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『
海
外
新
話
』
の
南
京
条
約

は
　
じ
　
め

奥
　
　
田

A
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｙ
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｎ
ａ
ｎ
ｋ
ｉ
ｎ
ｇ
　
１
８
４
２
（
南
京
条
約
）
ご
ｎ
　
　
　
Ｋ
ａ
ｉ
ｇ
ａ
ｉ
'
Ｓ
ｈ
ｉ
ｎ
w
ａ
（
海
外
新
話
）
。

H
ｉ
ｓ
ａ
ｓ
ｈ
ｉ
　
Ｏ
ｋ
ｕ
ｄ
ａ

二

　
Ｔ
八
三
九
年
か
ら
Ｔ
八
四
二
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
中

国
侵
略
戦
争
で
あ
り
、
結
果
的
に
は
束
ア
ジ
ア
世
界
を
近
代
化
す
る
契
機
と

な
っ
た
戦
争
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
必
要
が
あ
っ
て
「
南
京
条
約
」
に
つ
い

て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
情
報
を
検
索
し
て
い
た
と
き
、
あ
る
古
書
店
か
ら

『
海
外
新
話
』
と
『
海
外
新
話
拾
遺
』
が
売
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ

た
。
さ
っ
そ
く
図
書
館
に
依
頼
し
て
購
入
し
、
読
ん
で
み
る
と
な
か
な
か
面

白
く
し
か
も
楽
に
読
め
た
。

　
本
学
に
は
中
国
学
関
連
の
資
料
は
比
較
的
豊
富
な
の
で
、
『
鴉
片
戦
争
』

全
六
巻
〔
中
國
近
代
史
資
料
叢
刊
〕
を
手
に
と
っ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
清
朝

尚

の
漢
文
で
あ
り
、
筆
者
に
は
と
う
て
い
手
に
負
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
日
本
で
幕
末
に
書
か
れ
た
読
本
の
『
海
外
新
話
』

は
、
い
つ
か
一
度
は
目
に
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
本
だ
っ
た
。

　
さ
て
、
そ
の
『
海
外
新
話
』
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
「
南
京

条
約
」
部
分
だ
け
は
、
漢
文
に
訓
点
を
付
し
た
も
の
で
、
前
後
の
仮
名
混
じ

り
文
の
読
本
風
と
は
全
く
異
質
の
文
体
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
に
ど
う
も

一
部
の
条
文
に
脱
落
か
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
『
海
外
新
話
』

そ
の
も
の
に
も
興
味
を
覚
え
、
少
し
先
行
業
績
な
ど
に
も
あ
だ
っ
て
み
た
。

な
か
な
か
面
白
い
性
格
の
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
、
そ
の
調

査
の
経
過
を
書
き
と
め
、
南
京
条
約
の
脱
落
部
分
に
関
連
す
る
事
項
つ
い
て

調
べ
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
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-

　
『
海
外
新
話
』
と
著
者
嶺
田
楓
江
に
つ
い
て
の
吉
野
作
造
氏

と
増
田
渉
氏
な
ど
の
研
究

　
　
　
　
『
海
外
新
話
』
と
そ
の
著
者
の
嶺
田
楓
江
に
つ
い
て
の
早
い
時
期
の
論
及

　
　
　
に
、
民
本
主
義
の
提
唱
者
と
し
て
著
名
な
吉
野
作
造
〔
一
八
七
八
（
明
治
一

　
　
　
一
）
年
～
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
〕
氏
の
も
の
か
お
り
、
自
身
の
古
書
収

　
　
　
集
に
つ
い
て
記
し
た
な
か
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
触
れ
た
部
分
か
お
る
。

　
　
　
　
吉
野
氏
は
、
古
書
と
し
て
『
海
外
新
話
』
を
購
入
し
、
読
ん
で
み
る
と
日

　
　
　
本
の
幕
末
に
書
か
れ
た
鴉
片
戦
争
に
関
す
る
書
物
で
あ
り
、
興
味
を
感
じ
た

尚
　
と
い
う
。
そ
れ
で
同
じ
幕
末
に
鴉
片
戦
争
を
描
い
た
通
俗
的
な
古
書
も
買
い

　
　
　
集
め
た
が
、
他
の
古
書
は
す
べ
て
『
海
外
新
話
』
を
基
本
と
し
て
い
る
の
で
、

　
　
　
『
海
外
新
話
』
の
著
者
の
こ
と
が
気
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
宮
武
外
骨
の

田
　
『
筆
禍
史
』
を
買
う
と
、
そ
こ
に
『
海
外
新
話
』
の
著
者
楓
江
釣
人
が
嶺
田

奥
　
右
五
郎
で
あ
り
、
『
海
外
新
話
』
の
刊
行
の
た
め
に
押
込
め
（
禁
固
刑
）
、
つ

　
　
　
い
で
江
戸
追
放
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
を
知
っ
た
。
や
が
て
『
嶺
田
楓
江
』

　
　
　
（
明
石
吉
五
郎
編
）
、
『
楓
江
遺
稿
』
（
山
田
烈
盛
編
）
な
ど
の
本
も
入
手
し
た
。

　
　
　
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
江
戸
追
放
後
、
嶺
田
楓
江
は
房
総
半
島
を
歴
遊
し
、
つ

　
　
　
い
に
居
を
千
葉
県
君
津
郡
請
西
村
に
定
め
、
教
育
家
と
し
て
三
〇
年
余
を
送

　
　
　
り
、
明
治
一
六
年
て
一
月
に
死
去
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
楓
江
は
詩

　
　
　
人
と
し
て
も
知
ら
れ
、
軸
物
も
東
京
周
辺
に
多
数
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ

　
　
　
か
っ
た
。
吉
野
氏
は
こ
う
述
べ
て
、
『
新
話
』
に
は
東
洋
漁
人
編
『
清
英
阿

　
　
　
片
之
争
乱
』
と
い
う
、
き
わ
め
て
僅
少
な
る
部
分
に
拙
い
手
入
れ
を
し
て
い

　
　
　
る
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
復
刻
本
も
あ
る
と
記
し
て
い
る
。

　
次
に
、
蔵
書
家
と
し
て
も
有
名
で
あ
っ
た
中
国
学
者
の
増
田
渉
氏
（
一
九

七
七
年
没
）
は
、
自
身
が
集
め
た
ア
ヘ
ン
戦
争
に
関
す
る
幕
末
の
読
物
は
、

『
海
外
新
話
』
、
『
海
外
新
話
拾
遺
』
、
『
海
外
余
話
』
、
『
海
外
実
録
』
、
『
清
幌

近
世
談
』
な
ど
で
あ
り
、
安
政
二
二
八
五
五
）
年
の
『
海
外
実
録
』
を
除

去
、
い
ず
れ
も
嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
～
一
八
五
四
年
）
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
『
新
話
』
は
そ
れ
ら
の
中
で
も
最
初
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の

他
の
も
の
は
形
体
様
式
を
『
新
話
』
に
ま
ね
て
い
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、

『
新
話
』
の
「
例
言
」
の
「
此
編
ノ
記
事
、
コ
レ
ヲ
『
夷
匪
犯
境
録
』
二
原

ヅ
ク
」
な
ど
を
引
用
し
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
『
新
話
』
記
事
の
大
体

は
、
『
夷
匪
犯
境
録
』
に
記
載
す
る
各
地
の
戦
闘
報
告
や
、
同
書
に
見
え
る

挿
話
的
な
部
分
に
よ
る
も
の
で
、
読
物
と
し
て
の
興
味
を
持
た
せ
る
よ
う
に

し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　
ま
た
、
明
石
吉
五
郎
編
『
嶺
田
楓
江
』
か
ら
嶺
田
楓
江
の
履
歴
を
紹
介
す

る
。
嶺
田
氏
は
代
々
丹
後
田
辺
藩
牧
野
氏
の
家
臣
で
、
楓
江
は
父
の
矩
俊
の

次
男
で
江
戸
藩
邸
に
生
ま
れ
た
。
嘉
永
三
年
一
〇
月
二
日
に
「
押
込
」
処
分

を
受
け
、
翌
年
正
月
二
百
「
押
込
御
免
」
と
な
り
、
お
そ
ら
く
「
三
都
構

へ
」
（
三
都
居
住
禁
止
処
分
）
を
う
け
て
、
四
月
コ
二
日
に
久
離
願
（
勘
当

願
い
）
を
差
し
出
し
て
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
田
辺
藩
に
仕
え
て
「
海
防
」

を
主
と
し
た
軍
事
改
革
の
取
調
べ
役
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
。
さ

ら
に
増
田
氏
は
、
楓
江
が
す
ぐ
れ
た
漢
学
者
・
漢
詩
人
で
あ
っ
た
だ
け
で
な

く
、
洋
学
の
学
習
も
行
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
。
楓
江
が
『
犯
境
録
』

を
平
易
に
、
軍
談
風
に
書
き
か
え
て
『
新
話
』
を
著
し
た
の
は
、
彼
の
「
謁

海
の
志
」
（
海
防
の
志
）
に
基
づ
く
啓
蒙
の
た
め
で
あ
る
。
『
新
話
』
の
巻
頭
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の
長
編
の
詩
に
「
天
賜
前
鑑
非
無
意
（
天
、
前
鑑
を
賜
う
は
、
意
な
き
に
非

ず
）
」
と
、
清
の
敗
戦
を
前
鑑
と
す
べ
し
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
楓

江
の
意
図
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
吉
野
氏
と
増
田
氏
と
は
別
に
、
ア
ヘ
ン
戦
争
に
関
す
る
日
本
で
の
基
本
史

料
の
一
つ
『
鴉
片
類
集
』
を
主
対
象
と
す
る
研
究
の
中
で
、
田
中
正
俊
氏
は

『
新
話
』
が
「
和
約
條
目
」
（
南
京
条
約
）
の
全
文
を
訓
点
付
き
漢
文
で
掲
載

し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
こ
に
嶺
田
楓
江
の
危
機
を
訴
え
た
い
と
い
う

意
志
が
読
み
取
れ
る
と
し
た
。

二
　
『
海
外
新
話
』
と
嶺
田
楓
江
に
関
す
る
森
睦
彦
氏
の
研
究

　
上
に
紹
介
し
た
よ
う
に
『
新
話
』
は
絶
版
処
分
と
な
り
、
著
者
の
嶺
田
楓

江
は
「
押
込
」
、
そ
の
後
に
「
三
都
構
へ
」
と
い
う
処
分
を
受
け
た
。
こ
の

『
新
話
』
の
刊
行
と
そ
の
禁
止
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
史
料
と
と
も
に
詳
し

く
究
明
し
た
研
究
か
、
森
睦
彦
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
非
常
に
興
味

深
い
研
究
な
の
で
、
や
や
詳
し
く
紹
介
し
た
い
。
関
連
史
料
は
国
立
国
会
図

書
館
蔵
の
『
旧
幕
引
継
書
』
の
『
市
中
取
締
類
集
　
書
籍
之
部
』
に
あ
る
と

往
記
さ
れ
、
加
え
て
本
文
中
に
詳
細
な
原
文
史
料
の
引
用
が
あ
る
の
で
、
容

易
に
詳
し
い
事
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
よ
う
な
形
で
『
新
話
』

と
そ
の
著
者
に
対
す
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

①
嘉
永
二
二
八
四
九
）
年
、
ア
ヘ
ン
戦
争
を
題
材
と
し
た
筆
者
不
明
の
五

冊
本
が
出
ま
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
学
開
所
は
、
町
奉
行
に
そ
の
本

の
調
査
を
依
頼
し
、
町
奉
行
は
町
年
寄
に
そ
の
調
査
を
命
じ
た
。

②
同
年
コ
ー
月
、
町
年
寄
の
館
市
右
衛
門
は
、
次
の
よ
う
に
返
答
し
た
。
そ

の
本
は
『
海
外
新
話
』
で
あ
り
、
著
者
は
丹
後
田
辺
藩
牧
野
河
内
守
の
家
来

の
嶺
田
半
平
の
次
男
の
右
五
郎
で
あ
る
。
右
五
郎
の
依
頼
に
よ
り
江
戸
馬
喰

町
の
書
物
問
屋
の
菊
屋
幸
三
郎
が
、
一
一
月
二
五
・
六
日
か
ら
こ
一
月
二
日

ま
で
に
、
五
〇
部
を
製
本
し
て
右
五
郎
に
届
け
た
。
幸
三
郎
の
申
し
立
て
に

よ
れ
ば
、
幸
三
郎
の
方
で
売
り
さ
ば
く
予
定
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
先
に
完
成
し
た
五
〇
部
以
外
の
刷
り
上
っ
た
も
の
と
製
本
が
完
成
し
て

い
る
も
の
は
、
書
物
懸
の
名
主
か
ら
申
し
聞
か
せ
、
と
り
あ
え
ず
新
た
な
も

の
は
禁
止
し
、
完
成
し
た
も
の
は
差
し
押
さ
え
た
。
こ
れ
以
上
の
調
査
は
、

右
五
郎
が
武
家
で
あ
る
の
で
、
御
番
所
で
し
き
じ
き
に
行
な
っ
て
ほ
し
い
。

③
翌
三
二
八
五
〇
）
年
二
月
に
町
奉
行
遠
山
左
衛
門
尉
は
、
林
大
学
頭
ら

学
問
所
に
対
し
て
没
収
し
た
『
海
外
新
話
』
五
冊
を
そ
え
て
、
絶
版
に
す
べ

き
も
の
か
世
上
に
流
布
さ
せ
て
も
よ
い
も
の
か
を
問
い
合
わ
せ
た
。
〔
天
保

二
一
二
八
四
二
〕
年
に
出
版
に
つ
い
て
は
私
家
版
を
含
め
て
、
書
物
掛
名

主
を
通
じ
町
年
寄
か
ら
町
奉
行
所
に
届
け
出
て
、
学
問
所
な
ど
で
草
稿
の
検

閲
を
受
け
た
後
に
出
版
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
の
に
、
『
海
外
新
話
』
は

こ
の
手
続
き
を
取
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
改
め
て
こ
の
手
続
き
を
取
っ
た

場
合
に
、
絶
版
と
す
べ
き
か
出
版
が
認
め
ら
れ
る
か
を
問
い
合
わ
せ
た
の
で

あ
る
、
と
森
氏
は
い
う
〕
。

④
同
年
三
月
、
学
問
所
は
「
世
上
流
布
い
た
し
候
て
は
、
宜
し
か
ら
ざ
る
品

に
い
た
さ
れ
候
」
と
町
奉
行
に
答
申
し
た
。

⑤
さ
ら
に
同
四
月
、
町
奉
行
所
は
嶺
田
右
五
郎
を
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
、
次

の
よ
う
な
事
情
が
わ
か
っ
た
と
し
て
、
改
め
て
学
開
所
の
見
解
を
問
い
合
わ
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う
　
　
せ
た
。
嶺
田
右
五
郎
は
、
浪
人
の
安
喰
大
太
郎
と
い
う
者
か
ら
『
夷
匪
犯
疆

に
　
録
』
な
ど
の
写
本
を
譲
り
受
け
た
が
ヽ
そ
の
本
に
は
近
年
の
ア
ヘ
ン
煙
草
の

　
　
　
こ
と
か
ら
イ
ギ
リ
ス
か
清
国
に
押
し
寄
せ
て
戦
争
を
し
た
状
況
が
明
瞭
に
記

　
　
　
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
『
犯
疆
録
』
は
、
兵
学
に
関
心
の
あ
る
者
に
と
っ
て
は

　
　
　
心
得
て
お
く
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
中
国
か
ら
渡
来
し
た
原

　
　
　
本
の
ま
ま
で
は
理
解
し
が
た
く
、
初
学
の
者
で
も
わ
か
る
よ
う
に
書
き
綴
り
、

　
　
　
図
面
な
ど
も
加
え
て
『
海
外
新
話
』
と
表
題
し
た
。

　
　
　
　
門
人
や
同
志
の
者
た
ち
に
一
覧
さ
せ
た
い
が
、
写
本
で
は
面
倒
な
の
で
、

　
　
　
学
問
所
の
審
査
を
受
け
ず
に
内
々
に
自
分
た
ち
で
板
木
を
彫
刻
し
て
、
書
物

尚
　
屋
菊
屋
幸
三
郎
に
刷
り
と
製
本
を
依
頼
し
た
。
御
触
れ
で
は
内
緒
で
出
版
を

　
　
　
し
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
書
物
で
あ
れ
板
木
を
焼
き
捨
て
絶
版
と
す
る

　
　
　
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
舶
来
の
書
物
を
絵
入
り
の
仮
名
本
で
わ
か

Ｉ
　
　
り
や
す
く
和
解
し
た
本
や
、
海
外
の
戦
争
に
つ
い
て
書
き
綴
っ
た
本
の
出
版

奥
　
を
禁
止
す
る
と
い
う
御
触
れ
は
な
い
の
で
、
『
新
話
』
は
禁
止
の
書
物
と
も

　
　
　
決
め
が
た
い
。

　
　
　
　
本
件
に
つ
い
て
は
、
嶺
田
右
五
郎
が
学
問
所
に
届
け
出
て
草
稿
の
検
閲
を

　
　
　
受
け
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
罪
な
の
か
、
禁
止
さ
れ
た
書
物
を
勝
手
に
著

　
　
　
述
し
出
版
し
た
こ
と
に
対
す
る
罪
な
の
か
の
差
別
に
よ
っ
て
罪
の
軽
重
が
あ

　
　
　
る
の
で
、
禁
止
さ
れ
た
書
物
に
相
当
す
る
の
か
ど
う
か
、
学
問
所
は
は
っ
き

　
　
　
り
と
し
た
判
定
を
行
っ
て
ほ
し
い
。

　
　
　
⑥
学
問
所
は
、
こ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
返
答
し
た
。
『
新
話
』
は
、
ま
っ

　
　
　
た
く
『
犯
疆
録
』
を
仮
名
書
き
に
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
の
申
し
立
て
で
あ
る
。

　
　
　
確
か
に
異
教
妄
説
を
勝
手
に
著
述
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
類

の
も
の
は
著
作
も
和
訳
も
書
物
の
体
裁
で
は
開
板
し
て
は
な
ら
な
い
と
決
定

し
た
。
こ
の
『
新
話
』
は
開
刻
差
し
止
め
と
す
る
が
、
著
述
を
し
た
わ
け
で

は
な
い
の
で
、
嶺
田
右
五
郎
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
学
問
所
の
検
閲
を
受
け

な
い
で
開
板
を
し
た
と
い
う
点
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
改
め
て
学
聞

所
の
検
閲
を
受
け
る
場
合
に
は
、
開
板
見
合
わ
せ
を
申
し
付
け
る
こ
と
に
な

る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
嶺
田
右
五
郎
（
楓
江
）
は
、
嘉
永
三
二
八
五
〇
）
年
一

〇
月
に
禁
鋼
刑
と
な
り
、
翌
四
年
四
月
に
許
さ
れ
た
後
に
三
都
の
居
住
を
禁

じ
ら
れ
た
。
森
氏
は
、
書
物
問
屋
菊
屋
幸
三
郎
に
つ
い
て
、
手
配
も
終
ら
な

い
の
に
刊
行
し
た
と
い
う
理
由
で
五
貫
文
の
過
料
に
付
さ
れ
た
こ
と
が
、

『
藤
岡
屋
日
記
』
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
森
氏
は
さ
ら
に
、
嘉
永
三
年
五
月
に
『
新
話
』
を
重
版
し
よ
う
と
し
た
者

た
ち
が
検
挙
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
の

部
分
も
紹
介
し
た
い
。

　
町
奉
行
所
の
市
中
取
締
掛
か
『
新
話
』
の
重
版
が
出
回
っ
て
い
る
こ
と
を

知
り
、
町
奉
行
所
の
臨
時
廻
に
調
査
を
依
頼
し
、
臨
時
廻
か
ら
報
告
が
あ
っ

た
。

　
先
年
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
清
国
に
押
し
寄
せ
た
こ
と
を
『
新
話
』
と
い
う
題

で
、
著
述
し
板
木
を
彫
っ
た
嶺
ｍ
右
五
郎
の
一
件
が
ま
だ
吟
味
中
な
の
に
、

小
日
向
水
道
場
・
御
鑓
奉
行
の
高
本
大
内
蔵
組
同
心
の
深
川
四
郎
次
郎
方
に

同
居
の
判
木
師
・
高
谷
熊
五
郎
は
、
そ
の
水
を
ひ
そ
か
に
重
板
し
た
。
他
に

武
家
の
Ｉ
、
二
が
加
わ
り
、
一
部
に
つ
き
一
五
匁
く
ら
い
で
売
り
さ
ば
い
た

よ
う
だ
。

-215-



『海外新話Jの南京条約（35）

　
ま
た
、
貸
本
屋
卯
兵
衛
は
『
新
話
』
の
重
版
に
か
か
わ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど

の
大
金
で
は
な
い
よ
う
だ
が
金
主
と
な
っ
て
金
子
を
都
合
し
た
。
本
仕
立
職

人
の
鉄
三
郎
は
板
木
の
彫
刻
に
加
わ
り
、
二
〇
〇
部
ほ
ど
仕
立
て
た
。
し
か

し
、
鉄
三
郎
の
仕
立
料
が
高
い
と
い
う
の
で
、
他
の
者
に
仕
立
て
を
依
頼
し

た
こ
と
か
ら
、
高
谷
熊
五
郎
と
い
い
争
い
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
し
、
卯

兵
衛
と
鉄
三
郎
は
い
い
争
い
を
し
て
お
ら
ず
、
重
版
し
た
部
数
は
楽
に
売
り

さ
ば
い
た
よ
う
だ
。

　
臨
時
廻
か
ら
の
こ
の
報
告
に
よ
っ
て
、
市
中
取
締
掛
は
書
物
掛
名
主
に
命

じ
て
、
鉄
三
郎
の
と
こ
ろ
で
板
木
七
四
枚
、
製
本
済
み
の
本
一
〇
部
、
印
刷

済
み
の
用
紙
三
〇
一
〇
枚
を
押
収
し
た
。
た
だ
し
、
五
〇
部
を
仕
立
て
た
う

ち
四
〇
部
は
す
で
に
売
り
さ
ば
か
れ
て
い
る
の
で
、
な
ん
と
も
処
置
で
き
な

い
、
と
も
付
記
さ
れ
て
い
る
。

　
仕
立
て
た
部
数
は
、
前
に
二
〇
〇
部
と
あ
り
、
後
ろ
に
五
〇
部
と
あ
る
。

森
氏
は
、
嶺
田
楓
江
の
取
調
べ
が
始
ま
っ
て
数
か
月
で
あ
る
こ
と
、
関
係
者

が
少
人
数
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
五
〇
部
が
お
そ
ら
く
実
数
で
あ
ろ
う
と

す
る
。
ま
た
、
重
版
関
係
者
の
処
分
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
と
い
い
、

「
楓
江
が
未
処
分
で
あ
る
と
い
う
の
に
、
す
ぐ
重
板
が
密
か
に
行
わ
れ
た
こ

と
は
、
庶
民
に
ま
で
海
外
事
情
が
流
布
す
る
の
を
恐
れ
て
い
る
当
局
側
に
一

層
の
警
戒
心
を
強
め
さ
せ
、
楓
江
に
対
す
る
処
分
を
重
く
し
た
こ
と
で
あ
ろ

う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
以
上
の
森
氏
の
研
究
に
よ
り
、
『
海
外
新
話
』
は
ま
ず
嶺
田
楓
江
ら
が
自

か
ら
板
木
を
彫
っ
て
、
菊
屋
幸
三
郎
に
刷
り
と
製
本
を
依
頼
し
て
刊
行
し
た

一
種
、
貸
本
屋
卯
兵
衛
（
も
し
く
は
卯
之
助
）
が
金
主
と
な
っ
て
武
家
の
高

谷
熊
五
郎
が
板
木
を
彫
り
、
鉄
三
郎
に
刷
り
と
製
本
を
さ
せ
た
一
種
の
少
な

く
と
も
二
種
類
の
板
本
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
楓
江
自
身
が
板
木
を
彫
っ

た
本
は
五
〇
部
が
完
成
し
て
楓
江
に
手
渡
さ
れ
た
と
あ
り
、
鉄
三
郎
に
刷
り

と
製
本
を
行
わ
せ
た
も
の
が
五
〇
部
の
う
ち
Ｉ
〇
部
が
没
収
さ
れ
、
四
○
部

が
売
り
さ
ば
か
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
数
字
は
あ
く
ま
で
公
的
な
も
の

で
あ
る
か
ら
、
実
数
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
本
学
図
書
館
が
購
入
し
た
『
新
話
』
は
、
増
田
渉
氏
旧
蔵
・
関

西
大
学
図
書
館
蔵
の
『
新
話
』
と
比
較
し
た
結
果
、
左
右
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
が
、
上
下
の
外
罫
枠
が
本
学
本
の
方
が
四
ミ
リ
ほ
ど
短
い
。
よ
く
似
た
字

体
の
掘
り
で
は
あ
る
が
、
後
に
南
京
条
約
の
問
題
個
所
の
と
こ
ろ
で
図
と
し

て
示
す
よ
う
に
、
閉
西
大
学
本
に
比
し
て
本
学
本
の
方
が
字
が
や
や
太
い
。

も
し
、
上
記
の
二
種
類
し
か
板
本
が
な
い
と
す
れ
ば
、
関
西
大
学
本
が
楓
江

自
身
の
板
木
に
な
る
も
の
で
、
本
学
本
が
高
谷
熊
五
郎
の
板
木
に
な
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
諸
研
究
の
多
く
が
記
す
よ
う
に
、
吉
田
松
陰

も
『
新
話
』
を
読
ん
で
い
る
。
森
論
文
か
ら
そ
れ
に
関
係
す
る
部
分
を
抜
粋

し
て
お
き
た
い
。

　
　
吉
田
松
陰
も
阿
片
戦
争
に
深
い
興
味
を
示
し
て
い
る
。
（
中
略
）
。
新
話

　
も
閲
読
し
て
い
る
。
「
未
忍
焚
稿
」
の
末
尾
近
く
に
「
嶺
田
楓
江
詩
」
と

　
新
話
の
序
文
全
文
と
、
「
例
言
・
総
目
」
、
序
章
に
当
る
「
英
吉
利
国
紀
略
」

　
ま
で
を
筆
写
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
記
事
に
特
に
興
味
を
感
じ
た
か
ら
に

　
は
か
な
ら
な
い
。
『
松
陰
全
集
』
の
解
題
に
は
弘
化
二
年
か
ら
嘉
永
三
年

　
頃
迄
の
松
陰
の
詩
文
稿
と
あ
り
、
萩
か
九
州
旅
行
中
か
に
閲
読
し
た
も
の
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で
あ
ろ
う
。

　
　
嘉
永
三
年
の
九
州
旅
行
か
ら
同
四
年
の
江
戸
遊
学
、
同
五
年
の
東
北
旅

　
行
に
携
行
し
た
「
雑
録
」
の
中
頃
に
江
戸
で
交
遊
の
あ
っ
た
人
々
と
思
え

　
る
人
名
を
記
入
し
て
あ
る
が
、
横
山
湖
山
の
名
も
あ
り
、
終
り
に
近
く
峯

　
田
楓
江
の
名
も
記
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
面
談
の
機
会
か
あ
っ
た
か
、

　
ま
た
そ
の
折
を
得
よ
う
と
試
み
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
広
範
に
事
態
を
普
及
さ
せ
よ
う
と
計
っ
た
楓
江
の
意
図
は
い
ち
早
く
受

　
け
た
処
分
に
よ
っ
て
、
刊
行
当
時
に
は
不
充
分
に
終
っ
た
が
、
そ
れ
で
も

　
松
陰
の
例
の
よ
う
に
多
く
の
識
者
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
ま
た
処
分

　
に
よ
っ
て
幕
府
の
態
度
が
明
確
と
な
り
、
諸
士
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の
公

　
表
の
方
策
を
立
て
や
す
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
三
　
『
海
外
新
話
』
第
五
巻
（
最
終
巻
）
の
最
終
項
目
の
内
容
な

　
　
　
ど

　
ア
ヘ
ン
戦
争
は
、
一
八
四
二
年
八
月
二
八
日
（
二
九
日
・
後
述
す
る
）
に

長
江
の
南
京
沖
に
停
泊
し
た
、
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
リ
ス
号
の
艦

上
で
結
ば
れ
た
講
和
条
約
「
南
京
条
約
」
＝
「
江
寧
条
約
」
で
い
っ
た
ん
幕

を
下
ろ
し
た
。

　
　
『
新
話
』
で
は
第
五
巻
に
「
両
軍
和
睦
事
　
付
　
和
約
条
目
」
の
項
目
か

お
り
、
こ
れ
が
本
書
全
体
の
最
終
の
項
目
で
あ
る
。
こ
の
項
目
は
三
段
落
に

分
か
れ
、
第
一
段
落
は
清
朝
道
光
帝
の
和
約
を
承
認
す
る
詔
を
中
心
と
す
る

記
述
、
第
二
段
落
は
和
約
の
条
目
す
な
わ
ち
「
南
京
条
約
」
の
本
文
、
第
三

段
落
は
簡
単
に
そ
の
後
の
状
況
を
記
し
て
全
体
を
締
め
く
く
り
「
ま
と
め
」

と
す
る
部
分
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
第
一
段
落
の
道
光
帝
の
詔
の
部
分
は
、
「
諸
臣
和
議
の
奏
聞
を
一

覧
あ
っ
て
、
帝
深
く
逆
鱗
な
し
給
ふ
と
い
へ
ど
も
、
孫
武
子
の
所
謂
五
事
七
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計
を
以
て
、
彼
我
の
形
情
を
篤
と
経
校
な
し
給
ふ
に
、
如
何
せ
ん
今
日
の
時

勢
、
中
華
の
勝
算
殊
に
多
か
ら
ず
」
に
始
ま
り
、
道
光
帝
が
苦
衷
の
末
に
和

議
条
約
す
な
わ
ち
南
京
条
約
の
締
結
を
命
じ
た
こ
と
を
記
す
。

次
の
第
二
段
落
目
が
和
約
条
目
す
な
わ
ち
「
南
京
条
約
」
で
あ
り
、
こ
こ
に

記
さ
れ
た
条
文
に
脱
落
の
個
所
が
あ
る
。
ま
ず
当
該
部
分
を
二
種
類
の
板
本

か
ら
図
１
と
図
２
と
し
て
示
し
て
お
き
た
い
。

　
図
示
し
た
部
分
を
、
二
行
目
の
「
□
か
ら
六
行
目
の
「
□
の
前
、
五

行
目
の
末
尾
ま
で
を
、
適
宜
に
句
読
点
を
付
し
新
漢
字
で
示
す
と
、
次
の
よ

う
に
な
る
。

　
　
　
べ
因
大
英
商
船
遠
路
欧
渉
津
洋
、
往
々
有
損
壊
須
修

　
　
　
　
補
者
、
自
応
給
干
沿
海
一
処
、
以
便
修
船
、
及
存
守
所

　
　
　
　
用
物
料
。
今

　
　
大
皇
帝
准
以
洋
銀
六
百
万
元
、
償
補
原
価
。

こ
こ
に
示
し
た
「
一
、
」
の
条
文
は
、
冒
頭
か
ら
数
え
て
三
つ
目
の
「
□

で
あ
り
、
つ
ま
り
南
京
条
約
の
第
三
条
に
相
当
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
南
京
条

約
の
第
三
条
な
ら
び
に
第
四
条
は
、
現
今
の
史
料
集
の
類
で
は
次
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
史
料
は
新
漢
字
に
改
め
、
一
部
を
補
訂
し
た
。

　
　
　
〔
第
三
条
に
相
当
〕
　
一
　
因
大
英
商
船
遠
路
渉
洋
、
往
々
有
損
壊
須
修

　
　
補
者
、
自
応
給
予
沿
海
一
処
、
以
便
修
船
及
存
守
所
用
物
料
。
今
大
皇

　
　
帝
准
将
香
港
一
島
給
予
大
英
君
主
蟹
嗣
後
世
襲
主
位
者
、
常
遠
守
主
掌
、

　
　
任
便
立
法
治
理
。

　
　
　
〔
第
四
条
に
相
当
〕
　
一
　
因
欽
差
大
臣
等
於
道
光
十
九
年
二
月
間
、
将

　
　
英
国
領
事
官
及
民
人
等
、
強
留
専
省
聯
以
死
罪
、
索
出
鴉
片
以
為
頃
命
、

　
　
今
大
皇
帝
准
以
洋
銀
六
百
萬
元
、
償
補
原
価
。

図
示
し
た
部
分
と
こ
こ
に
掲
げ
た
第
三
条
・
第
四
条
を
対
比
す
れ
ば
明
ら
か

な
よ
う
に
、
第
三
条
の
「
今
」
の
直
前
ま
で
の
文
に
、
第
四
条
の
「
今
大
皇

帝
」
以
下
の
文
を
直
結
し
た
も
の
が
、
図
示
し
た
部
分
に
な
る
。

　
こ
の
誤
り
の
原
因
は
、
図
１
・
図
２
を
見
れ
ば
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

「
大
皇
帝
」
を
捺
頭
の
書
式
と
し
て
い
る
た
め
に
、
「
大
皇
帝
」
を
次
の
「
大

皇
帝
」
と
見
誤
り
、
そ
の
聞
を
脱
落
さ
せ
て
し
ま
い
や
す
い
の
で
あ
る
。
念

の
た
め
に
長
洋
規
矩
也
解
題
・
古
典
研
究
会
発
行
『
明
清
資
料
集
　
第
二
集
』

二
九
七
四
年
九
月
・
汲
古
書
院
）
所
収
の
『
夷
匪
犯
境
録
』
写
本
の
当
該

図３　『和刻本明清資料集　第二集』

　　　四八三頁所収・『夷匪犯境録』写本
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（38）尚奥　　田

部
分
（
四
八
三
頁
）
を
図
３
に
示
し
て
お
き
た
い
。

こ
う
し
て
第
三
条
と
第
四
条
が
合
体
さ
せ
ら
れ
た
た
め
に
、
結
果
的
に
は
香

港
島
を
清
か
ら
イ
ギ
リ
ス
へ
割
譲
す
る
部
分
が
脱
落
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な

る
。
こ
の
脱
落
に
関
す
る
さ
ら
な
る
言
及
は
後
に
ま
わ
し
、
『
新
話
』
第
五

巻
の
最
終
項
目
の
南
京
条
約
の
部
分
に
続
く
、
第
三
段
落
す
な
わ
ち
最
終
段

落
を
先
に
見
て
お
き
た
い
。

　
第
三
段
落
の
前
半
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
原
文
の
面
影
を
伝
え
る

た
め
に
、
原
資
料
と
同
じ
総
ル
ビ
に
し
て
み
た
。

　
　
　
右
の
条
目
に
依
て
合
一
両
国
の
和
睦
取
調
ひ
、
二
千
一
百
万
元
の

　
　
金
子
、
約
定
の
如
く
、
先
六
百
万
元
を
以
て
英
将
頗
鼎
査
に
差
渡
す
。

　
　
　
ほ
て
ん
ち
ゃ
　
そ
の
か
ね
　
う
け
　
そ
く
じ
っ
　
こ
う
ね
い
　
た
い
せ
ん

　
　
嘆
鼎
査
は
其
金
を
受
て
即
日
、
江
寧
を
退
船
す
。

　
　
　
　
　
　
　
み
　
ち
ん
こ
う
　
け
い
こ
う
　
く
ゎ
し
う
と
ぅ
　
て
ぃ
は
く
　
　
と
こ
ろ
　
し
ょ
ぐ
ん
せ
ん

　
　
　
　
こ
れ
を
見
て
鎮
江
、
京
口
、
瓜
州
等
に
碇
泊
す
る
所
の
諸
軍
船
、

　
　
追
々
揚
子
江
を
去
て
、
本
国
英
吉
利
に
立
還
る
も
あ
り
、
又
は
印
度
の

　
　
地
方
に
帰
帆
す
る
も
あ
り
。
こ
の
時
に
当
っ
て
瑛
鼎
査
は
、
暫
く
広

　
　
と
う
　
ち
　
い
た
　
　
き
ゃ
う
ご
っ
う
し
ゃ
う
か
う
ぇ
き
　
じ
け
ん
　
と
り
さ
だ
　
　
か
く
し
り
う
　
し

　
　
東
の
地
に
至
り
、
向
後
通
商
交
易
の
事
件
を
取
定
め
、
郭
士
立
〈
士

　
　
学
ぶ
こ
と
二
十
余
年
、
し
か
る
後
ま
た
英
国
に
帰
る
と
云
〉
は
定
海
に

　
　
留
つ
て
、
通
商
の
事
を
管
領
せ
り
。

こ
れ
部
分
に
続
く
後
半
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
で
被
害
を
受
け
た
沿
海
の
人
々
が

以
後
は
泰
平
に
な
っ
た
こ
と
、
朝
廷
で
は
諸
将
士
の
功
勲
を
褒
賞
し
、
有
罪

を
誄
罰
し
た
こ
と
を
記
し
、
「
扨
英
夷
の
外
患
あ
る
に
依
り
如
此
。
清
国
二

百
年
来
承
平
柔
惰
の
風
習
を
一
変
せ
し
は
、
却
て
国
家
長
久
の
基
本
と
も
謂

フ
ベ
き
獣
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

り
う
　
ゑ
い
こ
く
　
さ
ん
　
　
　
　
　
よ
う
ね
ん
　
　
せ
い
こ
く
て
ん
し
ん
　
ち
　
　
　
　
　
ぷ
ん
ひ
う

立
は
英
国
の
産
に
し
て
、
幼
年
よ
り
清
国
天
津
の
地
に
来
り
、
文
筆
を

ま
な
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
の
ち
　
　
ゑ
い
こ
く
　
か
へ
　
　
　
　
　
　
て
ぃ
か
い

　
さ
て
、
す
で
に
何
度
か
触
れ
た
よ
う
に
、
『
新
話
』
は
「
例
言
」
に
「
此

編
ノ
記
事
、
之
ヲ
夷
匪
犯
疆
録
二
原
ヅ
ク
」
と
明
記
し
、
ま
た
嶺
ｍ
楓
江
の

処
分
に
際
し
て
の
学
開
所
の
文
書
に
「
新
話
は
全
く
夷
匪
犯
疆
録
を
仮
名
書

い
た
し
候
迄
と
申
出
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
夷
匪
犯
疆
録
』
（
『
夷
匪
犯
境

録
』
、
『
夷
匪
犯
境
聞
見
録
』
と
も
表
記
さ
れ
る
）
を
平
易
に
わ
か
り
や
す
く

改
め
た
も
の
と
い
う
。
し
か
し
、
『
犯
境
録
』
は
、
何
の
前
置
古
も
な
く
、

「
計
抄
夷
書
」
と
い
う
形
で
イ
ギ
リ
ス
の
水
陸
攻
撃
軍
の
指
揮
官
が
連
名
で

記
し
た
、
定
海
県
主
へ
の
降
伏
勧
告
書
に
は
じ
ま
る
。
増
田
渉
氏
は
こ
の
前

に
あ
っ
た
部
分
か
お
そ
ら
く
欠
落
し
た
と
推
定
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
増
田
氏
が
収
集
し
た
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
一
本
は
、
末
尾
近
く
の

南
京
条
約
の
部
分
な
ど
を
欠
い
て
い
る
。
こ
の
一
本
を
除
き
増
田
氏
の
収
集

し
た
一
本
（
写
本
）
と
図
４
・
図
５
に
示
し
た
も
の
が
、
筆
者
が
実
見
し
た

南
京
条
約
部
分
の
あ
る
三
種
類
で
あ
る
。
そ
れ
ら
三
本
は
、
南
京
条
約
に
続

く
記
載
を
「
七
月
奉
上
諭
、
害
英
奏
、
査
明
鎮
江
城
陥
時
、
京
口
副
都
統
海

齢
、
並
其
妻
及
次
孫
同
時
殉
命
」
と
は
じ
め
る
（
図
４
・
図
５
参
照
）
。
『
犯

境
録
』
に
は
蹟
に
相
当
す
る
部
分
は
な
い
が
、
た
だ
、
大
敗
の
将
軍
突
山
ら

の
罪
を
定
め
、
奮
闘
し
て
重
傷
を
負
っ
た
斉
慎
に
恩
を
く
だ
す
こ
と
で
記
述

を
終
了
し
て
お
り
、
こ
の
記
述
が
『
新
話
』
の
朝
廷
で
は
諸
将
士
の
功
勲
を

褒
賞
し
、
有
罪
を
誄
罰
し
た
と
あ
る
部
分
に
相
当
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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（39） 『海外新話』の南京条約

図４　『和刻本明清資料集　第一巻』（一九七四年三月・汲古書院）
　　　四二二頁所収・『夷匪犯境録』木活字本巻六・四八頁
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た
だ
し
、
『
犯
境
録
』
の
南
京
条
約
の
末
尾
は
、
図
４
・
図
５
に
示
す
よ

う
に
、
次
掲
の
よ
う
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
道
光
二
十
二
年
　
　
　
月
　
　
日
　
即
英
国
紀
年
之

　
　
一
千
八
百
四
十
三
年
　
　
月
　
　
日
　
由
江
寧
省
會
行

　
「
一
千
八
百
四
十
三
年
」
の
部
分
は
、
実
見
し
た
三
種
類
の
う
ち
図
５
だ
け

は
「
一
千
八
百
四
十
二
年
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
正
し
い
。
他
の
二
種
類
は
こ

の
部
分
が
「
一
千
八
百
四
十
三
年
」
に
な
っ
て
い
る
。
月
日
に
数
字
が
記
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
三
本
す
べ
て
に
共
通
し
、
役
職
名
・
人
名
や
記
号
の

類
も
い
っ
さ
い
な
い
こ
と
も
共
通
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
図
４
・
図
５
に
も

明
瞭
で
あ
る
。

　
南
京
条
約
の
末
尾
部
分
の
記
載
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
図
６
に
示
し
た
よ
う

に
『
新
話
』
の
末
尾
が
明
ら
か
に
『
犯
境
録
』
の
図
４
・
図
５
と
は
異
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
新
話
』
の
図
６
か
ら
『
犯
境
録
』
の
図
４
・
図
５

に
変
形
す
る
こ
と
も
、
図
４
・
図
５
か
ら
図
６
に
変
形
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
『
新
話
』
は
少
な
く
と
も
南
京
条
約
部
分

に
つ
い
て
は
、
『
犯
境
録
』
に
よ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
。



奥　　田　　　　　尚 （40）

図５　『和刻本明清資料集　第二集』　487頁・『夷匪犯境録』写本

図６　『海外新話』巻五・二〇～二一頁表　南京条約末尾の署名部分
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『海外新話』の南京条約（41）

四
　
そ
の
他
の
史
料
の
南
京
条
約
の
末
尾
部
分

　
そ
れ
で
は
『
犯
境
録
』
以
外
の
史
料
が
南
京
条
約
を
載
せ
る
場
合
に
、
そ

の
末
尾
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
が
次
の
問
題
で
あ
る
。
『
新
話
』
が
「
例
言
」

に
「
年
月
時
日
ノ
次
序
二
至
テ
ハ
、
侵
犯
事
略
二
拠
リ
」
と
記
す
『
侵
犯
事

略
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
諸
氏
の
研
究
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
『
英
国
侵
犯

事
略
』
な
ど
と
題
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
後
の
注
（
1
0
）
・
（
1
1
）
参
照
）
。
増
田

渉
氏
の
収
集
文
書
類
で
現
在
は
関
西
大
学
図
書
館
所
蔵
に
な
っ
て
い
る
も
の

の
中
に
、
東
北
大
学
狩
野
文
庫
の
『
英
国
侵
犯
事
略
』
の
電
子
複
写
本
が
あ

る
。
そ
の
南
京
条
約
の
末
尾
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
道
光
二
十
二
年
七
月
廿
四
目
即
英
國
紀
年
之
乙
千
八
百
四
十
二
年

　
　
　
　
八
月
廿
八
日
由
江
寧
省
會
行
　
○
　
□
　
□
　
□
　
□

こ
れ
を
『
新
話
』
の
末
尾
の
図
６
と
対
比
す
れ
ば
、
「
○
　
□
　
□
　
□

□
」
の
「
○
」
は
、
英
国
全
権
使
ポ
テ
ン
チ
ヤ
の
印
、
四
つ
の
「
□
」
は
順

に
清
の
欽
差
大
臣
便
宜
行
事
・
者
英
、
両
江
総
督
部
堂
・
牛
鑑
、
江
蘇
巡
撫

院
・
程
首
采
、
乍
浦
副
都
統
紅
帯
子
・
伊
里
布
の
関
防
印
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
『
事
略
』
は
印
形
を
残
し
、
役
職
名
・
人
名
を
省
略
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
引
用
す
る
南
京
条
約
の
第
三
条
相
当
部
分
を
見
る
と
、

『
新
話
』
と
同
様
に
三
条
と
四
条
を
合
体
さ
せ
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

（
新
漢
字
に
改
め
た
）
。

　
　
一
、
因
大
英
商
船
、
遠
路
皺
渉
津
洋
、
往
々
有
損
壊
須
修
補
者
、
自
応

　
　
　
　
給
具
沿
海
一
処
、
以
便
脩
船
、
及
存
守
所
用
物
料
、
今

　
　
大
皇
帝
准
以
洋
銭
六
百
万
元
、
償
補
原
価
。

『
侵
犯
事
略
』
は
他
に
同
志
社
大
学
図
書
館
の
貴
重
資
料
（
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
）
に
、
『
海
表
異
聞
』
巳
四
（
第
六
一
分
冊
）
『
幌
国
侵
犯
事
略
』
と

し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
か
お
る
。
そ
の
南
京
条
約
の
末
尾
部
分
は
図
７

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
上
引
の
東
北
大
学
狩
野
文
麻
本
と
比
較
す
る
と
、

役
職
名
・
人
名
が
省
略
せ
ず
に
す
べ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
印
形
も
記
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
牛
鑑
以
下
三
人
の
関
防
印
は
一
つ
に
省
略
さ
れ
て
い
る
。

　
同
志
社
大
学
本
も
第
三
条
相
当
部
分
は
上
引
の
狩
野
文
庫
本
と
同
じ
で
あ

り
、
た
だ
引
用
史
料
の
二
行
目
の
「
絵
具
」
が
「
給
予
」
、
三
行
目
の
「
洋

銭
」
が
「
洋
銀
」
と
正
し
い
表
記
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
狩
野
文
庫

本
よ
り
信
頼
で
き
る
。

　
　
『
侵
犯
事
略
』
は
、
他
に
『
有
所
不
為
斎
雑
録
』
第
一
九
に
収
載
さ
れ
、

「
清
人
阿
片
記
事
」
に
相
当
さ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
に
記
さ
れ
て
い

る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
南
京
条
約
の
末
尾
を
図
８
に
示
す
が
、
同
志
社
大
学

本
と
同
一
で
、
肩
書
き
と
人
名
が
記
さ
れ
、
印
や
関
防
印
な
ど
の
記
載
も
同

じ
で
あ
る
。
ま
た
、
南
京
条
約
の
第
三
条
相
当
部
分
も
、
同
志
社
大
学
本
と

同
一
で
あ
る
。
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奥　　田　　　　　尚 （42）

図７　同志社大学図書館蔵『咲国侵犯事略』　南京条約末尾の署名部分

図８　『有所不為斎雑録』第一九より南京条約末尾の署名部分
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『海外新話』の南京条約（43）

　
な
お
、
同
志
社
大
学
本
の
『
海
表
異
聞
』
に
は
、
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附

属
史
料
館
助
教
授
の
岩
崎
奈
緒
子
氏
の
「
解
題
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
筑
波
大
学
所
蔵
の
「
英
国
侵
犯
事
略
和
解
」
の
巻
末
に
は
、

「
右
風
説
書
之
通
和
解
差
上
中
上
候
」
と
あ
る
の
で
、
オ
ラ
ン
ダ
風
説
書
で

あ
る
と
記
す
。
こ
れ
は
「
唐
風
説
書
」
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
森
睦

彦
氏
に
よ
っ
て
、
『
侵
犯
事
略
』
は
単
行
本
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
が
、
そ
う

で
は
な
く
て
「
唐
風
説
書
」
で
あ
る
と
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
『
新
話
』
の
南
京
条
約
の
末
尾
部
分
と
第
三
条
相
当
部
分

は
、
『
夷
匪
犯
境
録
』
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
『
（
英
国
）
侵
犯
事
略
』
に
よ
っ

て
記
述
を
行
っ
て
い
る
。
さ
て
、
そ
れ
と
同
一
内
容
で
『
英
国
侵
犯
紀
略
』

と
題
さ
れ
る
本
に
つ
い
て
、
森
氏
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
「
英
国
侵
犯
紀
略
」
と
し
て
単
独
の
著
書
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
が
一
般

　
的
で
あ
る
が
、
序
文
に
和
蘭
風
説
書
を
見
て
、
自
己
の
上
海
で
の
実
見
を

　
も
加
え
て
阿
片
戦
争
を
概
説
し
た
と
執
筆
事
情
を
述
べ
、
長
崎
奉
行
所
に

　
提
出
し
た
も
の
で
も
あ
り
、
風
説
書
と
し
て
扱
う
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　
　
戦
争
の
発
端
か
ら
終
末
ま
で
を
略
記
し
、
付
録
に
南
京
条
約
の
条
文
・

　
ア
ラ
ビ
ア
数
字
・
簡
単
な
英
単
語
が
あ
り
、
原
本
に
は
更
に
彩
色
の
英
人

　
風
俗
画
八
景
か
お
り
、
こ
の
図
を
も
転
写
し
た
も
の
は
少
な
い
。
周
等
の

　
提
出
し
た
も
の
及
び
そ
の
和
訳
の
原
本
が
束
京
教
育
大
学
図
書
館
に
所
蔵

　
さ
れ
、
通
詞
の
付
箇
も
見
ら
れ
和
訳
の
苦
心
の
あ
と
も
観
察
で
き
る
。

　
　
南
京
条
約
の
条
文
は
、
和
蘭
か
ら
も
提
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
半
年

　
早
く
、
恐
ら
く
こ
れ
を
初
見
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
東
京
教
育
大
学
本
『
英
国
侵
犯
紀
略
』
を
見
て
い
な
い
の
で
、
そ
の

「
－
序
文
」
が
い
か
な
る
も
の
か
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
同
志
社
大
学
本
や

『
有
所
不
為
斎
雑
録
』
所
収
本
に
は
な
い
「
序
言
」
と
末
尾
が
、
狩
野
文
庫

本
に
は
あ
る
。
そ
の
「
序
言
」
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
序
言

　
　
今
将
前
年
英
夷
侵
犯
中
華
始
末
。
紀
略
各
条
。
以
及
現
特
赴
往
上
海
訪

　
　
察
。
目
観
情
形
。
拠
宗
一
併
、
抄
足
台
覧
。
至
英
夷
国
中
細
底
。
英
人

　
　
不
肯
軽
告
。
其
中
米
能
詳
悉
也
。

こ
れ
が
も
し
東
京
教
育
大
学
本
の
「
序
文
」
と
同
一
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
森

氏
が
「
自
己
の
上
海
で
の
実
見
を
も
加
え
て
」
と
述
べ
た
部
分
は
、
「
以
及

現
特
赴
往
上
海
訪
察
。
目
観
情
形
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
前
の
「
和

蘭
風
説
書
を
見
て
」
に
は
、
「
今
将
前
年
英
夷
侵
犯
中
華
始
末
。
紀
略
各
条
」

は
対
応
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
東
京
教
育
大
学
本
と
狩
野

文
庫
本
の
序
文
が
異
な
れ
ば
、
問
題
に
な
ら
な
い
疑
問
で
は
あ
る
が
。

ま
と
め
に
か
え
て

　
い
ち
い
ち
の
対
応
関
係
は
煩
頂
に
な
る
の
で
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、

筆
者
が
実
見
で
き
た
『
英
国
侵
犯
事
略
』
の
狩
野
文
庫
本
と
同
志
社
大
学
本

な
ら
び
に
『
有
所
不
為
斎
雑
録
』
所
収
本
は
、
多
く
の
部
分
が
『
夷
匪
犯
境

録
』
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
『
新
話
』
が
い
う
よ
う
に
、
『
侵
犯
事
略
』
の
方

が
年
次
が
や
や
詳
し
く
記
さ
れ
て
お
り
、
で
き
ご
と
の
順
序
が
『
犯
境
録
』

よ
り
も
わ
か
り
や
す
い
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
筆
者
の
狭
い
実
見
の
範
囲
で
い

え
ば
、
先
に
引
用
し
た
『
侵
犯
事
略
』
の
「
序
言
」
の
「
。
今
将
前
年
英
夷
侵

-
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う
　
犯
中
華
始
末
紀
略
各
条
」
と
い
う
の
は
、
『
夷
匪
犯
境
録
』
を
指
す
よ
う
に

い
　
　
思
え
て
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
『
犯
境
録
』
は
年
月
を
追
い
記
述
し
た
も
の
で

　
　
　
は
な
く
、
序
文
も
欧
文
も
な
く
編
者
の
名
も
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ

　
　
　
の
『
犯
境
録
』
に
多
く
の
部
分
を
負
い
つ
つ
、
『
侵
犯
事
略
』
は
同
志
社
大

　
　
　
学
本
や
『
有
所
不
為
斎
雑
録
』
本
の
よ
う
に
「
序
言
」
を
欠
い
た
場
合
で
も
、

　
　
　
冒
頭
の
記
述
は
コ
、
英
路
喇
等
国
、
以
鴉
片
俎
上
、
流
入
中
原
、
換
易
紋

　
　
　
銀
元
宝
出
洋
、
為
害
非
浅
」
と
ア
ヘ
ン
問
題
全
体
か
ら
書
き
起
こ
し
、
次
い

　
　
　
で
「
一
、
道
光
十
九
年
間
、
欽
差
両
広
総
督
部
堂
郵
、
欽
差
大
臣
林
、
向
英

尚
　
暗
喇
等
国
、
船
上
所
来
鴉
片
畑
上
、
尽
収
蔵
滅
」
と
あ
り
、
次
項
に
「
一
、

　
　
　
西
洋
諸
国
、
向
例
祇
在
広
東
貿
易
、
不
准
遷
移
他
処
通
商
」
と
あ
る
よ
う
に
、

　
　
　
き
ち
ん
と
導
入
部
分
の
記
述
か
お
る
点
て
、
『
犯
境
録
』
と
は
編
集
態
度
は

Ｉ
　
　
異
な
る
。

奥
　
　
　
以
上
、
『
新
話
』
の
南
京
条
約
の
一
部
を
問
題
に
し
て
み
た
が
、
『
新
話
』

　
　
　
自
か
ら
が
い
う
よ
う
に
『
犯
境
録
』
に
基
づ
く
と
し
て
も
、
『
新
話
』
は
、

　
　
　
『
犯
境
録
』
か
ら
多
く
を
引
用
し
た
『
侵
犯
事
略
』
の
方
を
よ
り
多
く
参
照

　
　
　
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
新
話
』
の
全
体
を
問
題
に
せ
ず
、
南

　
　
　
京
条
約
部
分
に
注
目
し
て
の
推
定
で
あ
る
か
ら
、
「
木
を
見
て
森
を
見
な
い
」

　
　
　
推
論
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
さ
ら
に
、
吉
野
氏
な
ど
が
指
摘
し
た
『
新
話
』
の
明
治
に
な
っ
て
の
復
刻

　
　
　
本
で
あ
る
東
洋
漁
人
編
『
清
英
阿
片
之
争
乱
』
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
近

　
　
　
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
『
清
英
阿
片
之
騒
乱
』
（
明
治
二
一
年
二
月
・

　
　
　
清
暉
閣
）
と
し
て
、
全
文
が
画
像
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
第

二
段
落
の
南
京
条
約
部
分
が
ま
っ
た
く
省
略
さ
れ
て
、
『
新
話
』
の
第
五
巻

の
最
終
項
目
に
相
当
す
る
部
分
は
、
第
一
段
落
と
第
三
段
落
が
直
結
さ
れ
て

い
る
。

　
ま
た
、
松
井
広
吉
『
鴉
片
戦
史
』
（
明
治
二
七
年
一
一
月
一
日
・
博
文
館

発
行
。
こ
れ
も
国
立
国
会
図
書
館
の
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
全
文

が
公
開
さ
れ
て
い
る
）
の
南
京
条
約
は
、
「
此
の
條
約
書
は
、
英
文
の
も
の

手
に
入
ら
ず
、
止
を
得
ず
漢
文
の
も
の
を
和
解
し
た
る
を
以
て
、
例
の
如
く

尊
清
卑
英
の
語
気
な
き
能
は
ず
」
と
注
記
し
た
上
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
南
京
条
約
も
、
第
三
条
の
前
半
に
第
四
条
の
後
半
を
連
続
し
た
も
の
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
は
、
『
新
話
』
の
南
京
条
約
を
そ
の
ま
ま
読
み
下
し
て
、
転

載
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
田
中
正
俊
氏
は
、
『
通
俗
二
十
一
史
』
と
題
し
て
早
稲
田
大
学
出
版

部
か
ら
刊
行
さ
れ
た
全
コ
ー
巻
の
う
ち
第
一
一
巻
（
一
九
こ
一
年
、
明
治
四

十
五
年
刊
）
に
、
『
新
話
』
の
全
文
は
『
鴉
片
戦
史
』
全
五
巻
の
名
で
収
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
通
俗
二
十
一
史
』
の
も

の
は
、
き
ち
ん
と
南
京
条
約
の
全
文
を
訓
点
付
き
漢
文
で
載
せ
、
か
つ
『
海

外
新
話
』
で
南
京
条
約
が
第
三
条
前
半
に
第
四
条
後
半
が
結
合
さ
れ
て
い
る

誤
り
を
、
正
し
く
訂
正
し
て
い
る
。

註　
（
１
）
　
吉
野
作
造
『
閑
談
の
閑
談
』
（
一
九
三
三
年
・
書
物
展
望
社
）
原
載
：
筆
者

　
　
　
が
見
だ
の
は
、
吉
野
作
造
『
閑
談
の
閑
談
（
抄
）
』
（
一
九
九
八
年
八
月
・
日

　
　
　
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）
。

　
（
２
）
　
増
田
渉
『
西
学
東
漸
と
中
国
事
情
』
（
一
九
七
九
年
二
月
・
岩
波
書
店
）
「
1
4
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『海外新話』の南京条約（45）

　
　
　
　
嶺
田
楓
江
『
海
外
新
話
』
な
ど
」
な
ど
。

（
３
）
　
田
中
正
俊
「
紗
本
『
鴉
片
類
集
』
に
つ
い
て
」
〔
西
嶋
定
生
博
士
追
悼
論
文

　
　
　
編
集
委
員
会
『
東
ア
ジ
ア
史
の
展
開
と
日
本
』
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
・
山
川

　
　
　
出
版
社
）
〕

（
４
）
　
森
睦
彦
「
海
外
新
話
の
刊
行
事
情
」
〔
図
書
学
論
集
刊
行
会
『
長
渾
先
生
古

　
　
　
稀
記
念
　
図
書
学
論
集
』
二
九
七
三
年
五
月
こ
二
省
堂
）
〕

（
５
）
　
森
睦
彦
（
４
）
　
・
一
八
頁
。

（
６
）
　
森
睦
彦
（
４
）
　
こ
ご
Ｉ
、
二
三
頁
。

（
７
）
　
基
本
と
し
た
史
料
は
『
中
國
近
代
史
史
料
選
輯
』
で
あ
る
。
同
書
は
楊
松
・

　
　
　
郎
力
群
の
原
編
で
一
九
四
〇
年
に
延
安
で
出
版
、
後
多
く
の
解
放
区
で
翻
印

　
　
　
さ
れ
た
と
い
う
。
実
際
に
見
た
本
は
、
栄
孟
源
の
重
編
し
た
も
の
で
、
「
重

　
　
　
編
説
明
」
に
は
「
一
九
五
三
年
二
月
七
日
於
北
京
中
國
科
学
院
近
代
史
研
究

　
　
　
所
」
と
あ
る
。
奥
付
に
は
出
版
は
、
生
活
・
讃
書
・
新
知
三
聯
書
店
で
一
九

　
　
　
七
九
年
二
月
と
あ
る
。
南
京
条
約
は
「
中
英
江
寧
條
約
十
三
款
」
と
し
て
掲

　
　
　
げ
ら
れ
、
「
選
自
一
九
一
七
年
海
関
編
中
外
条
約
第
一
巻
」
と
あ
る
。
同
じ

　
　
　
く
「
《
海
関
中
外
条
約
》
巻
Ｉ
第
３
５
１
-
３
５
６
頁
、
応
式
年
上
海
第
２
版
」
と

　
　
　
記
す
典
拠
か
ら
南
京
条
約
を
載
せ
る
も
の
に
、
北
京
師
範
大
学
歴
史
系
中
国

　
　
　
近
代
史
組
『
中
国
近
代
史
資
料
選
編
』
上
珊
二
九
七
七
年
・
中
華
書
局
）

　
　
　
か
お
る
。
前
者
と
後
者
に
は
部
分
的
に
文
字
の
変
化
か
お
り
、
こ
こ
で
は
説

　
　
　
明
上
の
都
合
で
両
書
か
ら
適
宜
の
文
字
を
選
定
し
た
。
第
三
条
の
冒
頭
を
前

　
　
　
者
は
「
因
大
英
国
商
船
」
と
す
る
が
、
後
者
に
は
「
国
」
が
な
く
、
末
尾
近

　
　
　
く
を
前
者
は
「
常
遠
拙
守
主
掌
」
と
す
る
が
、
後
者
に
は
こ

　
　
　
第
四
条
で
は
前
者
は
「
経
将
英
国
領
事
官
及
民
人
等
」
と
す
る
が
、
後
者
は

　
　
　
「
経
」
が
な
く
、
前
者
は
「
洋
銀
六
百
萬
圓
」
と
す
る
が
、
後
者
は
「
圓
」

　
　
　
の
代
わ
り
に
「
元
」
と
す
る
。

（
８
）
　
増
田
渉
（
２
）
　
エ
八
九
頁
。

（
９
）
　
ぼ
ｔ
ｐ
７
/
e
l
i
b
.
c
l
o
ｓ
h
i
ｓ
ｈ
ａ
.
ａ
ｃ
.
j
p
/
ｄ
ｅ
ｎ
ｓ
ｈ
ｉ
ｋ
ａ
/
ｋ
ａ
ｉ
ｈ
ｙ
ｏ
/
６
１
/
ｉ
ｍ
ｇ
ｉ
ｄ
ｘ
６
１
.
ｈ
ｔ
m
l
な

　
　
　
ど
。

（
1
0
）
実
見
し
た
『
有
所
不
為
斎
雑
録
』
は
、
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
所
蔵
の
中
野

　
　
　
同
子
氏
に
よ
る
活
字
本
（
一
九
四
二
年
出
版
・
私
家
版
）
で
あ
る
。
図
８
と

　
　
　
し
て
掲
載
し
た
の
は
、
図
７
の
同
志
社
大
学
本
の
ウ
ェ
ブ
か
ら
の
コ
ピ
ー
が

　
　
　
不
鮮
明
の
た
め
で
あ
る
。

（
Ｈ
　
　
）
　
森
睦
彦
「
阿
片
戦
争
情
報
と
し
て
の
唐
風
説
書
　
－
書
誌
学
的
考
察
を
主
と

　
　
　
し
て
Ｉ
」
（
『
法
政
史
学
』
二
〇
・
一
九
六
八
年
三
月
）
。
森
氏
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
『
英
国
侵
犯
事
略
』
は
、
写
本
に
よ
り
『
英
国
侵
犯
紀
略
』
（
筑
波
大
学
図
書

　
　
　
館
蔵
）
、
『
夷
匪
侵
犯
事
略
』
（
弘
化
元
年
唐
風
説
書
）
（
東
京
都
立
図
書
館
蔵
）
、

　
　
　
『
英
夷
侵
犯
記
咎
』
（
東
京
都
立
図
書
館
蔵
）
な
ど
の
題
に
な
る
と
い
う
。

（
1
2
）
　
森
睦
彦
（
Ｈ
）
　
・
一
四
〇
頁
。

（
1
3
）
　
狩
野
文
庫
本
の
『
英
国
侵
犯
事
略
』
は
、
巻
末
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
局
船
主
　
周
膜
亭

　
　
　
　
　
　
道
光
二
十
四
年
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
財
副
　
江
星
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
顔
吉
泉

　
　
　
　
　
　
弘
化
元
甲
辰
十
二
月
帯
来

　
　
　
　
　
　
仝
二
乙
巳
年
二
月
訳

　
　
　
　
　
　
弘
化
二
年
乙
巳
冬
　
長
崎
訳
士
葉
春
池
贈

　
　
　
　
こ
の
書
式
か
ら
見
て
も
、
こ
れ
が
「
唐
風
説
書
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

　
　
　
　
か
ろ
う
。
こ
の
風
説
書
は
『
夷
匪
犯
境
録
』
を
典
拠
の
一
つ
と
し
て
作
成
さ

　
　
　
　
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
4
）
　
田
中
正
俊
（
３
）
　
・
四
九
七
頁
。

　
〔
付
記
〕
南
京
条
約
の
中
国
関
係
の
資
料
に
つ
い
て
の
教
示
を
武
田
秀
夫
先
生
、
同

条
約
に
関
す
る
全
般
的
な
教
示
を
田
口
宏
二
朗
先
生
に
い
た
だ
い
た
。
厚
く
感
謝
申

し
上
げ
た
い
。
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