
大
き
く
、
既
に
日
本

清
戦
争
後
の
対
朝
鮮

よ
っ
て
占
め
ら
れ
て

新
た
な
市
場
の
確

し
か
し
な
が
ら
、
国

た
。
徴
兵
は
そ
の
最

課
税
と
、
強
制
に
近

一
、

経
済
的
な
側
面
か

て
貧
窮
化
し
て
い
く

の
獲
得
に
よ
っ
て
打

資
本
主
義
シ
ス
テ
ム

日
露

の
商
人
た
ち
も
朝
鮮
の
内
部
で
活
動
を

輸
出
の
九
割
が
、
綿
製
品
を
中
心
と
し

い
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

保
と
い
う
国
益
を
そ
の
根
拠
の
一
つ
と

民
へ
の
大
き
な
負
担
に
よ
っ
て
可
能
に

た
る
も
の
で
あ
る
が
、
銃
後
の
国
民
に

い
国
債
募
集
等
が
及
ん
で
い
く
。
そ
う

戦
争
と
〈
倹
約

ら
見
た
日
露
戦
争
に
は
、
資
本
主
義
の

国
内
市
場
問
題
を
、
朝
鮮
（
大
韓
帝
国

開
し
て
い
く
と
い
う
期
待
が
込
め
ら
れ

に
お
け
る
市
場
と
し
て
の
朝
鮮
や
満
州

戦
争
と
消
費
文
化

｜
｜
百
貨
店
の
承
認
｜
｜

行
っ
て
お
り
、
日

た
日
本
の
商
品
に

す
る
こ
の
戦
争
は
、

な
る
も
の
で
あ
っ

も
非
常
特
別
税
の

し
た
増
税
の
実
態

の
よ
う
な
倹

し
た
貯
蓄
奨

に
お
い
て
一

期
か
ら
、
自

れ
て
い
く
と

実
践
す
る
シ

の
倹
約
が
可

成
熟
に
反
比
例
し

）
と
満
州
の
権
益

て
い
た
。
日
本
の

が
占
め
る
位
置
は

と
は
、
戦
時

利
子
生
活
者

専
売
収
入
、

大
き
く
す
る

税
と
い
う
増

倹
約
を
強
い

約
の
強
制
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
明

励
政
策
の
中
、
倹
約
と
い
う
行
為
が
、

つ
の
美
徳
と
し
て
内
面
化
さ
れ
て
い
た

律
的
な
抑
制
の
行
為
と
し
て
貯
蓄
が
国

同
時
に
、
末
端
に
至
る
ま
で
の
様
々
な

ス
テ
ム
が
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
結
果
、

能
と
な
る
。

公
債
の
利
子
所
得
が
免
税
に
さ
れ
、
上

が
優
遇
さ
れ
る
一
方
で
、
間
接
消
費
税

地
租
増
税
分
の
小
作
人
へ
の
転
嫁
な
ど

も
の
で
あ
っ
た
。
庶
民
階
層
は
、
こ
の

税
に
加
え
、
そ
れ
に
伴
っ
た
物
価
の
上

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し 四

瀬

崎

治
政
府
が
早
く
か
ら
導
入

国
民
主
体
化
の
プ
ロ
セ
ス

か
ら
で
も
あ
る
。
明
治
初

民
の
内
面
に
意
味
付
け
ら

組
織
体
を
通
じ
て
そ
れ
を

日
露
戦
争
と
い
う
非
常
時

流
階
層
に
多
く
見
ら
れ
る

の
増
税
や
、
塩
、
煙
草
の

、
庶
民
階
層
へ
の
負
担
を

よ
う
な
非
常
特
別
税
の
課

昇
に
呻
吟
し
、
必
然
的
に

か
し
、
日
露
戦
争
期
に
こ

三
四

圭

二



「
日
露
戦

て
強
調
さ
れ
、〈
半
襟

献
に
よ
っ
て
、
女
性

可
能
に
し
て
い
っ
た

し
か
し
、
組
織
体

い
て
内
面
化
さ
れ
て

常
に
勇
気
を
鼓
し
て

栄
を
計
り
、
延
い
て

切
な
る
務
な
り
か
し

１

明
治
三
五
・
三

そ
れ
が
国
家
の
富
に

愛
国
婦
人
会
の
会
員

で
膨
張
し
て
い
く
が

性
に
焦
点
化
さ
れ
る

階
層
の
女
性
た
ち
が

言
説
の
再
生
産
や
、

が
多
い
が
、
倹
約
に

流
階
層
の
女
性
を
中

産
に
は
た
ら
き
、
女

生
活
に
消
費
す
る
、

こ
う
し
た
倹
約
と

争
と
近
代
の
記
憶
」

一
か
け
の
節
約

を
通
じ
た
慈
善
と

が
「
直
接
国
家
と
か
か
わ
る
「
国
民

。に
よ
っ
て
必
然
化
さ
れ
、
国
民
主
体
化

い
く
倹
約
は
、
そ
れ
が
国
家
の
富
へ
と

己
の
欲
に
克
ち
、
以
て
勤
倹
貯
蓄
を
励

国
家
を
富
実
な
ら
し
め
ん
こ
と
に
努
む

」（
山
沢
俊
夫
「
愛
国
婦
人
発
行
の
辞

・
二
七
）
と
、
女
性
の
役
割
を
消
費

接
続
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
説
い
た
。
日

数
は
、
中
流
階
層
を
取
り
込
み
、
地
方

、
戦
争
開
始
後
に
は
こ
の
よ
う
な
役
割

形
で
展
開
さ
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
明

内
面
化
し
て
い
く
規
律
は
、『
女
大
学

そ
の
批
判
的
再
解
釈
に
よ
っ
て
形
作
ら

つ
い
て
も
同
様
だ
。
例
え
ば
、
日
清
日

心
と
し
て
旗
揚
げ
さ
れ
た
愛
国
婦
人

子
は
消
費
を
掌
る
べ
き
も
の
な
り
、
即

衣
食
住
を
節
用
し
て
、
不
経
済
な
ら
ざ

い
う
美
徳
の
内
面
化
は
、
中
・
上
流
階

い
う
国
家
へ
の
貢

」」
と
な
る
こ
と
を

の
プ
ロ
セ
ス
に
お

接
続
さ
れ
る
行
為

大
学
』（
明
治

に
既
に
見
ら

論
理
が
呼
び

の
文
明
を
持

ス
テ
ム
が
形

み
て
、
一
家
の
繁

る
は
、
婦
人
が
大

」〈『
愛
国
婦
人
』

と
倹
約
に
規
定
し
、

露
戦
争
勃
発
後
の

へ
と
拡
大
す
る
形

の
重
要
性
が
改
め

消
費
の
論
理

て
い
る
と
い

木
秋
子
『
軍

人
の
義
務
が

る
〈
贅
沢

位
置
を
定
め

て
い
く
。
も

治
期
の
中
・
上
流

』
等
に
見
ら
れ
る

れ
て
い
く
ケ
ー
ス

露
の
戦
間
期
に
上

会
は
、「
男
子
は
生

ち
女
子
は
日
常
の

る
様
に
注
意
し
、

性
を
備
え
た

る
。
例
え
ば

明
治
三
七
・

に
現
実
の
も

な
過
度
な
倹

遂
行
に
必
要

な
、
倹
約
と

層
に
お
い
て
は
女

と
し
て
意
味

四

一
五
・
五
・
一
五

東
璧
堂
）
等
、

れ
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
戦
時
下
と
い

起
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お

っ
た
〈
富
国

と
い
う
枠
の
中
に
消
費

成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
と
、
戦
争
と
い

は
、
日
本
が
経
済
的
な
〈
富
国

で
あ

う
点
に
お
い
て
表
裏
を
な
し
て
い
る
と

国
の
婦
人
』（
明
治
三
七
・
五
・
一
一

外
見
を
整
え
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
前

で
も
、
罪
悪
と
し
て
の
〈
吝
嗇

で
も

、
そ
こ
に
女
性
の
〈
品
性

を
落
と
さ

ち
ろ
ん
倹
約
に
対
す
る
こ
う
し
た
認
識

と
き
、
生
産
力
の
低
下
に
対
す
る
憂
慮

、
和
田
彦
次
郎
「
倹
約
の
意
義
を
誤

五
・
五
）
は
、
農
商
務
次
官
と
い
う
自

の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
生

約
を
そ
の
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら

な
国
家
の
経
済
力
を
確
保
す
る
こ
と
を

い
う
語
が
意
味
す
る
領
域
の
指
定
と
、

付
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
戦
時
下
と
い
う

三
五

明
治
初
期
の
『
女
大
学
』

う
状
況
の
中
で
こ
う
し
た

き
た
い
。
そ
れ
は
、
近
代

社
会
と
呼
ば
れ
る
社
会
シ

う
非
常
時
の
融
合
の
中
で

る
こ
と
の
上
に
展
開
さ
れ

言
っ
て
良
く
、
例
え
ば
鈴

日
高
有
隣
堂
）
は
、
婦

提
に
、
虚
栄
心
か
ら
生
じ

な
い
場
所
に
〈
倹
約

の

な
い
程
度
の
消
費
を
認
め

は
、
西
野
古
海
『
新
撰
女

を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な

解
す
る
勿
れ
」（『
同
』

身
の
立
場
か
ら
そ
れ
が
既

産
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う

放
逐
す
る
こ
と
で
、
戦
争

訴
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う

戦
時
下
に
お
け
る
女
性
の

状
況
の
中
で
そ
れ
が
過
剰



文
学
、
美
術
、
工
芸

筆
を
揮
ひ
、
或
は
又

我
勇
敢
な
る
出
征
軍

其
行
色
を
壮
に
す
る

に
立
ん
と
す
る
の
意

読
者
諸
君
も
幸
に
永

旋
者
た
ら
し
め
、
以

利
用
す
る
よ
う
な
論

誌
『
時
好
』
辰
之

と
、
白
木
屋
の

「
本
誌
発
刊
の
必
要
」

三
井
の
「
本
誌
改

レ
ッ
ト
状
の
冊
子
で

し
て
の
体
裁
を
定
着

日
露
戦
争

構
築
さ
れ
た
論
理
で

で
い
る
。

そ
の
よ
う
な
消
費

は
誌
面
を
一
新
し
、

て
い
く
こ
と
に
な
る

ド
し
て
き
た
呉
服
店

の
諸
大
家
、
皆
本
誌
に
同
情
を
寄
せ
ら

有
益
な
る
示
教
を
垂
れ
て
、
将
に
今
度

人
を
鼓
舞
す
る
と
一
般
、
前
途
春
海
の

の
趣
あ
り
。（
中
略
）
長
征
万
里
、
鉄

気
を
以
て
、
編
輯
記
事
を
経
営
し
つ
ゝ

く
愛
顧
を
た
ま
ひ
、
本
誌
を
し
て
時
花

て
此
文
明
の
聖
代
を
飾
る
の
一
花
環
た

理
性
と
修
辞
法
の
も
と
に
発
せ
ら
れ
た

第
参
号
（
明
治
三
七
・
三
）
の
「
本
誌

誌
『
家
庭
の
し
る
べ
』
第
一
号
（
明

で
あ
っ
た
。

良
に
就
き
て
」
は
、
前
月
ま
で
一
〇
頁

あ
っ
た
『
時
好
』
が
、
開
戦
後
の
三
月

さ
せ
て
い
く
際
に
用
意
さ
れ
た
序
文

と
消
費
文
化

あ
っ
て
、
日
露
戦
以
前
の
そ
れ
と
は
大

と
戦
争
を
め
ぐ
る
論
理
の
中
で
、
三
井

そ
の
ラ
イ
バ
ル
白
木
屋
呉
服
店
は
月
刊

。
こ
れ
ら
は
、
消
費
社
会
を
支
え
る
流

だ
が
、
戦
争
と
い
う
状
況
を
消
費
に
引

れ
、
或
は
特
に
彩

の
開
戦
に
際
し
、

如
き
希
望
を
以
て

馬
を
呉
山
第
一
峰

あ
る
な
れ
ば
、
我

の
競
走
場
中
の
凱

る
を
得
さ
し
め
給

て
い
る
。
そ

に
し
て
、
戦

し
も
の
と
雖

を
勉
め
ざ
る

か
に
今
後
の

な
る
思
潮
を

創
刊
の
目
的

の
が
、
三
井
の

改
良
に
就
き
て
」

治
三
七
・
七
）
の

程
の
薄
い
パ
ン
フ

か
ら
月
刊
雑
誌
と

で
あ
る
。「
知
名
の

う
な
強
引
さ

な
論
理
と
修

井
は
、
明
治

ン
ト
を
催
し

示
の
中
に
そ

一
方
、
白

の
あ
り
様
を

き
な
断
絶
を
含
ん

呉
服
店
の

誌

誌
を
創
刊
し

行
の
形
象
を
リ
ー

き
寄
せ
、
そ
れ
を

は
ん
こ
と
を

工
芸
」
の
言

め
ら
れ
て
は

い
。
ま
た
、

い
く
と
い
う

ず
、
そ
れ
が

こ
に
は
「
征
露
の
師
起
り
て
以
来
、
凡

争
の
意
義
を
寓
せ
ざ
る
名
称
な
く
、
既

も
、
其
多
く
は
所
謂
武
装
し
て
、
国
民

は
な
し
。（
中
略
）
然
れ
ど
も
本
社
は

趨
勢
を
照
ら
し
、
戦
後
の
情
弊
を
未
だ

将
に
起
ら
ん
と
す
る
に
奨
め
ん
と
す
る

を
「
此
良
心
警
発
の
機
を
利
用
し
て
、

を
醸
し
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
戦
争

辞
法
と
が
こ
の
序
文
の
力
学
を
支
え
て

三
七
年
一
〇
月
に
第
八
回
新
柄
陳
列
会

て
い
る
が
、
そ
の
際
も
戦
時
下
の
産
業

の
意
義
を
定
め
て
い
る
。

木
屋
の
「
本
誌
発
刊
の
必
要
」
で
は
、

め
ぐ
る
論
理
の
中
に
そ
の

誌
の
創 四

是
祈
る
」
と
い
う
そ
の
一
節
に
は
、『

説
に
よ
る
「
出
征
軍
人
」
の
「
鼓
舞
」

い
る
が
、
そ
れ
ら
の
間
に
直
接
的
な
関

呉
服
店
の
販
売
競
争
が
「
競
走
場
中
の

修
辞
法
も
、
戦
時
下
に
流
通
す
る
語
彙

示
す
意
味
内
容
よ
り
も
表
記
の
使
用
そ

そ
新
た
に
現
は
る
ゝ
雑
誌

に
発
行
せ
ら
れ
つ
ゝ
あ
り

敵
愾
の
心
に
投
ぜ
ん
こ
と

更
に
一
歩
を
進
め
て
、
審

兆
せ
ざ
る
に
救
ひ
、
健
全

者
な
り
」
と
あ
り
、
雑
誌

戦
捷
国
民
の
新
家
庭
を
準

と
の
接
合
を
狙
っ
た
強
引

い
る
と
言
っ
て
良
い
。
三

と
光
琳
図
案
会
な
る
イ
ベ

奨
励
と
美
術
的
思
想
の
誇

戦
中
、
戦
後
の
〈
家
庭

刊
の
意
義
を
含
み
込
ま
せ

三
六

時
好
』
の
「
文
学
、
美
術
、

の
中
に
雑
誌
の
意
義
が
定

係
を
見
出
す
こ
と
は
難
し

凱
旋
者
」
に
喩
え
ら
れ
て

を
単
に
盗
用
し
た
に
過
ぎ

の
も
の
に
目
的
が
あ
る
よ



「
日
露
戦

合
が
可
能
に
な
る
の

は
な
く
、
国
家
の
生

よ
う
な
〈
倹
約
、
あ

で
も
〈
吝
嗇

で
も

ら
で
あ
り
、
そ
の
〈

消
費
社
会
下
に
生
じ

掛
け
る
白
木
屋
の
側

る
。い

ず
れ
に
せ
よ
、

と
い
う
状
況
の
中
で

や
修
辞
法
が
盗
用
さ

な
操
作
が
行
わ
れ
て

す
る
こ
と
に
求
め
て

「
更
に
一
歩
を
進
め
」

を
視
野
に
入
れ
た
上

し
れ
な
い
。
こ
の
「

勝
利
す
る
未
来
を
前

と
す
る
「
良
心
警
発

の
契
機
を
つ
く
る
雑

備
」
す
る
こ
と
、「
戦争

と
近
代
の
記
憶
」

は
、
戦
時
下
で
要
請
さ
れ
る
倹
約
が
文

産
力
を
低
下
さ
せ
な
い
程
度
の
一
定
の

る
い
は
女
性
の
品
位
を
落
と
さ
な
い

な
い
よ
う
な
〈
倹
約

と
し
て
意
味
付

倹
約

の
実
践
に
よ
っ
て
、
ロ
シ
ア
と

る
で
あ
ろ
う
〈
道
徳
界
の
弊
害

を
、

か
ら
事
前
に
回
収
し
て
お
こ
う
と
す
る

こ
の
二
誌
が
定
め
よ
う
と
す
る
雑
誌
の

紡
ぎ
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で

れ
、
そ
の
状
況
と
消
費
の
問
題
と
を
接

い
る
。
戦
争
の
論
理
と
消
費
の
論
理
と

い
る
。「
武
装
」
し
た
「
新
た
に
現
は

る
と
は
、
月
刊
雑
誌
と
し
て
の
性
質

で
、
そ
れ
と
の
差
異
化
を
図
る
と
い
う

本
誌
発
刊
の
必
要
」
の
論
理
に
お
い
て

提
に
、
戦
争
と
い
う
状
況
が
国
民
国
家

の
機
」
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
戦
後
に

誌
と
し
て
『
家
庭
の
し
る
べ
』
の
意
義

捷
後
の
道
徳
界
を
予
想
し
て
、
其
弊

字
通
り
の
倹
約
で

消
費
を
許
容
す
る

程
度
の
、〈
贅
沢

け
ら
れ
て
い
る
か

対
峙
で
き
る
ほ
ど

表
象
さ
れ
て

国
民
の
英

東
郷
平
八
郎

「
東
郷
花
半
襟

て
い
る
。
他

消
費
の
戦
略
を
仕

力
学
が
垣
間
見
え

意
義
は
日
露
戦
争

は
戦
時
下
の
論
理

続
し
て
い
く
よ
う

の
こ
の
よ
う
な
融

売
さ
れ
て
い

に
襲
わ
れ
て

商
法
に
よ
る

戦
捷
記
念
の

品
は
、
戦
況

し
た
手
拭
や

そ
れ
ら
の
商

る
ゝ
雑
誌
」
か
ら

を
整
え
た
『
時
好
』

こ
と
で
あ
る
か
も

は
、
日
露
戦
争
に

へ
の
求
心
を
可
能

お
け
る
家
庭
再
編

を
定
め
、
戦
後
の

こ
の
よ
う
な

こ
う
し
た

て
い
こ
う
と

だ
け
で
な
く

実
に
も
明
ら

害
を
未
雨
に
調
繆
」

の
経
済
力
と

四

い
く
。

雄
も
ま
た
商
品
化
の
射
程
に
入
っ
て
く

だ
が
、
三
井
は
明
治
三
七
年
夏
に
「
東

」、
翌
年
春
に
は
「
東
郷
大
将
肖
像
織

に
も
様
々
な
東
郷
の
商
品
が
販
売
さ
れ

る
が
、
軍
需
産
業
を
除
く
一
般
産
業
界

い
く
状
況
の
中
で
商
店
が
利
潤
を
得
る

し
か
な
か
っ
た
。
三
井
も
そ
の
例
外
で

帛
紗
や
手
拭
な
ど
を
販
売
し
、
客
の
好

の
情
報
に
即
し
て
続
々
と
販
売
さ
れ
、

ハ
ン
カ
チ
、
ナ
プ
キ
ン
な
ど
が
流
行
の

品
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
単
純
な
対
立
図

意
味
で
の
倹
約
は
〈
倹
約

と
記
す
）

二
、
消
費
さ
れ
る
戦
争

戦
争
と
消
費
と
の
関
係
の
中
で
消
費
に

す
る
戦
略
は
、
そ
の

誌
の
意
義
を

、
三
井
や
白
木
屋
が
夥
し
い
数
の
戦
捷

か
だ
。
む
ろ
ん
戦
捷
商
品
は
呉
服
店
に

文
化
を
備
え
た
富
国
で
あ
る
こ
と
が
示

三
七

る
。
む
ろ
ん
そ
の
代
表
は

郷
ネ
キ
タ
イ
」、
秋
に
は

物
」
等
の
商
品
を
販
売
し

て
い
る
が
、『
時
好
』
第

が
お
し
な
べ
て
不
況
の
波

に
は
、
戦
争
に
便
乗
し
た

は
な
く
、
開
戦
直
後
か
ら

評
を
得
て
い
る
。
戦
捷
商

例
え
ば
ロ
シ
ア
軍
を
揶
揄

商
品
と
し
て
販
売
さ
れ
、

式
の
中
で
敵
国
ロ
シ
ア
が

。別
の
意
味
付
け
を
付
与
し

定
め
る
論
理
の
上
の
も
の

商
品
を
販
売
し
て
い
た
事

限
ら
ず
様
々
な
商
店
で
販

さ
れ
て
い
く
の
だ
（
以
下
、



そ
の
機
能
、
そ
れ
に

う
よ
う
な
そ
の
事
物

う
な
行
為
で
あ
る
と

日
露
戦
争
と
そ
の
物

う
ま
で
も
な
い
。
こ

対
象
で
あ
っ
た
と
い

シ
ョ
ー
ビ
ニ
ズ
ム
（

イ
メ
ー
ジ
が
〈
キ
ャ

し
て
い
る
の
で
あ
る

そ
れ
を
購
入
し
て
い

消
費
と
〈
わ
れ
わ
れ

る
が
、
そ
の
英
雄
の

語
の
力
学
よ
り
も
強

近
代
の
消
費
社
会

日
露
戦
争

三
巻
第
七
号
（
明
治

「
僕
は
大
の
東
郷
大
将

す
。
其
中
に
衣
服
類

せ
ら
れ
て
い
る
。
東

平
八
郎
グ
ッ
ズ
を
集

も
は
や
東
郷
平
八
郎

対
す
る
必
要
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

の
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
そ
の
購
入
が
決

す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
戦
捷
商
品
の

語
を
基
盤
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
孕
ま
れ

の
よ
う
な
形
で
戦
争
が
商
品
化
さ
れ
、

う
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

成
田
龍
一
）
が
、
既
に
国
民
と
し
て
の

ラ
ク
タ
ー
商
品

と
し
て
消
費
さ
れ
る

。
こ
こ
で
は
、
東
郷
を
商
品
化
す
る
と

く
消
費
者
と
の
間
で
、
そ
の
商
品
化
さ

の
英
雄
の
確
認
と
が
同
時
に
現
象
し

商
品
化
と
流
通
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
東
郷

固
な
浸
透
力
を
可
能
に
し
て
い
た
か
も

下
に
お
け
る
消
費
と
い
う
行
為
が
、
あ

と
消
費
文
化

三
八
・
七
）
の
「
衣
服
問
答
」
に
は
、

崇
拝
家
な
り
。
東
郷
の
名
を
冠
す
る

に
関
す
る
者
あ
ら
ば
御
教
示
を
仰
ぐ
」

郷
平
八
郎
の
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
た
商

め
る
マ
ニ
ア
を
生
み
出
す
よ
う
な
膨
張

と
い
う
存
在
が
単
な
る
軍
人
で
は
な
く

時
に
過
剰
性
を
伴

定
さ
れ
て
い
く
よ

販
売
や
購
入
に
は
、

て
い
る
こ
と
は
言

消
費
さ
れ
て
い
く

ズ
ム
、
あ
る
い
は

み
な
ら
ず
、
消
費

階
層
と
の
経

で
も
な
い
。

同
様
に
戦

っ
た
白
木
屋

例
え
ば
、『
家

同
胞
が
、
腥

の
粋
に
酔
は

よ
う
な
対
象
と
化

い
う
商
業
戦
略
と

れ
た
イ
メ
ー
ジ
の

て
い
る
こ
と
に
な

を
語
る
言
説
や
物

し
れ
な
い
。

る
事
物
の
実
体
や

流
行
を
創
出

な
る
流
行
を

ス
ト
ア
三
越

識
者
を
集
め

〈
元
禄
グ
ッ
ズ

こ
の
元
禄
模

前
述
し
た
よ

あ
る
消
費
者
か
ら

者
を
蒐
集
せ
ん
と

と
い
う
質
問
が
寄

業
戦
略
は
、
東
郷

を
示
し
て
お
り
、

、
そ
の
固
有
名
と

社
会
に
お
け

い
う
こ
と
を

象
と
な
っ
て

と
こ
ろ
で

越
）
が
「
元

仕
掛
人
は
三

済
的
な
格
差
の
中
で
可
能
に
な
っ
て
い

捷
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
で
戦
争
を
消

は
こ
の
元
禄
模
様
に
対
し
て
批
判
的
な

庭
の
し
る
べ
』
第
一
三
号
（
明
治
三

風
血
雨
の
惨
を
演
じ
つ
ゝ
あ
る
の
時
、

ん
と
す
。
是
れ
何
の
象
ぞ
や
」
と
批
判

さ
せ
よ
う
と
目
論
ん
で
お
り
、
日
清
戦

仕
掛
け
て
い
た
。
日
露
戦
中
に
三
井
呉

呉
服
店
へ
と
再
編
さ
れ
、
三
越
は
明
治

て
「
元
禄
研
究
会
」
を
組
織
し
、
手
拭

を
販
売
し
た
。
高
橋
に
よ
れ
ば
、

様
の
流
行
は
明
治
四
〇
年
頃
ま
で
継
続

う
な
非
常
特
別
税
や
国
債
の
負
担
、
一 四

る
消
費
者
と
し
て
の
主
体
性
に
よ
っ
て

示
し
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
ナ
シ

い
る
が
故
に
、
そ
の
蔓
延
を
可
能
に
す

こ
う
し
た
戦
捷
商
品
の
販
売
に
加
え

禄
模
様
」
の
大
流
行
を
成
功
さ
せ
た
こ

井
の
高
橋
義
雄
で
あ
る
が
、
高
橋
は
か

た
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま

費
の
中
に
取
り
込
ん
で
い

ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
。

八
・
七
）
で
は
、「
外
征
の

内
国
の
同
胞
は
、
元
禄
姿

し
、
第
一
六
号
（
明
治
三

争
後
に
も
「
伊
達
模
様
」

服
店
は
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト

三
八
年
七
月
に
学
者
、
有

、
ネ
ク
タ
イ
等
の
様
々
な

戦
捷
ブ
ー
ム
を
利
用
し
た

し
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
、

般
産
業
界
の
不
況
に
喘
ぐ

三
八

こ
そ
支
え
ら
れ
て
い
た
と

ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
消
費
の
対

る
の
だ
。

、
日
露
戦
後
の
三
井
（
三

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

ね
て
か
ら
一
定
の
模
様
の



「
日
露
戦

透
さ
せ
て
い
っ
た
戦

の
歌
」
を
用
い
て
そ

「
元
禄
ぶ
り
の
影
薄
く

出
し
に
す
る
形
で
流

ぐ
る
販
売
競
争
の
優

お
り
、
言
わ
ば
流
行

で
批
判
的
言
説
を
呼

の
流
行
が
収
束
す
る

仕
掛
け
て
い
き
、
元

う
な
戦
略
を
施
す
か

雄
が
「
元
禄
舞
」
と

早
く
も
戦
勝
後
の
幸

と
な
り
、
元
禄
姿
と

の
白
木
屋
側
の
批
判

性
の
も
と
に
構
築
さ

創
刊
し
た
際
の
「
本

元
禄
模
様
の
商
品
が

ま
さ
に
〈
道
徳
界
の

八
・
一
〇
）
で
も
、

争
と
近
代
の
記
憶
」

略
を
反
復
す
る
が
如
く
、
白
木
屋
も

の
認
知
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
歌

」
と
、
三
越
の
元
禄
模
様
に
対
す
る

行
の
差
異
を
演
出
す
る
の
で
あ
る
。

劣
が
、
戦
争
と
い
う
状
況
の
問
題
へ
と

の
消
費
の
論
理
と
、
戦
争
時
の
論
理
を

び
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
言
う

明
治
四
一
年
に
、
白
木
屋
は
「
蘆
手
模

禄
模
様
を
批
判
す
る
論
理
の
虚
構
性
を

ら
だ
。
こ
の
蘆
手
模
様
と
い
う
流
行
の

い
う
新
曲
を
書
き
下
ろ
し
、
そ
の
舞
踊

福
を
夢
想
し
、
忽
ち
華
奢
淫
靡
の
端
を

な
り
、
学
生
の
堕
落
と
な
」
っ
た
こ
と

の
論
理
が
、
戦
中
に
要
請
さ
れ
た
倹
約

れ
て
い
る
こ
と
は
見
え
や
す
い
。『
家

誌
発
刊
の
必
要
」
の
論
理
か
ら
す
れ
ば

流
行
と
し
て
大
量
に
消
費
さ
れ
て
い
く

弊
害

に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
こ

「
国
民
先
づ
勝
つ
て
兜
の
戒
を
破
り
漸「

蘆
手
模
様
売
出
し

詞
に
お
い
て
も
、

対
抗
意
識
を
剥
き

る
と
、
ま
さ

た
日
本
の
演

例
え
ば
、

が
婚
約
者
と

と
共
に
来
日

す
り
か
え
ら
れ
て

操
作
し
て
い
く
中

の
も
、
元
禄
模
様

様
」
な
る
流
行
を

自
ら
暴
露
す
る
よ

形
象
は
、
高
橋
義

の
中
で
流
行
を
浸

商
品
を
買
う

認
知
さ
れ
て

出
す
こ
と
に

い
る
こ
と
に

他
の
呉
服
店

〇
年
前
後
の

一
つ
の
場
と

発
き
て
、
絵
葉
書

を
指
摘
す
る
。
こ

の
論
理
と
の
相
同

庭
の
し
る
べ
』
を

、
華
美
で
高
価
な

と
い
う
点
こ
そ
が
、

で
も
、
流
行
を
め

明
治
三
八

ス
ト
ア
宣
言

わ
な
い
（
買

生
で
あ
っ
た

三
井
呉
服
店

く
り
上
げ
ら

く
慢
気
を
生
じ
て
、

四

に
三
越
は
、
日
露
戦
前
後
の
パ
ワ
ー
・

出
に
一
役
買
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過

明
治
三
八
年
七
月
に
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー

共
に
来
店
し
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
、

し
た
米
陸
軍
長
官
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ワ

こ
と
な
く
見
る
行
為
の
習
慣
化
は
、
そ

い
る
場
合
、
店
内
を
見
る
こ
と
そ
の
も

な
る
。
三
井
（
三
越
）
を
国
内
外
の
多

は
そ
う
し
た
背
景
が
あ
る
と
言
え
よ
う

／
百
貨
店
に
も
貴
賓
た
ち
が
訪
れ
る
こ

三
越
は
、「
貴
賓
の
接
待
所
」「
第
二
の

し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
。
表
に
示
し
た

三
、「
貴
賓
の
接
待
所
」
と
三
越

年
年
頭
、
旅
順
開
城
に
沸
く
主
要
新
聞

を
し
た
三
越
呉
服
店
の
誕
生
は
、
商
品

え
な
い
）
に
関
わ
ら
ず
、〈
見
る

行

。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
空
間
は
、
博
覧

時
代
か
ら
の
陳
列
技
術
に
対
す
る
取
り

れ
て
い
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
プ

三
九

ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
置
か
れ

言
で
は
な
い
。

ズ
ベ
ル
ト
の
長
女
ア
リ
ス

ア
リ
ス
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト

ー
ド
・
タ
フ
ト
と
の
間
に

の
商
店
の
固
有
名
が
広
く

の
に
対
す
る
価
値
を
生
み

く
の
貴
賓
た
ち
が
訪
れ
て

（
別
表
）。
三
越
以
外
の

と
は
あ
っ
た
が
、
明
治
四

国
賓
接
待
所
」
と
呼
ば
れ
、

貴
賓
た
ち
の
顔
ぶ
れ
を
見

各
紙
に
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト

を
買
う
（
買
え
る
）
／
買

為
を
許
容
す
る
空
間
の
誕

会
、
勧
工
場
の
誕
生
や
、

組
み
を
経
過
し
た
上
で
つ

ロ
セ
ス
の
中
で
生
じ
る
、



初
代
韓
国
統
監
伊
藤

に
京
城
に
三
越
の
出

え
た
結
果
で
あ
り
、

よ
う
な
三
越
の
植
民

鮮
の
重
要
性
を
認
識

を
得
な
い
こ
と
を
主

よ
る
も
の
だ
け
と
は

ト
の
接
伴
員
に
は
黒

っ
て
い
る
。

植
民
地
を
確
認
し

の
親
日
派
た
ち
の
来

の
勧
め
で
人
質
同
然

が
、
梨
本
宮
方
子
と

て
い
く
こ
と
に
な
る

日
露
戦
争

桂
・
タ
フ
ト
協
定
が

認
さ
れ
て
い
く
こ
と

来
店
も
、
日
露
戦
に

と
い
う
来
日
交
渉
に

ー
・
コ
ン
ノ
ー
ト
の

天
皇
へ
贈
呈
す
る
た

博
文
と
三
越
と
の
関
わ
り
は
深
く
、
明

張
員
詰
所
が
設
置
さ
れ
る
の
も
、
伊
藤

半
ば
国
策
に
よ
る
京
城
進
出
で
あ
っ
た

地
へ
の
欲
望
は
、
戦
前
高
橋
義
雄
が
投

し
、
そ
の
場
の
権
益
を
確
保
す
る
た
め

張
し
て
い
た
経
緯
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
伊

言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

木
為

や
東
郷
平
八
郎
と
い
っ
た
日
露

て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
一
端
を
支
え
る
べ

店
も
著
し
い
が
、
明
治
四
〇
年
一
二
月

に
日
本
に
留
学
し
た
李
垠
も
来
店
し
て

の
結
婚
に
よ
り
日
本
の
植
民
地
政
策
に

の
は
周
知
の
通
り
だ
。
植
民
地
政
策
の

と
消
費
文
化

結
ば
れ
、
日
本
の
韓
国
主
導
権
が
ア
メ

に
な
る
。
同
年
八
月
の
、
ア
メ
リ
カ
鉄

よ
っ
て
得
た
南
満
州
鉄
道
を
日
米
で
共

伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
三
九

来
店
は
、
日
英
同
盟
を
確
認
す
る
べ
く

め
に
来
日
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て

治
三
九
年
一
〇
月

博
文
の
勧
め
に
応

。
た
だ
し
、
こ
の

資
先
と
し
て
の
朝

に
は
戦
争
も
や
む

藤
博
文
の
勧
め
に

ン
は
、
そ
の

る
こ
と
を
強

る
そ
の
光
力

る
い
は
そ
の

る
こ
と
を
誇

イ
ル
ミ
ネ

／
百
貨
店
が

戦
の
英
雄
が
あ
た

く
、
韓
国
や
清
朝

に
は
、
伊
藤
博
文

い
る
。
後
の
李
垠

大
き
く
利
用
さ
れ

象
徴
と
も
言
え
る

動
車
を
用
い

絶
大
な
効
果

字
の
イ
ル
ミ

め
て
イ
ル
ミ

内
国
勧
業
博

の
手
に
渡
り

を
来
た
す
ほ

リ
カ
に
よ
っ
て
承

道
王
ハ
リ
マ
ン
の

同
経
営
し
て
い
く

年
二
月
の
ア
ー
サ

ガ
ー
タ
ー
勲
章
を

お
り
、
コ
ン
ノ
ー

さ
て
三
井

露
戦
争
の
戦

三
井
（
三
越

日
本
海
海
戦

一
月
の
旅
順

を
運
行
さ
せ

呉
服
店
／
百
貨
店
と
そ
の
利
用
者
が

調
す
る
が
、
国
民
国
家
の
論
理
と
商
業

は
、
呉
服
店
／
百
貨
店
が
、
商
店
で
あ

商
店
で
商
品
を
買
う
／
買
わ
な
い
と
い

示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

ー
シ
ョ
ン
、
花
自
動
車
に
加
え
て
、
三

積
極
的
に
利
用
し
た
の
は
戦
後
の
〈
凱

た
と
言
わ
れ
る
三
越
の
花
自
動
車
は
、

を
持
っ
た
よ
う
だ
。
一
方
、
白
木
屋
も

ネ
ー
シ
ョ
ン
や
国
旗
で
そ
の
店
頭
を
装

ネ
ー
シ
ョ
ン
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
明

覧
会
の
時
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、

、

陽
占
領
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に

ど
の
群
集
が
集
ま
っ
た
と
い
う
。「
祝 四

（
三
越
）
は
、「
貴
賓
の
接
待
所
」
と

況
に
応
じ
、
様
々
な
手
段
を
通
じ
て
そ

）
は
、
明
治
三
七
年
九
月
の

陽
占
領

の
勝
利
に
は
店
舗
に
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ

開
城
の
際
に
は
、
配
達
用
自
動
車
に
花

て
い
る
。「
装
飾
電
車
（
花
電
車
）」
を〈

わ
れ
わ
れ

の
も
と
に
あ

的
な
欲
望
と
が
折
り
重
な

る
こ
と
／
な
い
こ
と
、
あ

う
敷
居
を
越
え
た
場
で
あ

越
を
初
め
と
し
た
呉
服
店

旋

と
い
う
物
語
だ
。
こ

そ
の
珍
し
さ
も
手
伝
っ
て
、

戦
後
に
は
「
万
歳
」
の
文

飾
し
て
い
た
。
日
本
で
初

治
三
六
年
三
月
の
第
五
回

そ
の
技
術
は
即
座
に
三
井

は
、
市
電
の
運
行
に
支
障

捷
」
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ

四
〇

し
て
の
働
き
に
加
え
、
日

の
祝
捷
に
加
わ
っ
て
い
く
。

や
、
明
治
三
八
年
五
月
の

ン
を
施
し
、
明
治
三
八
年

飾
り
を
施
し
た
花
自
動
車

模
し
、
初
め
て
宣
伝
に
自



「
日
露
戦
争
と
近
代
の
記
憶
」

表

四
四
一

日 付 来 店

明治 ６ アルフレッド
ヴァルデルゼ
軍参謀総長）

明治
？

チャオ・ファ
・ワチラウッ
皇太子）

明治 ５ 載振（清，皇
明治 ６？ アレクセイ・

ン（露，陸軍

者

・フォ
ー（独

ー・マ
ト（暹

族）
クロパ
大臣）

明治 大隈重信（
理）

明治 ４ 李址鎔（韓

憲政本

国，報

同 行 者

ン・
，陸

伊藤勇吉（博 ）（式
部官）

ハー
羅国，

トキ

党総

聘大 恩地轍（式部官） 明治

備 考

年 月 日にも妻子ら
使）

明治 ４ 溥倫（清，皇

明治 ９ カール・アン
ン・ホーヘン
ン（独，皇族
戦武官 ）

明治 １ 田中光顕（宮
曽禰荒助（大

明治 清浦奎吾（農

族）

トン・
ツォル
〈日露

内大臣
蔵大臣
商務大

明治 ４ ８ 井上馨（元老）

渡辺直達（式部官）
戸田氏共（主猟局長，
式部次長）
松平頼親（式部官）

フォ
レル
戦観

伊藤勇吉（博 ）（式
部主事）

），
）
臣）

と共に
明治

明治

曽禰荒
にも来
明治
にも来
明治
治 年

来店
年 月８日にも来店

年４月 日にも来店

助は明治 年５月 日
店
年４月８日，５月１日
店
年５月１日，３日，明
９月 日， 月６日に

明治 ５ １ 土方久元（帝
局総裁心得）
（逓信大臣）
（枢密顧問官

明治 ７ アリス・ル
（米，セオド
ベルトの長女

明治 ８
下旬

エドワード・
ハリマン（米

明治 ジェラルド・

，

室制度
，大浦
杉孫

）
ーズベ
ア・ル
）
ヘンリ
，鉄道業
・

ーエル（英
〈東洋艦隊司

，海軍
令長官

調査
兼武
七郎

ルト
ーズ

ー・
者）
・ノ 佐野尚子（佐野常羽の

も来店

日に
ングオ

息子と

妻子共
大将
）

妻）
斎藤春子（斎藤実の
妻）
船越楫四郎（海軍中

も婚約者ニコラス・ロ
ースらと来店

共に来店

に来店

明治 ウィリアム・
ス・ブライア
民主党大統領

明治 １ 李載完（韓
使）

明治 ２ ３ 載沢（清，皇
明治 ２ ６ 伊藤博文（韓

ジェニ
ン（米
候補）
国，報

族）
国統監

明治 ２ 浅田信興（陸
明治 ２ アーサー・

軍中将
コンノ

佐）
寺島きやう子（寺島誠
一郎の妻）

ング
，元

聘大 安達謙蔵（接伴官）
松平頼親（式部官）
鍋島精次郎（式部官）

）

妻子共

息子，

明治
月

）
ート 黒木為 陸軍大将） 英皇帝

に来店

甥と共に来店

年 月８日，明治 年
日にも来店

エドワード７世からの
（英，エドワ
甥）
アルジャーノ
ットフォード
ズデイル卿）

ード７

ン・
（英，

世の

・ミ
リー

東郷平八郎（海軍大
将）
伊集院五郎（海軍中
将）
福島安正（陸軍少将）

ガータ
るため

ー勲章を天皇に贈呈す
来日



日
露
戦
争
と
消
費
文
化

表

四
四
二

エ
（英
トー
（英
アー
ソン
ウィ
（英
マ
（英

ドワー
，海軍
マス・
，陸軍
サー・
（英，
リアム
，陸軍
イルズ
，書記

明治 ４ ５ フェ
ンス

ルディ
・ド・

皇族
明治 ５ 長谷
明治 ７ アー

）
川好道
サー・

ド・シー
大将）
ケリーケ
大将）
デイヴィ
陸軍大佐
・ウイン
大尉）
・ランプ
官）
ナンド・
ウジネ（

（陸軍大
ウィリア

モア

ニー

ッド
）
ダム

ソン

財部彪（海軍
長崎省吾（宮
官）
浅野長之（式
渡辺直達（式
寺島誠一郎（
秘書官）

大佐）
中顧

部官）
部官）
外務大

プラ
伊，

村上格一（海軍大佐

将）
ム・ 森山慶三郎（海軍

問

臣

） 在京中

明治
中 日に

数度来店

年４月 日にも来店
も来店

ム
〈支

明治 １ 西寛
山本

明治 ２ ４ 久邇

明治 ４ ９ 松岡
明治 ７ ７ 阪谷

ーア（
艦隊
二郎
権兵衛
宮 彦

康毅
芳郎

英，海軍
司令長官
（陸軍大将
（海軍大
王

（農商務大
（大蔵大臣

明治 ７ 大山巌（元
明治 ９ 瓜生
明治 ２ チャ

・タ
ウィ

外吉
ールズ
フト
リアム

帥）
（海軍中将
・フェル

（米，陸軍
・ハワー

中将
）

佐）

），
将）

長崎省吾（宮
官）

臣）
）

中顧問 明治

妻と来

）
プス
長官
ド・

年６月 日にも来店

店

タフ
明治 ４ 後藤

式会
明治 ルド

労働

明治 向山

トの次
新平
社総裁
ルフ・
大臣）

慎吉

男）
（南満州鉄
）
レミュー

（海軍中将
明治 ２ 秋山
明治 ６ 金

真之
子賢太

官）
明治 李載冕（韓

（海軍中佐
郎（枢密

国特派大

道株

（加，寺島誠一郎（
秘書官）
寺島きやう子
一郎の妻）

）

外務大

（寺島

）
顧問

使） 長崎省吾（宮
官）

中顧

臣

誠

明治

問

年 月 日にも来店

明治 東郷
伊
将）

明治 李垠
明治 村田

「誰が三越呉服店を訪
し，作成。来店者，同

平八郎
地知彦

（韓国
惇（陸

はれし
行者共

（海軍大
次郎（海

，皇太子
軍少将）

や」（「時
に姓名が

のもの（他の主要な来
日に蒙古の伊犁，土爾

店者と
扈特郡

しては，
王等があ

将），
軍少

）

好」明治 年５月）
確認できた主要な人

を基盤
物のみ

に，「時好
を挙げた

明治 年４月 日に
るが，正確な姓名が

，暹羅
不明な

国の皇族
ため略した

」記事，新聞記事を
。所属，身分等は来

参照
店時

ナコンチャイシー，
）。

同



「
日
露
戦

間
執
り
行
わ
れ
た
靖

の
を
皮
切
り
に
、
以

葉
書
、
ジ
ェ
ラ
ル
ド

念
絵
葉
書
等
々
を
附

布
し
て
い
る
。
三
越

の
陸
軍
凱
旋
歓
迎
会

り
替
え
て
い
る
。
こ

の
認
知
、
伊
藤
博
文

あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば

化
の
た
め
の
重
要
な

さ
ら
に
三
越
が
日

調
整
だ
。
戦
死
し
た

販
売
さ
れ
た
り
、
白

の
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド

し
た
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

〈
凱
旋

と
い
う
家
庭

て
い
く
。
こ
こ
で
も

月
二
四
日
に
は
、
東

歓
迎
す
る
海
軍
凱
旋

の
物
語
に
対
し
て
も

争
と
近
代
の
記
憶
」

国
神
社
の
臨
時
大
祭
に
記
念
絵
葉
書
数

後
、
東
郷
平
八
郎
に
因
ん
だ
日
本
海
大

・

・

・
ノ
ー
エ
ル
の
来
店
を
記
念

録
と
し
て
『
時
好
』
に
添
え
た
り
、
関

に
限
ら
ず
、
日
露
戦
争
時
に
は
戦
争
を

に
合
わ
せ
、
陸
軍
凱
旋
門
と
し
て
そ
れ

の
凱
旋
門
の
設
置
や
、「
貴
賓
の
接
待

と
の
連
携
に
よ
る
植
民
地
進
出
と
い
っ

、
も
は
や
三
越
は
単
な
る
商
店
で
は
な

一
装
置
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

露
戦
争
時
に
試
み
た
の
は
夥
し
い
種
類

将
士
の
招
魂
の
た
め
、
明
治
三
八
年
五

木
屋
で
も
凱
旋
記
念
帛
紗
が
販
売
さ
れ

ー
に
は
「
陸
軍
将
官
が
凱
旋
帰
朝
の
楽

が
施
さ
れ
、
夫
婦
と
子
の
人
形
た
ち

の
物
語
性
を
付
随
さ
せ
つ
つ
、
消
費

三
越
は
際
立
っ
た
行
動
に
出
て
お
り
、

京
市
主
催
連
合
艦
隊
乗
組
員
歓
迎
会
に

門
を
店
舗
の
前
に
建
立
、
一
二
月
四
日

や
は
り
商
品
が
用
意
さ
れ
、
三
越
で
は

万
枚
を
奉
納
し
た

海
戦
大
捷
記
念
絵

し
た
日
英
同
盟
記

係
者
や
顧
客
に
配

記
念
し
た
絵
葉
書

国
家
と
い
う

し
て
い
る
に

み
の
中
で
調

細
な
差
異
の

〇
年
代
に
至

を
カ
ー
キ
色
に
塗

所
」
と
し
て
の
場

た
一
連
の
展
開
を

く
、
国
民
国
家
強

の
記
念
絵
葉
書
の

月
三
日
か
ら
三
日

ア
ゝ
是
れ
も

い
う
絵
葉
書

流
行
と
重
ね

書
の
調
整
を

〈
国
民
の
慢
気

に
お
い
て
批

に
調
整
す
る

て
い
る
。
白
木
屋

し
き
家
庭
」
を
模

が
纏
っ
た
衣
服
が

の
欲
望
を
喚
起
し

明
治
三
八
年
一
〇

合
わ
せ
、
海
軍
を

に
は
、
同
市
主
催

言
わ
ば
三

入
れ
、
店
の

ラ
イ
バ
ル
白

若
し
夫
れ
十

ん
。（
中
略
）

い
ふ
。
然
れ

の
も
の
を
作

凱
旋
記
念
手
拭
が

が
大
量
に
売

四

枠
組
み
の
中
で
の
〈
倹
約

と
倹
約
を

過
ぎ
な
い
が
、
流
行
を
形
象
す
る
論
理

整
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
呉
服
店
／

競
演
を
支
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ

る
流
行
の
形
象
の
黎
明
期
に
は
、
こ
の

亦
た
遂
に
元
禄
姿
と
相
呼
応
す
る
一
現

に
対
す
る
白
木
屋
側
の
言
説
は
、
そ

合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

視
野
に
入
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き

〈
華
奢
淫
靡

を
表
象
す
る
も
の
と

判
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
戦
捷
や
凱

の
も
、
倹
約
の
論
理
の
中
で
そ
れ
を
批

越
は
、
こ
の
絵
葉
書
ブ
ー
ム
を
積
極
的

に
利
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
興
味

木
屋
の
ス
タ
ン
ス
だ
。「
一
葉
三
銭
、

銭
以
上
の
物
あ
る
に
至
つ
て
は
、
誰
れ

美
を
愛
す
る
念
厚
け
れ
ば
な
り
、
是

ど
も
此
魔
力
を
濫
用
し
、
人
の
弱
点
に

る
奸
商
の
、
近
頃
漸
く
多
か
ら
ん
と
す

り
出
さ
れ
、
人
気
を
博
し
た
よ
う
だ
。

四
三

め
ぐ
る
思
考
の
振
幅
を
表

が
こ
う
し
た
思
考
の
枠
組

百
貨
店
の
間
に
生
ず
る
微

。
明
治
三
〇
年
代
か
ら
四

よ
う
な
論
理
の
中
で
流
行

象
た
ら
ん
と
す
る
か
」
と

の
ブ
ー
ム
を
元
禄
模
様
の

三
越
に
よ
る
大
量
の
絵
葉

よ
う
が
、
こ
の
ブ
ー
ム
も

し
て
、
件
の
倹
約
の
論
理

旋
記
念
の
絵
葉
書
を
大
量

判
し
て
い
く
の
も
、
国
民

に
そ
の
商
業
戦
略
に
取
り

深
い
の
は
こ
れ
に
対
す
る

そ
の
価
既
に
廉
な
ら
ず
、

か
其
贅
沢
に
一
驚
せ
ざ
ら

れ
を
之
れ
美
の
魔
力
と
は

乗
じ
て
如
何
は
し
き
画
様

る
は
憎
む
べ
し
。（
中
略
）



非
を
問
わ
れ
る
こ
と

の
の
意
味
内
容
の
振

て
い
る
が
故
の
言
説

そ
れ
は
、
日
本
最

た
三
越
呉
服
店
を
め

巻
第
五
号
（
明
治
四

う
特
集
に
は
、
塚
原

い
る
。
そ
の
よ
う
な

の
差
の
拡
大
に
よ
る

享
楽
的
風
潮
を
認
め

「
戊
辰
詔
書
」
を
発
布

図
る
も
の
で
あ
り
、

で
も
あ
っ
た
。
こ
の

消
費
社
会
と
は
、
常

日
露
戦
争

を
つ
く
り
だ
す
呉
服

お
わ

日
露
戦
後
、
明
治

次
大
戦
勃
発
ま
で
日

日
本
の
経
済
が
世
界

に
な
り
、
前
述
し
た
倹
約
と
〈
倹
約

幅
も
、
基
本
的
に
は
そ
う
し
た
シ
ス
テ

の
運
動
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

初
の
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
と
し
て

ぐ
る
認
識
と
も
パ
ラ
レ
ル
で
あ
っ
た

二
・
四
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
文
教
と
三

渋
柿
園
、
鳩
山
春
子
、
内
藤
鳴
雪
、
泉

状
況
に
お
い
て
、
資
本
主
義
の
成
熟
が

社
会
運
動
の
高
ま
り
、
あ
る
い
は
人
び

た
政
府
は
、
明
治
四
一
年
一
〇
月
一
三

す
る
。
そ
れ
は
日
露
戦
後
の
天
皇
制

そ
の
た
め
の
文
字
通
り
の
倹
約
を
国
民

よ
う
な
政
治
体
制
と
国
民
国
家
の
枠
の

に
そ
の
消
費
の
あ
り
様
が
国
家
と
の
接

と
消
費
文
化

店
／
百
貨
店
の
伸
長
が
担
保
さ
れ
て
い

り
に

四
〇
年
か
ら
の
反
動
的
不
況
と
世
界
恐

本
経
済
を
慢
性
的
不
況
に
追
い
や
っ
て

資
本
主
義
の
一
環
に
組
み
込
ま
れ
て
き

と
い
う
語
そ
の
も

ム
を
背
後
に
抱
え

自
ら
を
意
味
付
け

。『
太
陽
』
第
一
五

越
呉
服
店
」
と
い

鏡
花
、
巌
谷
小
波
、

て
も
、
時
に

能
を
果
た
し

認
識
要
素
が

家
と
の
接
続

き
放
た
れ
た

の
販
売
と
は

争
前
後
は
急

も
た
ら
し
た
貧
富

と
の
個
人
主
義
的
、

日
、
天
皇
の
名
で

国
家
観
の
徹
底
を

に
要
請
す
る
も
の

中
で
実
現
さ
れ
る

続
の
中
で
そ
の
是

を
承
認
し
て

蔵
も
、
戦
勝

重
要
性
は
認

鎖
す
る
よ
う

ア
を
承
認
し

な
ら
ば
、

プ
ロ
セ
ス
に

く
の
で
あ
る
。

慌
の
波
は
、
第
一

い
く
が
、
こ
れ
は

た
こ
と
を
示
し
て

成
瀬
仁
蔵
ら

家
に
取
つ
て

し
て
認
識
し

か
し
、
嫌
悪

「
貴
賓
の
接
待

ら
、
三
越
と

国
家
の
資
本
と
連
な
る
よ
う
な
国
民
国

、〈
一
等
国

と
し
て
の
経
済
力
を
象

不
可
欠
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う

の
中
で
保
証
さ
れ
た
そ
の
場
で
の
消
費

〈
倹
約

の
枠
の
中
で
の
消
費
で
あ
っ

、
そ
の
商
品
レ
ベ
ル
で
の
表
象
で
あ
っ

速
に
資
本
主
義
の
成
熟
が
進
み
、
そ
れ

い
く
よ
う
な
反
転
を
示
し
て
い
く
。
ま

後
一
等
国
と
な
っ
た
日
本
と
い
う
見
地

め
な
が
ら
も
、
一
定
の
消
費
の
推
進
こ

な
件
の
〈
倹
約

の
論
理
の
中
で
三
越

て
い
る
。

三
越
、
ひ
い
て
は
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス

は
、
た
と
え
そ
れ
が
倹
約
を
揺
る
が
す 四

が
筆
を
寄
せ
て
い
る
が
、
例
え
ば
内
藤

有
害
物
で
あ
り
、
且
又
婦
女
子
の
為
に

、
泉
鏡
花
も
概
し
て
三
越
や
そ
こ
に
集

に
一
貫
す
る
鏡
花
に
対
し
て
、
内
藤
鳴

所
」、
国
民
国
家
の
一
装
置
と
し
て
の

い
う
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
や
他
の

家
の
一
装
置
と
し
て
の
機

徴
す
る
場
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
国

は
、
ま
さ
に
倹
約
か
ら
解

た
と
言
え
る
。
戦
捷
商
品

た
と
言
え
よ
う
。
日
露
戦

と
共
に
消
費
社
会
と
呼
ば

た
、
巌
谷
小
波
や
成
瀬
仁

か
ら
、
倹
約
そ
の
も
の
の

そ
が
国
家
の
強
化
へ
と
連

や
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト

ト
ア
が
承
認
さ
れ
て
い
く

よ
う
な
場
で
あ
っ
た
と
し

四
四

鳴
雪
は
、
三
越
を
「
我
国

も
は
怖
い

場
所
」
と

う
女
性
を
嫌
悪
す
る
。
し

雪
の
言
説
の
論
理
構
造
は
、

三
越
の
役
割
と
い
う
点
か

呉
服
店
／
百
貨
店
の
意
義



「
日
露
戦

石
川
松
太
郎
編

佐
治
恵
美
子
「

女
性
史
研
究
会
編

康
子
『
闘
う
女
性

〇
・
六
・
一

吉

例
え
ば
、
無
署

長
岡
新
吉
・
田

〇

日
本
経
済
評

和
六
三
・
三
・
二

成
一
〇
・
六
・
一

大
濱
徹
也
『
明

四

河
出
文
庫
）、

る
』（
平
成
九
・
八

（
前
掲
書
）
参
照
。

岡
田
和
喜
『
貯

参
照
。

の

の
消
費
が
拡
大

ら
ぎ
は
、
そ
の
よ
う

て
い
く
こ
と
に
な
る

な
お
あ
り
続
け
る
デ

よ
う
な
認
識
を
通
じ

注
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
形

争
と
近
代
の
記
憶
」

『
女
大
学
集
』
昭
和
五
二
・
二
・
二
五

平

軍
事
援
護
と
家
庭
婦
人
｜
｜
初
期
愛
国
婦

『
女
た
ち
の
近
代
』
昭
和
五
三
・
七
・
一

の
二
〇
世
紀

地
域
社
会
と
生
き
方
の
視

川
弘
文
館
）
参
照
。

名
「
戦
時
に
対
す
る
婦
人
の
覚
悟
」（『
愛
国

中
修
・
西
川
博
史
『
近
代
日
本
経
済
史
』

論
社
）、
黒
羽
茂
『
日
露
戦
争
は
い
か
に
し

二

文
化
書
房
博
文
社
）、
井
口
和
起
『
日

吉
川
弘
文
館
）
等
参
照
。

治
の
墓
標

庶
民
の
み
た
日
清
・
日
露
戦

石
井
寛
治
『
日
本
の
産
業
革
命

日
清
・

・
二
五

朝
日
新
聞
社
）、
井
口
和
起
『

蓄
奨
励
運
動
の
史
的
展
開
』（
平
成
八
・
一

し
て
い
く
が
、
そ
こ
で
浮
上
し
た
倹
約

な
論
理
の
中
で
回
収
さ
れ
、〈
倹
約

の
だ
。
日
露
戦
中
の
旅
順
陥
落
と
共
に

パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
と
は
、
日
露
戦

て
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

成
さ
れ
、
中
・
上
流
階
級
を
中
心
に

凡
社
）
参
照
。

人
会
論
｜
｜
」（
近
代

〇

柏
書
房
）、
伊
藤

点
か
ら
』（
平
成
一

婦
人
』

明
治
三

井
に
よ
る

小
森
陽

か
」、
成

陽
一
・
成

神
野
由

一
〇

勁

（
昭
和
五
五
・
七
・
一

て
戦
わ
れ
た
か
』（
昭

露
戦
争
の
時
代
』（
平

争
』（
平
成
二
・
四
・

日
露
戦
争
か
ら
考
え

日
露
戦
争
の
時
代
』

・
二
五

同
文
舘
）

ィ
ア
を
通

う
点
に
お

大
濱
徹

『
時
好

『
時
好

『
時
好

『
時
好

『
時
好

山
口
昌

と
い
う
美
徳
の
揺

と
し
て
再
編
さ
れ

誕
生
し
、
現
在
も

中
、
戦
後
の
そ
の

三
七
・
三

飯
田
祐

一
編
『
日

照
。高

橋
富

中
心
に
｜

九
・
二
一

「
光
琳

言
う
ま

る
が
、
日

〈
必
要
で
は
な
い
も

七
・
二
・

四

戦
争
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品
化
を
指
摘
し
て

一
×
成
田
龍
一
「
ま
え
が
き
に
か
え
て
｜
｜

田
龍
一
「「
国
民
」
の
跛
行
的
形
成
｜
｜
日

田
龍
一
編
『
日
露
戦
争
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
前

紀
『
趣
味
の
誕
生

百
貨
店
が
つ
く
っ
た

草
書
房
）
参
照
。

じ
、
そ
れ
ら
が
流
行
と
し
て
の
力
学
を
孕
み

い
て
、
大
き
な
断
絶
を
持
つ
。

也
『
明
治
の
墓
標

庶
民
の
み
た
日
清
・
日

』（
辰
｜
３

明
治
三
七
・
三
）
参
照
。

』（
辰
｜
４

７

明
治
三
七
・
四

七
）
参

』（
辰
｜
８

明
治
三
七
・
八
）
参
照
。

』（
辰
｜

明
治
三
七
・
一
〇
）
参
照
。

』（
３
｜
４

明
治
三
八
・
四
）
参
照
。

男
『「
敗
者
」
の
精
神
史
』（
平
成
七
・
七
・

・
二
五
）
な
ど
。

子
「
婆
の
力
｜
｜
奥
村
五
百
子
と
愛
国
婦

露
戦
争
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
平
成
一
六
・
二
・

子
「
婦
人
雑
誌
に
み
る
日
露
戦
争
｜
｜
『
女

｜
」（
近
代
女
性
文
化
史
研
究
会
編
『
婦
人

大
空
社
）

図
案
会
」（『
時
好
』
辰
｜
９

明
治
三
七
・

で
も
な
く
日
清
戦
争
時
に
も
戦
捷
商
品
は
多

露
戦
争
時
の
三
井
（
三
越
）
や
白
木
屋
の
そ

二
五
）、
鳩
山
春
子
「
戦
時
に
対
す
る
婦
人

四
五 い

る
。

対
談
・
い
ま
な
ぜ
日
露
戦
争

露
戦
争
と
民
衆
運
動
」（
小
森

掲
書
）
参
照
。

テ
イ
ス
ト
』（
平
成
六
・
四
・

つ
つ
販
売
さ
れ
て
い
た
と
い

露
戦
争
』（
前
掲
書
）
参
照
。

照
。

二
一

岩
波
書
店
）
も
、
三

人
会
」（
小
森
陽
一
・
成
田
龍

一
〇

紀
伊
国
屋
書
店
）
参

学
世
界
』
と
『
婦
人
界
』
を

雑
誌
の
夜
明
け
』
平
成
元
・

九
）
参
照
。

く
の
商
店
で
販
売
さ
れ
て
い

れ
は
、

誌
と
い
う
メ
デ

の
覚
悟
」（『
同
』

明
治



一
〇
・
七
・
一
〇

『
広
告

宝
典
成
功
之
恩

『
流
行
』（
３
｜

三
井
は
日
露
戦

売
新
聞
』（
明
治
三

『
株
式
会
社
三
越

『
時
好
』（
３
｜

『
流
行
』（
３
｜

『
流
行
』（
３
｜

参
照
。

『
み
つ
こ
し
タ
イ

新
聞
』（
明
治
二
八

す
予
定
で
あ
る
こ

高
橋
義
雄
「
対

九
・
五
）
参
照
。

『
株
式
会
社
三
越

照
。「

装
飾
電
車
（
花

日
露
戦
争

高
橋
義
雄

普

版
部
）
参
照
。

『
白
木
屋
三
百
年

吉
見
俊
哉
『
都

（
昭
和
六
二
・
七
・

『
時
好
』（
５
｜

及
其
経
営
者
」（『

石
井
寛
治
『
日

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）
を
参
照
の
こ
と
。

師
』（
明
治
三
八
・
八
・
八

隆
文
館
）
参

２

明
治
三
九
・
二
）
参
照
。

以
前
か
ら
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
使
用
し
て

六
・
一
〇
・
一
三
）
に
そ
の
記
事
が
あ
る

年
の
記
録
』（
前
掲
書
）
参
照
。

明
治
三
八
・
一
二
）
参
照
。

１

明
治
三
九
・
一
）
参
照
。

２

明
治
三
九
・
二
）
参
照
。

ム
ス
』（
７
｜

明
治
四
二
・
一
一
）

・
五
・
一
一
）
に
日
清
戦
争
後
の
白
木
屋

と
を
伝
え
た
記
事
が
見
ら
れ
る
が
、
詳
細
は

韓
経
営
の
急
施
を
望
む
」（『
東
洋
経
済
新
報

年
の
記
録
』（
平
成
二
・
二
・
二
五

電
車
）」
に
つ
い
て
は
、
橋
爪
紳
也
『
祝
祭

と
消
費
文
化

及
版
『
箒
の
あ
と
』
上
巻
（
昭
和
一
一
・
七

史
』（
昭
和
三
二
・
三
・
一
八

株
式
会
社

市
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
｜
｜
東
京
・
盛
り

一
〇

弘
文
堂
）
参
照
。

６

明
治
四
〇
・
五
）、「
本

大
呉
服
商
店

実
業
之
日
本
』

｜

明
治
四
〇
・
六
・

本
の
産
業
革
命

日
清
・
日
露
戦
争
か
ら

照
。お

り
、
例
え
ば
『
読

。 参
照
。
な
お
、『
読
売

が
京
城
に
支
店
を
出

不
明
で
あ
る
。

』

明
治
三
六
・

株
式
会
社
三
越
）
参

の
〈
帝
国
』（
平
成

員
奨
励
費
）

・
一
五

秋
豊
園
出

白
木
屋
）

場
の
社
会
史
｜
｜
』

の
特
色
あ
る
営
業
法

一
五
）
参
照
。

考
え
る
』（
前
掲
書
）

『
株
式

『
時
好

『
時
好

『
時
好

「
時
事

「
戦
後

な
お
、
本

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

四

会
社
三
越

年
の
記
録
』（
前
掲
書
）
参
照

』（
３
｜
５

明
治
三
八
・
五
）
参
照
。

』（
３
｜
６

明
治
三
八
・
六
）
参
照
。

』（
３
｜

明
治
三
八
・
一
〇
）
参
照
。

小
観
」（『
家
庭
の
し
る
べ
』

明
治
三
八

の
家
庭
」（『
家
庭
の
し
る
べ
』

明
治
三

稿
は
平
成
一
六
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学 四

六。・
七
）

八
・
一
〇
）
参
照
。

研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究


