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幕
末
日
本
は
欧
米
列
強
か
ら
半

未
開
国
と
み
ら
れ
、
開
国
を
迫
ら

れ
条
約
締
結
の
交
渉
を
せ
ざ
る
を

え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
中
、
日
本
が
受
身
一

方
の
不
利
な
状
況
下
で
条
約
交
渉

が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
近
年

の
研
究
で
わ
か
っ
て
き
た
。 

 

一
つ
は
外
国
人
遊
歩
の
範
囲
を

七
里
以
内
に
制
限
し
、
外
国
商
人

の
国
内
侵
入
の
防
止
を
図
り
、
外

国
人
旅
行
権
も
十
里
以
内
と
限
定

し
外
国
人
が
産
地
に
行
け
な
い
規

制
を
か
け
た
。 

 

当
時
地
域
経
済
が
発
達
し
、
藩

の
交
易
を
天
保
の
改
革
で
も
規
制

で
き
な
い
位
の
状
況
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
駕
籠
訴

か

ご

そ

に
あ
っ
て
も
重
罪
、

本
人
は
獄
門
と
い
わ
れ
て
き
た
が

条
理
が
通
れ
ば
、
幕
府
は
と
り
あ

げ
る
事
が
多
く
、
訴
人
に
あ
っ
て

も
「
急

度

叱

き
っ
と
し
か
り
お
く

」
程
度
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

江
戸
期
一
揆
は
三
千
二
百
件
と

い
わ
れ
、
こ
う
し
た
処
理
で
商
品

経
済
の
発
達
を
幕
府
官
僚
が
知
悉

ち

し

つ

し
、
経
験
豊
か
な
人
材
が
生
ま
れ
、

条
約
交
渉
に
役
立
っ
た
事
も
分
っ

て
き
た
。 
 

明
治
維
新
よ
り

20
年
～

30
年

余
で
日
清
、
日
露
戦
争
を
遂
行
す

る
力
を
持
つ
背
景
に
は
、
商
品
経

済
の
成
熟
が
日
本
民
族
自
立
の
基

盤
を
培
っ
た
。 

一
方
英
国
等
も
直
接
占
領
す
る

よ
り
開
港
さ
せ
て
港
を
使
用
す
る

方
を
国
策
と
し
て
い
た
為
、
日
本

の
国
内
事
情
と
も
背
景
は
似
て
い

た
。 

 

隣
国
に
あ
っ
て
中
国
は
ア
ヘ
ン

戦
争
に
敗
れ
て
か
ら
列
強
に
圧
迫

を
受
け
続
け
、
逡
巡
す
る
事
長
き

に
亘
っ
た
が
、
突
如
21
世
紀
の
今

日
中
国
四
千
年
の
歴
史
を
彩
っ
て

昇
り
龍
の
如
く
現
れ
た
瞬
間
で
し

た
。 

 

高
成
長
を
続
け
乍
ら
、
自
国
を

世
界
に
開
放
し
資
本
蓄
積
を
見
事

に
果
し
、
国
民
総
生
産
に
於
い
て

も
日
本
を
追
越
し
世
界
一
に
向
か

っ
て
前
進
し
て
い
る
。 

中
国
が
そ
の
力
を
背
景
に
輝
か

し
い
歴
史
を
踏
ま
え
た
復
興
を
夢

見
て
い
る
と
す
る
と
、
１
２
０
年

前
の
日
清
戦
争
が
思
い
起
こ
さ
れ

る
。 

 

長
い
歴
史
の
中
で
わ
ず
か
１
５

０
年
（
ア
ヘ
ン
戦
争
よ
り
第
二
次

大
戦
）
前
の
悪
夢
だ
と
す
れ
ば
隣

国
を
只
傍
観
す
る
だ
け
で
は
す
む

ま
い
。 

 

尖
閣
諸
島
問
題
が
突
如
緊
張
し

た
。
中
国
漁
船
が
日
本
の
巡
視
船

に
体
当
た
り
し
て
き
た
こ
と
だ
。 

こ
の
必
死
に
現
状
を
突
破
し
よ
う

と
す
る
力
は
、
猛
烈
な
勢
い
で
資

本
蓄
積
を
行
っ
て
い
る
資
本
の
論

理
と
表
裏
一
体
と
い
え
る
の
で
は

な
い
か
。 

 

日
本
の
明
治
維
新
の
ス
ロ
ー
ガ

ン
が
富
国
強
兵
で
あ
っ
た
が

21

世
紀
に
住
ん
で
い
る
に
も
拘
ら
ず

18
世
紀
の
初
期
資
本
主
義
の
姿

を
彷
彿
と
さ
せ
る
状
況
は
、
国
力

と
軍
事
力
が
力
を
持
つ
時
代
に
逆

戻
り
し
て
い
る
事
を
顕
し
て
い
る
。 

 

日
本
は
明
治
維
新
と
い
う
困
難

な
状
態
を
克
服
し
た
経
験
を
ふ
ま

え
、
こ
の
状
況
を
解
決
す
る
為
、

未
来
を
い
か
に
考
え
皆
の
力
で
創

造
す
る
事
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。 

（
編
集
委
員
） 
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

  

佐
倉
地
名
研
究
会
は
昨
年
１１
月

３
日
臼
井
公
民
館
で
、
佐
倉
市
民

文
化
祭
に
参
加
し
て
「
佐
倉
の
古

い
地
名
を
語
る
」
と
い
う
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。
プ
ロ
デ
ュ

ー
サ
ー
は
伊
藤
清
さ
ん
で
、
会
場

に
は
資
料
展
示
も
さ
れ
た
。
基
調

報
告
で
は
、
野
村
忠
男
さ
ん
が

「
城
砦
に
因
む
地
名
・
根
古
屋
に

つ
い
て
」
、
松
平
喜
美
代
さ
ん
が

「
土
浮
、
大
佐
倉
、
高
崎
の
小
字

に

つ

い

て

」
、

山

部

紘

さ

ん

が

「
び
ょ
う
・
尾
余
地
名
に
つ
い
て
」

話
を
さ
れ
た
。
詳
し
く
よ
く
調
べ

て
お
ら
れ
、
面
白
か
っ
た
。 

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
私
が

司
会
を
し
た
。
参
加
者
か
ら
「
地

名
は
昔
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
。
狩

猟
採
集
時
代
に
は
何
十
キ
ロ
も
歩

い
て
い
た
ら
し
い
か
ら
、
地
名
は

必
要
だ
っ
た
。
後
の
時
代
に
漢
字

を
当
て
る
よ
う
に
な
っ
て
、
あ
ち

こ
ち
に
変
な
地
名
が
で
き
た
」
と

い
う
発
言
が
あ
っ
た
。
す
る
と
松

平
さ
ん
か
ら
「
そ
う
な
ん
で
す
よ

ね
。
落
ち
葉
の
こ
と
を
〈
か
し
ゃ

っ
ば
〉
と
言
い
、
落
葉
樹
の
あ
る

場
所
の
地
名
に
な
っ
て
い
た
。
後

に
漢
字
を
当
て
て
〈
柏
葉
・
か
し

わ
ば
〉
と
な
っ
た
。
最
近
そ
こ
に

橋
が
出
来
て
振
り
が
な
が
振
っ
て

あ
り
ま
す
が
、
何
と
書
い
て
あ
る

と
思
い
ま
す
？
〈
は
く
よ
う
ば
し
〉

と
書
い
て
あ
る
。
〈
か
し
ゃ
っ
ば
〉

が
〈
か
し
わ
ば
〉
に
な
り
、
つ
い

に
〈
は
く
よ
う
〉
に
な
っ
ち
ゃ
っ

た
。
で
も
土
地
の
人
は
、
か
し
ゃ

っ
ば
、
か
し
ゃ
っ
ば
、
と
呼
ん
で

い
ま
す
」
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。

「
鹿
島
」
が
付
く
地
名
は
あ
る
が
、

「
鹿
島
村
」
と
い
う
「
村
」
が
あ

っ
た
の
か
、
な
か
っ
た
の
か
に
つ

い
て
は
議
論
が
白
熱
し
た
。
稲
葉

の
殿
様
は
地
名
が
好
き
だ
っ
た
、

と
か
、
昔
は
七
つ
の
お
祝
い
に
お

子
様
を
馬
に
乗
せ
て
佐
倉
か
ら
稲

毛
の
お
浅
間
様
に
お
参
り
に
行
っ

て
い
た
、
な
ど
の
話
も
で
て
楽
し

か
っ
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
「
内

容
が
深
く
、
大
変
面
白
か
っ
た
」

「
熱
の
入
っ
た
討
論
に
思
わ
ず
引

き
込
ま
れ
ま
し
た
」
と
好
評
で
あ

っ
た
。 

 

（
上
志
津
原 

宮
武 

孝
吉
） 

 

日
本
文
化
に 

世
界
が
注
目 

 

日
本
固
有
の
文
化
が
注
目
さ
れ
、

日
本
語
が
国
際
語
と
し
て
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。 

「
も
っ
た
い
な
い
」
の
意
味
は
、 

「
あ
る
も
の
の
価
値
が
十
分
に
発

揮
さ
れ
な
い
」
を
た
っ
た
の
一
言

で
表
す
。
ゴ
ミ
問
題
に
敏
感
な
国

際
社
会
で
は
と
て
も
美
し
い
言
葉

で
重
宝
さ
れ
て
い
る
と
聞
く
。 

世
界
で
一
番
普
及
し
て
い
る
の

が
「
カ
ラ
オ
ケ
」
で
、
今
で
は
日

本
語
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い

る
外
国
人
は
少
な
い
く
ら
い
だ
そ

う
だ
。 

〝
和
食
〟
と
同
じ
よ
う
に
、
日

本
の
弁
当
が
世
界
で
注
目
さ
れ
て

い
る
。 

今
や
「
Ｂ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｏ
Ｕ
」
は
国

際
語
だ
。
フ
ラ
ン
ス
語
や
英
語
の 

新
語
と
し
て
辞
書
に
の
っ
て
い
る
。

特
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
芸
術
作
品

的
な
美
し
い
弁
当
の
コ
ン
ク
ー
ル

ま
で
あ
る
と
い
う
。 

今
世
紀
に
入
り
世
界
で
も
広
ま

っ
た
日
本
語
は
「
カ
ワ
イ
イ
（
可

愛
い
）
」
で
あ
る
。 

ブ
ロ
ン
ド
ヘ
ア
の
女
性
が
日
本

人
の
黒
髪
が
う
ら
や
ま
し
い
、
日

本
人
の
鼻
が
か
っ
こ
い
い
と
い
い
、

日
本
人
は
カ
ワ
イ
イ
民
族
と
い
う

声
も
あ
る
。 

ア
ニ
メ
に
続
く
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

の
世
界
で
も
、
「
カ
ワ
イ
イ
」
日

本
は
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
。 

友
達
と
会
う
と
、
ま
ず
お
互
い

の
持
ち
物
、
衣
装
な
ど
が
可
愛
い

か
ど
う
か
チ
ェ
ッ
ク
し
合
い
、
必

ず
褒
め
る
。 

う

ち

の

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

に

、

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
カ
ワ
イ
イ

ね
」
と
い
う
と
喜
ぶ
。
今
や
「
カ

ワ
イ
イ
」
は
相
手
を
心
地
よ
く
さ

せ
る
挨
拶
言
葉
で
も
あ
る
よ
う
だ
。 

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
「
カ
ワ
イ

イ
」
と
ひ
と
く
く
り
に
で
き
る
の

は
、
日
本
人
の
度
量
の
大
き
さ
な

の
か
も
し
れ
な
い
。 

良
好
な
人
間
関
係
を
非
常
に
重

視
す
る
日
本
の
女
性
特
有
の
言
葉

で
あ
る
。 

(

ユ
ー
カ
リ
が
丘 

板
井 

省
司
） 
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散 

歩 
ち
ょ
っ
と
ず
つ
間
を
お
い
て
休

日
の
連
な
る
こ
と
を
「
飛
び
石
連

休
」
と
い
い
ま
す
が
、
飛
び
石
連

休
の
飛
び
石
と
は
、
本
来
、
日
本

風
の
庭
に
設
け
ら
れ
て
い
る
歩
行

用
の
、
少
し
ず
つ
、
飛
ば
し
て
置

か
れ
て
い
る
敷
石
か
ら
、
そ
の
名

が
あ
る
よ
う
で
す
。 

門
か
ら
主
屋
に
至
る
だ
け
で
な

く
、
庭
を
巡
る
よ
う
に
設
け
ら
れ

た
り
、
池
を
渡
っ
て
橋
の
代
わ
り

を
し
た
り
し
ま
す
。
そ
の
場
合
は

沢
飛
び
石
と
呼
ば
れ
ま
す
。 

亀
山
上
皇
の
離
宮
だ
っ
た
の
を

禅
寺
に
改
め
た
の
が
京
都
の
南
禅

寺
で
す
が
、
こ
こ
の
沢
飛
び
石
は

有
名
で
す
。
し
か
し
、
京
都
ま
で

行
か
な
く
て
も
地
元
千
葉
県
に
も

成
田
山
新
勝
寺
の
成
田
山
公
園
に

立
派
な
沢
飛
び
石
が
あ
り
ま
す
。 

滝
か
ら
始
ま
る
水
の
流
れ
は
音

も
す
が
す
が
し
く
、
い
つ
行
っ
て

も
美
し
い
。
池
が
三
つ
あ
り
ま
す

が
、
池
を
渡
る
と
、
丸
い
石
、
角

の
石
、
濡
れ
て
い
る
石
、
乾
い
て

い
る
石
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。 

生
物
の
多
様
性
が
言
わ
れ
ま
す

が
、
「
静
物
の
多
様
性
」
を
感
じ

ま
す
。
様
々
の
石
の
形
、
姿
が
楽

し
い
気
分
に
し
て
く
れ
ま
す
。
成

田
山
公
園
は
ど
な
た
の
作
か
存
じ

ま
せ
ん
が
、
南
禅
寺
は
小
堀
遠
州

の
作
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
遠
州

は
（
１
５
７
９
～
１
６
４
７
年
）

江
戸
時
代
の
茶
人
・
造
園
家
。
近

江
の
国
の
人
で
す
が
豊
臣
氏
・
徳

川
氏
に
仕
え
、
作
事
奉
行
・
伏
見

奉
行
を
勤
め
た
後
、
遠
江
守
で
あ

っ
た
の
で
、
遠
州
と
称
し
、
茶
道

を
古
田
織
部
に
学
び
、
遠
州
流
を

創
め
、
徳
川
家
光
の
茶
道
師
範
、

和
歌
、
生
花
、
建
築
、
造
園
、
茶

具
の
選
択
、
鑑
定
に
秀
で
た
人
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
、
私
か
ら
も
、
和
歌
一

首
を
贈
り
ま
す
。 

沢
飛
の
刹
那
に
変
わ
る
水
の
色 

石
の
形
に
心
躍
ら
す 

 

 
 

 
 

 

（
上
志
津 

徳
武 

寛
） 

   

今
日
も
日
課
の
夕
散
歩
を
、
一

時
間
程
楽
し
む
。 

開
発
を
免
れ
た
台
地
の
森
は
、

冬
枯
れ
か
ら
桜
色
へ
、
そ
し
て
樹

木
の
頂
き
迄
伸
び
て
い
る
藤
色
へ
、

白
色
に
見
え
て
い
る
の
は
、
エ
ゴ

の
木
か
。
冠
雪
を
し
た
か
の
様
な

真
っ
白
い
小
花
の
群
れ
、
緑
の
樹

海
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
美
し
い
。 

森
の
麓
の
野
道
は
、
八
千
代
市

と
の
境
道
、
足
元
に
は
い
ろ
い
ろ

の
季
節
の
草
花
が
姿
を
見
せ
て
い

る
、
こ
の
出
会
い
が
嬉
し
い
。 

日
毎
に
ぐ
ん
ぐ
ん
成
長
し
背
丈

の
高
く
な
っ
た
も
の
、
地
面
に
這

う
様
に
し
て
咲
く
も
の
、
そ
の
生

態
は
様
々
だ
。 

カ
ラ
ス
ノ
エ
ン
ド
ウ
・
ス
ズ
メ

ノ
カ
タ
ビ
ラ
・
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
・
イ

ヌ
ノ
フ
グ
リ
・
ハ
コ
ベ
・
タ
ン
ポ

ポ
・
オ
オ
バ
コ
・
ス
ミ
レ
な
ど
。 

道
端
を
埋
め
て
い
る
の
が
、
モ

モ
イ
ロ
ヒ
ル
ザ
キ
ツ
キ
ミ
ソ
ウ
・

ナ
カ
ミ
ヒ
ナ
ゲ
シ
な
ど
な
ど
。 

な
か
で
も
ス
ミ
レ
は
、
な
つ
か

し
く
可
憐
な
花
。 

住
宅
地
に
入
っ
て
く
る
と
、

家
々
の
花
壇
や
玄
関
先
、
ベ
ラ
ン

ダ
を
彩
っ
て
い
る
の
が
、
サ
ン
シ

キ
ス
ミ
レ
、
パ
ン
ジ
ー
と
呼
ば
れ

て
い
る
ス
ミ
レ
。
野
生
の
ス
ミ
レ

の
改
良
で
生
ま
れ
何
千
種
も
あ
る

と
か
。 

北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
原
産
。
名
は
フ

ラ
ン
ス
語
の
パ
ン
セ
（
思
索
）
に

由
来
、
下
向
き
の
蕾
が
人
間
の
物

思
い
に
ふ
け
る
様
に
見
え
る
と
か
。 

日
本
に
は
江
戸
末
期
渡
来
、
花

の
姿
か
ら
遊
蝶
花
、
明
治
に
な
っ

て
三
色
ス
ミ
レ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。 

花
径
２
～

10
㌢
の
パ
ン
ジ
ー
、

１
～
２
㌢
の
ビ
オ
ラ
、
共
に
表
情

豊
か
。
特
に
小
ぶ
り
の
ビ
オ
ラ
は

ミ
ッ
キ
ー
達
の
集
団
の
よ
う
、
眺

め
る
程
愉
快
な
仲
間
た
ち
だ
。 

笑
い
、
ほ
ほ
え
み
、
怒
り
、
ウ

イ
ン
ク
や
く
し
ゃ
み
を
し
た
り
、

あ
ご
ひ
げ
を
伸
ば
し
た
り
、
と
。 

散
歩
の
最
後
は
、
パ
ン
ジ
ー
達

と
の
お
し
ゃ
べ
り
を
楽
し
む
、
表

情
豊
か
な
花
達
は
飽
き
な
い
。 

（
井
野 

清
澤 

瞳
子
） 

沢
飛
び
石 



－４－ 

 

ゴ
ー
と
い
う
音
に
ふ
と
頭
を
上

げ
る
と
、
こ
ぶ
し
の
木
の
先
の
青

い
空
に
飛
行
機
が
飛
ん
で
い
く
の

が
目
に
入
っ
た
。
し
ば
ら
く
、
そ

の
飛
行
機
を
目
で
追
っ
た
。
あ
ん

な
大
き
な
物
体
が
空
を
飛
ん
で
行

く
な
ん
て
す
ご
い
。 

 
そ
の
昔
、
空
を
飛
ん
で
み
た
い

と
い
う
憧
れ
か
ら
始
ま
り
、
ラ
イ

ト
兄
弟
、
リ
ン
ド
バ
ー
グ
を
経
て

現
在
、
世
界
中
を
飛
行
機
で
旅
行

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
多

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 
 

今
月
14
日
は
、
鉄
道
の
日
で
す
。

明
治
５
年
の
こ
の
日
に
わ
が
国
初

の
鉄
道
が
新
橋
・
横
浜
間
に
開
通

し
た
の
を
記
念
し
て
制
定
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
と
き
、
途
中
、
品
川
、

川
崎
、
鶴
見
の
３
駅
に
停
車
し
て

29
㌔
の
距
離
を
走
り
ま
し
た
が
、

所
要
時
間
は
停
車
時
間
を
含
め
て

53
分
で
し
た
。 

 

そ
の
後
、
日
本
全
国
に
鉄
道
が

敷
か
れ
る
に
と
も
な
い
鉄
道
唱
歌

が
作
ら
れ
て
歌
わ
れ
ま
し
た
。 

 

「
汽
笛
一
声
新
橋
を
は
や
わ
が

汽
車
は
離
れ
た
り
…
」
で
始
ま
る

第
一
集
の
東
海
道
編
は
66
節
か
ら

な
る
長
編
物
で
し
た
が
、
第
二
集

の
山
陽
・
九
州
編
か
ら
第
五
集
の

関
西
・
参
宮
・
南
海
編
ま
で
立
て

続
け
に
発
行
さ
れ
、
合
計
で
３
３

３
節
に
な
り
当
時
の
超
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。 

 

作
詞
は
大
和
田
建
樹
、
作
曲
は

多
梅
稚

お
お
の
う
め
わ
か

。
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

が
く
る
ま
え
の
鉄
道
の
良
き
時
代

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

（
金
井 

義
彰
） 

く
の
人
々
の
英
知
、
努
力
の
リ
レ

ー
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。 

 

私
も
次
の
世
代
に
バ
ト
ン
タ
ッ

チ
で
き
る
何
か
に
携
わ
っ
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
ご
く
身
の
回
り
の
、

見
過
ご
し
て
し
ま
い
そ
う
な
小
さ

な
事
で
も
、
鼻
で
笑
わ
れ
一
蹴
さ

れ
そ
う
な
事
で
も
、
諦
め
な
い
で

リ
レ
ー
を
し
て
い
く
う
ち
に
大
き

な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
か
も
。 

 

今
編
集
委
員
四
ヵ
月
。
先
輩
方

に
支
え
て
い
た
だ
い
て
、
何
か
を

リ
レ
ー
で
き
る
よ
う
頑
張
り
た
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
林 

千
恵
子
） 

10 月の黒板 
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あ
と
が
き 

 


