舵か

じ

を
執
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

あ
た
か
も
そ
れ
は
、
今
日
の
日
本
が
、
原
爆
を
日
本
に
投
下
し

た
ア
メ
リ
カ
に
恐
怖
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
言
い
な
り
の
ま
ま
、
唯

一
追
随
し
て
い
る
体
制
を
彷ほ

う
ふ
つ彿

さ
せ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
が
欧
米
列
強
諸
国
と
締
結
し
た
不
平
等
条
約
か
ら
脱
す
る

た
め
に
は
、
日
本
独
自
の
自
主
外
交
が
重
要
で
あ
る
と
、
西
郷
隆

盛
は
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

彼
は
そ
の
た
め
に
は
、
ア
ジ
ア
と
日
本
と
の
関
係
を
大
事
に
し

な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
こ
で
西
郷
は
、
ま
ず
は
皮
切
り
に
一
番
近
い
朝
鮮
と
の
関
係

を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
す
。
朝
鮮
は
ま
た
、
日

本
の
防
衛
の
要
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
西
郷
は
、
朝
鮮
と
ど

う
や
れ
ば
上
手
く
付
き
合
え
る
の
か
を
深
く
思
案
し
た
挙あ

げ

句く

、
自

ら
が
使
節
と
し
て
朝
鮮
に
赴お

も
む

き
、
大
院
君
と
直
談
判
し
て
信
頼
関

係
を
築
く
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
結
論
に
達
し
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
大
久
保
や
岩
倉
な
ど
の
親
欧
米
派
は
、
朝
鮮
と
ど
う

や
っ
て
上
手
く
付
き
合
う
か
な
ど
と
い
う
考
え
は
毛
頭
な
く
、
西

郷
を
政
府
か
ら
追
い
出
し
ま
し
た
。

　

彼
ら
は
、
現
在
力
が
あ
る
欧
米
諸
国
と
さ
え
上
手
く
や
っ
て
い

け
ば
良
い
、
彼
ら
と
調
和
さ
え
し
て
い
け
ば
事
が
足
り
る
と
考
え

て
い
ま
し
た
。

　

明
治
八（
一
八
七
五
）年
に
生
じ
た
江
華
島
事
件
は
、
西
郷
が
下

野
し
た
後
の
日
本
政
府
が
、
朝
鮮
に
対
し
て
行
っ
た
砲
艦
外
交
で

し
た
。
そ
れ
を
主
導
し
た
の
は
、
大
久
保
や
岩
倉
の
親
欧
米
派
で

し
た
。
こ
の
時
に
西
郷
は
、「
天
理
に
悖
る
行
為
な
り
」と
し
て
政

府
を
激
し
く
批
判
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
護
国
興
亜
を
信
念
と
す
る
西
郷
派
と
、
脱
亜
欧
化
を

主
柱
と
す
る
親
欧
米
派
の
大
久
保
、
岩
倉
派
と
の
激
し
い
対
立
が

あ
り
ま
し
た
。

　

大
久
保
や
岩
倉
ら
の
親
欧
米
派
は
、
日
本
が
欧
米
の
真
似
を
す

れ
ば
日
本
が
欧
米
み
た
い
に
強
い
国
に
な
れ
る
た
め
、
日
本
は
植

民
地
に
な
ら
な
く
て
済
む
の
だ
と
い
う
考
え
な
の
で
す
。

　

そ
れ
は
正
に
、
学
校
に
お
け
る
弱
い
者
い
じ
め
の
論
理
で
す
。

　

つ
ま
り
、
本
来
は
自
分
が
弱
く
て
い
じ
め
ら
れ
る
側
で
あ
る
子

供
が
、
い
じ
め
っ
子
を
恐
れ
る
が
た
め
に
、
自
ら
が
い
じ
め
っ
子

の
側
に
な
れ
ば
、
自
分
は
い
じ
め
ら
れ
な
く
て
済
む
の
だ
と
考
え
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明
四
事
件
が
引
き
金
と
な
っ
て
、
次
々
に
第
二
維
新
の
た
め
に

志
士
た
ち
が
立
ち
上
が
り
、
遂つ

い

に
西
郷
が
蹶け

っ

起き

し
た
西
南
の
役
に

繋
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

明
治
六（
一
八
七
三
）年
に
征
韓
論
争
が
起
き
た
後
、
民み

ん
せ
ん撰

議
院

設
立
建
白
書
と
い
う
も
の
が
出
ま
す
。　
　
　

　

こ
れ
は
本
来
の
明
治
天
皇
が
、「
広
く
会
議
を
興
し
万
機
公
論

に
決
す
べ
し
」と
す
る『
五
箇
条
の
御ご

誓せ
い
も
ん文

』に
示
さ
れ
た
、
日
本

の
伝
統
型
の
民
主
主
義
に
則の

っ
と

り
、
薩
長
に
対
し
て
国
民
側
の
意
見

を
聞
け
、
と
い
う
の
が
こ
の
建
白
書
の
内
容
だ
っ
た
の
で
す
が
、

政
府
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

征
韓
派
と
言
わ
れ
た
人
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
、
民
撰
議
院
設
立

建
白
書
を
出
し
て
、
政
府
と
対
峙
し
て
い
き
ま
す
。

　

彼
ら
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
薩
長
藩
閥
政
府
か
ら
激
し
く
弾
圧
さ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

薩
長
藩
閥
政
府
に
よ
る
弾
圧
に
著
し
く
反は

ん
ぱ
つ撥

し
た
彼
ら
は
、
明

治
維
新
は
、
徳
川
幕
府
の
首
が
薩
長
藩
閥
に
挿す

げ
替
え
ら
れ
た
だ

け
だ
と
し
て
、
第
二
維
新
を
志
し
て
、
日
本
各
地
で
蹶
起
し
て
行

き
ま
し
た
。

　

明
治
七（
一
八
七
四
）年
、
佐
賀
で
江
藤
新
平
が
蹶
起
し
た
佐
賀

の
変
を
は
じ
め
、
明
治
九（
一
八
七
六
）年
に
は
熊
本
で
神し

ん

風ぷ
う

連れ
ん

の

変
が
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
福
岡
で
は
秋
月
の
変
が
生
じ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
同
年
十
月
に
は
、
山
口
県
で
前
原
一い

っ
せ
い誠

ら
に
よ
る
萩
の

変
が
続
き
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
明
治
政
府
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ

ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
玄
洋
社
や
黒
龍
会
の
人
々
も
明
四
事
件
に
関
係
し

た
人
々
を
は
じ
め
、
秋
月
の
変
や
萩
の
変
と
関
係
が
あ
っ
た
志
士

た
ち
と
繋
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　

萩
の
変
が
起
き
る
と
、
頭
山
満
を
は
じ
め
進
藤
喜き

平へ
い

太た

、
奈
良

原
到い

た
るな

ど
、
後
に
玄
洋
社
を
結
成
し
た
人
々
が
連
座
し
て
、
獄
に

繋
が
れ
ま
し
た
。

　

明
治
十（
一
八
七
七
）年
二
月
、
西
郷
隆
盛
が
私
学
校
の
志
士
、

一
万
三
千
名
を
率
い
て
蹶
起
し
ま
し
た
。
近
代
日
本
最
大
規
模
の

内
戦
と
も
い
う
べ
き
、
西
南
の
役
の
は
じ
ま
り
で
す
。

　

士
族
の
相
次
ぐ
蹶
起
に
よ
っ
て
、
西
郷
隆
盛
と
彼
の
影
響
が
強

い
私
学
校
の
存
在
を
恐
れ
た
明
治
政
府
は
、
西
郷
隆
盛
暗
殺
と
私

学
校
を
弾
圧
す
る
べ
く
密
偵
を
送
り
込
み
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
怒
っ
た
私
学
校
の
志
士
た
ち

は
、
西
郷
を
推お

し
て
遂
に
蹶
起
し
ま
す
。

　

蹶
起
に
際
し
て
西
郷
は
、「
今
般
政
府
へ
尋
問
の
筋
こ
れ
あ
り
」

で
始
ま
る
文
を
認
め
て
、
蹶
起
の
大
義
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　
「
西
郷
隆
盛
蹶
起
す
」と
の
知
ら
せ
を
受
け
た
福
岡
の
武た

け

部べ

小こ

四し

郎ろ
う

と
越お

知ち

彦ひ
こ

四し

郎ろ
う

は
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
、
同
年
三
月
二
七
日
に

も
っ
て
見み

据す

え
て
い
た
の
で
す
。

　

頭
山
満
翁
に
代
表
さ
れ
る
玄
洋
社
の
志
士
た
ち
は
、
西
郷
隆
盛

と
同
じ
よ
う
な
考
え
方
を
も
っ
て
、
欧
米
列
強
諸
国
に
よ
る
植
民

併へ
い

呑ど
ん

に
呻し

ん

吟ぎ
ん

す
る
ア
ジ
ア
に
同
情
し
、
そ
れ
を
あ
た
か
も
自
国
の

こ
と
の
よ
う
に
捉
え
て
、
そ
の
独
立
革
命
を
身
の
犠
牲
を
も
っ
て
、

支
援
し
続
け
て
き
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
そ
れ
は
親
欧
米
派
で
あ
る
体
制
に
抗
し
て
、
日
本
の
道

義
確
立
に
よ
る
自
主
外
交
を
も
っ
て
、
欧
米
列
強
諸
国
と
締
結
し

た
不
平
等
条
約
を
改
正
す
る
た
め
の
活
動
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

日
本
の
近
代
化
の
あ
り
方
が
、
民
族
の
文
化
伝
統
に
基
づ
い
た

近
代
化
な
の
か
、
そ
れ
と
も
西
洋
の
技
術
を
取
り
入
れ
、
精
神
ま

で
も
開
国
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
ま
る
で
売
春
婦
の
如
き
近
代
化

な
の
か
。
明
治
維
新
以
降
に
日
本
が
歩
ん
で
来
た
道
を
、
私
た
ち

は
熟
考
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
―
―
第
二
維
新
の
魁

さ
き
が
け、

　
　
　
　
　
明
四
事
件
か
ら
西
南
の
役
へ
―
―

　

明
治
四（
一
八
七
一
）年
、
士
族
が
全
国
規
模
で
連
絡
機
関
を

持
っ
て
、
組
織
的
に
明
治
政
府
を
転て

ん
ぷ
く覆

さ
せ
よ
う
と
す
る
計
画
を

立
て
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
露
見
し
て
大
弾
圧
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
明
四
事
件
」で
す
。

　

ち
な
み
に
教
科
書
な
ど
で
は
、
明
治
新
政
府
が
成
立
し
た
後
の

各
地
の
士
族
の
反
乱
は
、
身
分
と
金
銭
を
奪
わ
れ
た
士
族
が
食
い

詰
め
た
挙
句
、
政
府
に
対
し
て
反
発
し
た
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
事
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

彼
ら
は
、
単
に
武
士
の
身
分
が
無
く
な
っ
た
か
ら
と
か
、
金
銭

が
も
ら
え
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
薩
長
藩は

ん

閥ば
つ

の

独
裁
と
横
暴
に
対
し
て
、
身
を
も
っ
て
抗
議
の
声
を
上
げ
た
の
で

す
。

　

そ
こ
に
体
制
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
教
科
書
の
嘘
が
あ
り
ま
す
。

　

明
四
事
件
は
、
古ふ

る

松ま
つ

簡か
ん

二じ

と
か
高
山
彦
九
郎
の
系
統
の
影
響
を

受
け
た
久
留
米
藩
の
人
間
が
多
く
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
河
上
彦げ

ん

斎さ
い

、
雲
井
龍
雄
も
明
四
事
件
の
関
係
者
で
あ
り
、
ま
た
奇
兵
隊
の

大だ
い

楽ら
く

源げ
ん

太た

郎ろ
う

と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
志
士
た
ち
が
明
四
事
件
に
は
参

加
し
、
刑
死
し
て
い
ま
す
。

　

全
国
規
模
で
、
薩
長
藩
閥
政
府
に
対
す
る
士
族
の
最
初
の
抵
抗

運
動
が
明
四
事
件
で
す
。

　

明
治
新
政
府
は
、
安
政
の
大
獄
と
並
ぶ
と
も
劣
ら
な
い
大
弾
圧

を
断
行
し
、
相
当
数
の
志
士
が
殉

じ
ゅ
ん

難な
ん

し
ま
し
た
。

　

明
四
事
件
こ
そ
が
第
二
維
新
運
動
の
源
流
な
の
で
す
が
、
教
科

書
で
は
一
切
教
え
て
い
ま
せ
ん
。
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蹶
起
し
ま
し
た
。
福
岡
の
変
の
は
じ
ま
り
で
す
。
ち
な
み
に
武
部

小
四
郎
と
加
藤
堅
武
は
、
黒
田
藩
の
佐
幕
派
に
よ
っ
て
弾
圧
さ
れ

て
殉
難
し
た
筑ち

く
ぜ
ん前

勤き
ん

皇の
う

党
の
建た

て

部べ

自じ

強き
ょ
うと

加
藤
司し

書し
ょ

の
遺
児
で
し

た
。

　

当
初
八
百
人
の
兵
力
で
蹶
起
す
る
計
画
で
し
た
が
、
事
前
に
情

報
を
得
て
い
た
警
察
に
よ
っ
て
蹶
起
が
抑
え
込
ま
れ
、
五
百
人
弱

に
よ
る
蹶
起
を
余よ

ぎ儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　

福
岡
の
変
は
間
も
な
く
政
府
軍
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
ま
す
が
、

平
岡
浩
太
郎
は
唯
一
、
西
郷
軍
と
の
合
流
を
果
せ
、
政
府
軍
と
戦

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
可え

の愛
岳だ

け

突と
つ

囲い

の
際
に
負
傷
し
て
昏こ

ん
と
う倒

し
て
い
た
と
こ

ろ
を
政
府
軍
に
捕
え
ら
れ
、
国
事
犯
と
し
て
禁き

ん

錮こ

一
年
の
判
決
が

下
さ
れ
、
東
京
・
市
ヶ
谷
の
獄
に
繋
が
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
獄
で
平
岡
が
一
緒
に
暮
ら
し
た
志
士
の
中
に
は
、
明
四
事

件
の
代
表
的
な
人
物
で
あ
る
古
松
簡
二
が
い
ま
し
た
。

　

福
岡
の
変
の
指
導
者
で
あ
っ
た
武
部
小
四
郎
と
越
知
彦
四
郎
、

加
藤
堅
武
ら
は
政
府
軍
に
捕
え
ら
れ
、
越
知
と
加
藤
は
同
年
五
月

二
日
に
、
武
部
は
同
月
四
日
に
斬
刑
に
処
さ
れ
ま
し
た
。

　

福
岡
の
変
で
蹶
起
し
た
志
士
た
ち
が
捕
え
ら
れ
た
枡ま

す

木ご

屋や

の
獄

に
は
、
頭
山
満
や
進
藤
喜
平
太
、
奈
良
原
到
な
ど
、
萩
の
変
に
連

座
し
た
若
き
志
士
た
ち
が
幽
閉
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

彼
ら
は
獄
中
に
居
た
た
め
に
、
福
岡
の
変
に
参
加
す
る
こ
と
が

出
来
ず
、
そ
の
た
め
に
奇
跡
的
に
生
命
が
温
存
さ
れ
ま
し
た
。
出

獄
す
る
と
彼
ら
を
中
心
に
玄
洋
社
が
創
立
さ
れ
ま
す
。

　

武
部
小
四
郎
は
斬
刑
に
処
せ
ら
れ
る
前
夜
、
頭
山
ら
に
対
し
て
、

　
「
日
本
の
前
途
は
、
ま
だ
暗あ

ん
た
ん澹

た
る
も
の
が
あ
る
。
万
一
吾
々

が
失
敗
し
た
な
ら
ば
、
貴あ

ん
た公

た
ち
が
吾
々
の
後あ

と跟
を
継
い
で
、
こ

の
皇
国
廓
正
の
任
に
当
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
万
一
、
吾
々
が
成

功
し
て
天
下
を
執と

る
段
に
な
っ
て
も
、
吾
々
が
今
の
薩
長
土
肥
の

よ
う
な
醜
い
政
権
利
権
の
奴
隷
に
な
る
か
な
ら
ぬ
と
云
う
こ
と
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
貴
公
た
ち
に
監
視
し
て
貰
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

　

と
、
諄

じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん々と

諭さ
と

し
ま
し
た
。

　

武
部
最
期
の
日
の
朝
、
彼
は
頭
山
や
進
藤
、
奈
良
原
が
い
る
獄

舎
の
前
で
立
ち
止
ま
る
と
、

　
「
行
く
ぞ
オ
ォ
ー
オ
オ
オ
ー
」

　

そ
れ
は
、
雄
獅
子
の
吼ほ

え
る
よ
う
な
颯さ

っ
そ
う爽

た
る
声
で
、
天
も
響

け
と
絶
叫
し
ま
し
た
。

　
「
あ
れ
が
先
生
の
声
の
聞
き
納
め
ぢ
ゃ
っ
た
が
、
今
で
も
骨
の

髄
ま
で
沁
み
透
っ
て
い
て
、
忘
れ
よ
う
に
も
忘
れ
ら
れ
ん
。
あ
の

声
は
今
日
ま
で
自
分
の
臓ぞ

う

腑ふ

の
腐
り
止
め
に
な
っ
て
い
る
」

　

と
、
奈
良
原
到
は
、『
ド
ク
ラ
・
マ
グ
ラ
』な
ど
、
日
本
を
代
表

す
る
幻
想
作
家
の
夢
野
久
作
に
語
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
夢
野

は
、
頭
山
満
と
共
に
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
三
代
に
わ
た
っ
て

政
財
界
に
隠
然
た
る
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
、
玄
洋
社
の
杉
山
茂し

げ

丸ま
る

の
長
男
で
、
平
岡
浩
太
郎
が
経
営
す
る
地
方
日
刊
紙『
九
州
日

報
』の
記
者
を
務
め
て
い
ま
し
た
。

　

ま
さ
に
玄
洋
社
の
精
神
は
、
武
部
小
四
郎
が
頭
山
や
進
藤
、
奈

良
原
た
ち
に
諄
々
と
諭
し
た
、「
皇
国
廓
正
の
任
」と「
政
権
に
対

す
る
監
視
」を
命
懸
け
で
行
う
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。

　

事
実
、
玄
洋
社
に
は
、
死
生
を
共
に
す
る
命
知
ら
ず
の
人
々
が
、

黙
っ
て
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
燃
え
熾お

こ

っ
て
い
る
火
の
よ

う
な
精
神
は
、
烈
々
宇う

内だ
い

を
焼
き
尽
く
す
概
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
「
頭
山
が
遣や

る
と
云
う
な
ら
俺
も
遣
ろ
う
。
奈
良
原
が
死
ぬ
と

云
う
な
ら
俺
も
死
の
う
。
要
ら
ぬ
生
命
な
ら
幾
ら
で
も
あ
る
。
貴

様
も
来
い
。
お
前
も
来
い
」

　

と
い
う
意
気
で
人
々
が
集
ま
っ
た
の
が
玄
洋
社
で
し
た
。
玄
洋

社
は
、
主
義
主
張
や
利
害
で
集
ま
っ
た
結
社
で
は
断
じ
て
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
に
玄
洋
社
の
底
知
れ
ぬ
力
と
気
迫
が
あ
り
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
そ
の
玄
洋
社
の
精
神
を
恐
れ
た
の
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
薩
長
藩
閥
政
府
は
、
徳
川
幕
府
よ
り
も
っ
と
軟
弱
な

欧
米
追
随
的
な
政
府
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
体
制
に
抵
抗
し
続
け
、
第
二
維
新
を
志
し
、
ま
た
欧

米
列
強
諸
国
の
植
民
併
呑
の
鉄て

っ

鎖さ

を
断
ち
切
る
ア
ジ
ア
独
立
運
動

を
支
援
し
続
け
た
玄
洋
社
や
黒
龍
会
の
活
動
を
、
体
制
派
の
学
者

は「
対
外
硬
派
」と
称
し
て
、
ア
ジ
ア
侵
略
や
軍
部
の
先
兵
の
よ
う

な
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
彼
ら
が
、
ア
ジ
ア
侵
略
の
先
兵
と
す
る
玄
洋
社
や
黒
龍

会
に
連
な
る
対
外
硬
派
は
、
支
那
事
変
に
反
対
し
て
和
平
に
努
力

を
し
た
り
、
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
争
回
避
に
努
め
た
り
す
る
な
ど
、

平
和
へ
の
努
力
を
重
ね
て
き
た
り
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
対
外
硬
派
を
欧
米
列
強
諸
国
か
ら
の
怒
り
を

買
っ
て
危
険
だ
と
し
て
、
弾
圧
し
て
い
た
政
府
の
側
が
、
む
し
ろ

支
那
事
変
を
泥
沼
化
さ
せ
、
国
力
が
著
し
く
消
耗
し
た
中
で
、
大

東
亜
戦
争
に
突
き
進
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

対
外
硬
派
に
よ
る
運
動
は
あ
く
ま
で
も
、
こ
の
国
と
国
民
と
を

如
何
に
し
て
護
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
上
で
の
、
国
家

と
国
民
の
た
め
の
運
動
だ
っ
た
の
で
す
。

田
中 

健
之
（
た
な
か
・
た
け
ゆ
き
）

歴
史
作
家
・
維
新
運
動
家
。
昭
和
38
年
11
月
５
日
生
ま
れ
。
福
岡
市
出
身
。

玄
洋
社
初
代
社
長
平
岡
浩
太
郎
の
直
系
の
曾
孫
で
、
黒
龍
会
を
創
立
し
た
内

田
良
平
の
血
脈
道
統
を
継
承
す
る
親
族
。
拓
殖
大
学
日
本
文
化
研
究
所
近
現

代
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
を
経
て
、
現
在
、
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

東
洋
学
研
究
所
及
び
モ
ス
ク
ワ
市
立
教
育
大
学
外
国
語
学
部
客
員
研
究
員
。

日
露
善
隣
協
會
々
長
、
2
0
0
8
年
に
黒
龍
會
を
再
興
し
会
長
に
就
任
。

主
な
著
書
に『
靖
国
に
祀
ら
れ
ざ
る
人
々
』、『
昭
和
維
新
』、『
北
朝
鮮
の
終

幕
』、『
実
は
日
本
人
が
大
好
き
な
ロ
シ
ア
人
』『
横
浜
中
華
街
』な
ど
。『
中
央

公
論
』『
正
論
』、『
歴
史
群
像
』な
ど
の
論
壇
誌
に
多
数
執
筆
。
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