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本
論
文

で
は
、
嘉
永
六
年

(
一
八
五
三
)
六
月
三
日
に
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
航
し
て
以
降
、
明
治
維
新
を
経

て
明
治
初
期

に
至
る
ま
で

の
時
期
に
数
多
く
起
き
た
政
治
的
、
社
会
的
な
事
件
や
事
故
に
対
し
て
、
「
日
本
」
の
国
と
し
て
の
第

一
線
で
の
政

治
的
発
言
力
や
権
力

を
持

っ
て
い
な
か

っ
た
町
年
寄
、
町
役
人
と
い
っ
た
在
地
の
支
配
者
、
地
方
自
治
の
運
営
者
的
な
立
場

で
あ

っ
た
人

々
が
、
こ
れ
ら
の
事

件

や
事
故

の
情
報
を
入
手
し
理
解
し
て
、
分
析
や
判
断
を
加
え
る
と
い
っ
た

一
連
の
情
報
活
動
を
通
し
て
、

こ
れ
ら

の
事
件
や
事
故
に
つ

い
て
の
意
識
や
対
応
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
情
報
を
町
の
支
配
、
運
営
と
い
っ
た
も
の
に
活
用
し
て
い
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ

る
。
構
成
は
、
序
章
の
ほ
か
第

一
章
か
ら
第
四
章
、
お
よ
び
終
章
に
分
か
れ
る
。
各
章
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

序
章

で
は
ま
ず

「HZ
閃
○
即
ζ
〉
目
O
Z

(イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
)」
の
訳
語
で
あ
る

「情
報
」

の
言
葉

の
近
世
的

な
意
味

(
文
献
史

料
上
に
風
説
、
風
聞
の
語
で
登
場
す
る
。
ま
た
風
評
、
浮
説
、
巷
説
、
流
言
な
ど
の
語
も
含
ま
れ
る
)
や
価
値
観
を
考
慮
し

つ
つ
、
「
何

ら
か
の
行
動
を
起
こ
し
た
り
、
判
断
を
下
そ
う
と
し
た
り
す
る
時
に
、
大
な
り
小
な
り
、
何
ら
か
の
判
断
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
が
多
々
出

て
く
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
判
断
す
る
た
め
の
材
料
」
と
い
っ
た
概
念
規
定
を
お
こ
な

っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
材
料
と
し
て

の

「情
報
」
と
す
る
に
は
、
入
手
、
収
集
し
た

「情
報
」
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
を
理
解

し
た
上
で
こ
れ
ら
に
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分
析
、
判
断
を
加
え
る
な
ど
、
「情
報
」
を
処
理
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
指
摘
し
た
。

第

一
章

で
は
石
清
水
八
幡
宮
の
有
力
な
社
士
で
あ
り
、
近
世
に
は
門
前
の
八
幡
の
町
場
に
お
け
る
町
役
人

で
も
あ

っ
た
河
原
崎
家
を
例

に
収
集
、
理
解
、
分
析
と
い
っ
た
情
報
活
動
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
ペ
リ
ー
来
航
以
来
、
幕
府
の
積
極
的
な
情
報
公
開
の
方
針
に
よ

っ
て

社
会

に
出
回
る
政
治
的
、
社
会
的
な
情
報
量
が
飛
躍
的
に
増
加
し
て
お
り
、
河
原
崎
家
で
も
二
代
に
わ
た

っ
て
常
日
頃
か
ら
書
い
て
い
る

日
記

と
は
別
に
日
記
の
内
容
を
補
完
す
る
よ
う
な
異
国
船
の
来
航
情
報
や
海
外
情
報
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
国
内
外
の
政
治
、
社

会
情
報
な
ど
を
冊
子
に
ま
と
あ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
冊
子
は
入
手
し
た
情
報
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
日
時
が
前
後

し

て
い
る
も
の
は
多
少
あ
る
も
の
の
、
項
目
別
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
文
字
の
訂
正
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
情
報

の
理
解
に
つ
い
て

の
書

き
込
み
な
ど
が
さ
れ
て
お
り
、
情
報
を
入
手
し
、
書
き
写
す
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
理
解
し
、
分
析
、
判
断
を
し
て
活
用
し

て
い
た
情
況
が
浮
き
彫
り
に
な

っ
た
。

そ
し
て
そ
の
後
、
明
治
に
入
る
と
河
原
崎
家
か
ら
は
初
代
、
第
三
代
の
八
幡
町
の
町
長
や
初
代
の
町
議
会
議
長
を
輩
出
し
て
お
り
、
こ

れ
ら
幕
末
期
に
お
け
る
情
報
の
入
手
、
収
集

ル
ー
ト
の
確
保

(
一
つ
の
ル
ー
ト
と
は
限
ら
ず
、
情
報

の
比
較
検
討
が

で
き
る
複
数
の
ル
ー

ト
が
あ
る
こ
と
)
や
理
解
、
分
析
、
活
用
と
い
っ
た
能
力
が
明
治
初
期
に
お
け
る
地
方
自
治
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
指
導
力
、
実
行
力
に

つ
な
が

っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
二
章
で
は
京
都
四
条
大
宮
町
の
質
屋

・
米
仲
買
業
で
あ
り
、
町
年
寄
、
明
治
に
入

っ
て
も
中
年
寄
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
た
高
木
在

中

が
残
し
た
日
記
を
中
心
と
し
て
、
山
城
国
葛
野
郡
東
塩
小
路
村
の
農
民
で
あ
り
、
実
質
的
に
庄
屋
役
を
勤
め
て
い
た
若
山
要
助
の
日
記

と
比
較
し
な
が
ら
安
政
年
間

(
一
八
五
四
～

一
八
六
〇
)
、
と
り
わ
け
条
約
勅
許
問
題
や
安
政
の
大
獄
が
断
行
さ
れ

て
い
る
時
期

に
お
け

る

こ
れ
ら
の
人
々
の
政
治
、
社
会
情
報

に
つ
い
て
の
関
心
や
意
識
を
入
手
、
理
解
、
分
析
、
判
断
と
い
っ
た

一
連
の
情
報
活
動
の
情
況
を
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通
し

て
検
討
し
た
。

ペ
リ
ー
が
来
航
し
て
以
来
の
人
心
の
動
揺
を
押
さ
え
る
た
め
の
幕
府

の
積
極
的
な
情
報
の
開
示
の
方
針
は
、
こ
の
時
期
、
安
政
五
、
六

年

に
は
す
で
に
高
木
在
中
ら
商
人
や
在
地
有
力
者

に
居
住
地
以
外
か
ら
の
情
報
を
入
手
、
収
集
す
る
た
め
の
独
自
ル
ー
ト
を
確
立
す
る
こ

と
を
よ
り

一
層
う
な
が
す
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
入
手

ル
ー
ト
を
使

っ
て
精
力
的
に
収
集
し
た
該
当
時
期
に
お
け
る
井
伊
直
弼
を

は
じ
あ
と
し
た
江
戸
幕
閣

の
政
治
動
向
に
つ
い
て
の
情
報
と
こ
れ
と
同
時

に
進
行
し
て
い
た
京
都
市
中
、

つ
ま
り
自
ら
の
目
の
前
で
起
き

て
い
た
条
約
勅
許
問
題

に
よ
る
幕
府
役
人
の
行
動
や
安
政
の
大
獄

の
断
行
の
情
況
と
を
統
合
し
て
理
解
、
分
析
を
し

て
こ
の
時
期
の
政
治
、

社
会
情
況
を
認
識
し
て
い
た
。

つ
ま
り
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
、
情
報
の
収
集
、
理
解
、
分
析
、
活
用
と
い

っ
た

一
連
の
情
報
活
動
が
お

こ
な
え
る
よ
う
な
社
会
環
境

に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
お
こ
な
う
者

に
つ
い
て
も
そ
の
能
力
を
十
分
に
持
ち
合
わ
せ
、
発
揮
す

る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
三
章
で
は
第
二
章
と
同
じ
く
高
木
在
中
の
残
し
た
日
記
を
手
が
か
り
に
し
て
、
文
久
三
年

(
一
八
六
三
)
か
ら
慶
応
二
年

(
一
八
六

六
)

の
問
に
寛
永
十

一
年

(
一
六
三
四
)
の
家
光
以
来
、
二
百
三
十
年
振
り
に
、
都
合
三
度
に
わ
た

っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
将
軍
家
茂

の
上

洛

に
伴
う
行
列
や
公
武

一
和
の
政
策
に
よ
る
和
宮
の
将
軍
家
茂

へ
の
降
嫁
に
伴

っ
た
江
戸

へ
の
下
向
の
行
列
な
ど
を
見
物
す
る
こ
と
に
よ

る
情
報
活
動

に
つ
い
て
検
討
し
た
。
和
宮
の
将
軍
家
茂

へ
の
降
嫁
に
つ
い
て
は
、
公
武

一
和
と
い
っ
た
こ
の
時
期
の
政
治
的
背
景
を
は

っ

き

り
と
理
解
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
和
宮
が
将
軍

へ
降
嫁
す
る
こ
と
自
体
に
は
、
こ
れ
ら
に
関
連
し
た
行
事
な
ど
に
い
わ
ゆ
る

経
済
効
果
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
公
武

一
和
と
い
っ
た
政
治
情
況
を
認
識
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
和
宮
の
行
列

を
見
物
す
る
動
機
や
目
的
に
つ
い
て
は
、

ペ
リ
ー
来
航
時
に
お
け
る

「黒
船
」
の
見
物
と
そ
の
目
的
や
意
識
は
あ
ま

り
変
わ
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、
天
皇
家
と
将
軍
家
と
の
間
の
最
高

の
格
式

で
の
婚
礼
と
い

っ
た
、
今
ま
で
実
際
に
は
見
る
こ
と
の
な
か

っ
た
珍
し
い
も
の
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を
見
物
に
行
く
と
い
っ
た
興
味
や
好
奇
心
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ
が
そ
の

一
方

で
文
久
三
年
三
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
最
初
の
将
軍
家
茂
の
上
洛
時
に
は
、
加
茂
両
社

へ
の
行
幸
に
将
軍
が
供
奉
し

て
い
っ
た
行
列
を
見
物
し
、
石
清
水
八
幡
宮

へ
の
天
皇
の
行
幸
に
つ
い
て
は
御
所
か
ら
出
発
す
る
行
列
を
見
物
し
た
。

(石
清
水
八
幡
宮

へ
の
行
幸
に
は
、
将
軍
は
供
奉
し
て
行
か
な
か

っ
た
)
こ
の
見
物
の
目
的

に
つ
い
て
は
、
事
前
に
摺
物
や
錦
絵
な
ど
か
ら
入
手
を
し
て
い

た
天
皇
と
将
軍
の
政
治
的
な
位
置
関
係
の
逆
転
の
情
報
を
確
認
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
文
久
四

(元
治
元
)
年

一
月
の
二
度
目
、

慶
応
元
年
閏
五
月
の
三
度
目
の
上
洛
時

に
お
い
て
は
、
京
都
市
中
で
の
将
軍
の
行
列
そ
の
も
の
は
見
物
を
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
が
、
二

度
日

の
上
洛
時
に
は
海
路

に
よ
る
上
洛
で
使
用
し
た
幕
府
の
軍
船
を
大
坂
湾
の
沖
合
ま
で
、
わ
ざ
わ
ざ
船
を
出
し
て
見
物
に
出
か
け
て
、

幕
府

の
軍
事
力
と
い

っ
た
も
の
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
期
に
京
都
市
中

で
頻
発
を
し
て
い
た
天
諌
に
よ
る
殺
人
の
死
体
、
首
な

ど

の
晒
さ
れ
た
現
場
に
出
か
け
る
な
ど
情
報
活
動
は
自
身
の
行
動
を
伴

っ
て
広
範
囲

に
わ
た

っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

第

四
章
で
は
慶
応
か
ら
明
治

へ
の
移
行
期

に
お
け
る
社
会
的
不
安
定
の
中
で
の
情
報
活
動
と
町
自
治
の
活
動
と
の
関
連
や
政
治
の
流
動

的
な
情
況
の
中
で
の
情
報
活
動
と
政
権
移
動

の
認
識
、
さ
ら
に
は
明
治
初
年
に
お
け
る
情
報
活
動
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
慶
応
期
の
諸
物

価
の
継
続
的
な
上
昇
に
よ
る
経
済
の
危
機
的
情
況
の
中

に
お
い
て
町
年
寄
と
し
て
、
町
内
の
困
窮
民
の
動
揺
、

つ
ま
り
打
ち
こ
わ
し
の
発

生
を
押
さ
え
た
り
、
こ
れ
ら
の
騒
動
を
事
前
に
防

い
だ
り
す
る
方
策
を
当
時
類
似
し
た
社
会
情
況
に
あ

っ
た
江
戸
に
求
め
て
、
慶
応
二
年

九
月

に
起
き
た
江
戸
の
困
窮
民
の
騒
動
の
運
動
形
態
と
い
っ
た
よ
う
な
情
況
の
情
報
を
入
手
し
て
理
解
し
、
方
策
を
考
え
よ
う
と
し
て
い

た
。ま

た
そ
の
後
の
大
政
奉
還
か
ら
王
政
復
古
の
大
号
令
と
い

っ
た
政
治
体
制
の
変
化
、
政
権
が
移
動
、
さ
ら
に
は
町
奉
行
の
廃
止
と
い
っ

184



幕末情報社会の研究

た
京

都
市
中
の
治
安
、
行
政

の
機
構
が
変
化
を
し
て
い
っ
た
中
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
入
手
し
て
、
ど
の
よ
う
な
政
治
情
況
に
な

っ

て
い
る
か
を
理
解
し
た
上

で
、
日
記
に
書
き
込
ん
で
い
た
政
権
担
当
者

の
呼
称
を
的
確
に
変
化
さ
せ
て
お
り
、
政
権

の
移
動
に
つ
い
て
は

意
識

の
上
で
も
は
っ
き
り
と
認
識
を
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
な

っ
た
。

そ
し
て
鳥
羽

・
伏
見
の
戦

い
を
経

て
明
治
新
政
府
成
立
後
の
日
記
の
記
述
に
は
、
新
政
府
か
ら
出
さ
れ
る
五
箇
条

の
御
誓
文
や
五
榜

の

掲
示

と
い
っ
た
こ
と
を
は
じ
め
政
策
や
政
治
に
関
す
る
情
報

の
記
述
が
極
端

に
少
な
く
な
り
、
町
の
支
配
者
、
指
導
者

と
し
て
の
行
動

の

記
述

が
増
加
し
て
く
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
明
治
新
政
府
成
立
後
す
ぐ
に

「
太
政
官
日
誌
」
が
発
刊
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
政
治
、

社
会
情
報
が
印
刷
物
と
し
て
公
式
に
社
会

に
発
表
さ
れ
る
と
、
情
報
を
入
手
す
る
と
い
っ
た
段
階
が
必
要
な
く
な
り
、
こ
れ
ら
の
情
報
を

日
記

に
書
き
写
す
必
要
性
が
減
少
し
て
い
た
新
政
府
の
新
し
い
政
策
や
制
度
の
情
況
下
で
は
、
町
役
の
政
治
的
な
行
動

そ
の
も
の
が
政
治

情
報

と
な
り
、
町
の
政
治
の
中
心
者
と
な

っ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

終
章

で
は
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
時
期

の
日
常
生
活
の
中
で
の
情
報
活
動
に
つ
い
て
検
討
を
し
た
。
こ
の
時
期
、
政
治
的
、
社
会
的

に
重

要
な
事
件
や
事
故
が
起
き

て
い
る
間
に
茶
会
や
歌
会
、
囲
碁
、
将
棋
の
会
と
い
っ
た
会
や
酒
飯
の
宴
が
日
常
的

に
盛
ん
に
開
か
れ
て
い
た

が
、

こ
れ
ら
は
定
期
的
に
開
か
れ
て
い
た
町
の
寄
合
と
は
別
に
、
情
報
に
対
し
て
同
じ
よ
う
な
関
心
や
利
用
性
、
価
値
観
を
認
識
し
、
同

じ
よ
う
な
知
識

レ
ベ
ル
で
あ
り
、
判
断
力
や
認
識
力
を
持

っ
た
い
ろ
い
ろ
な
立
場
の
人
々
と
の
日
常
的
な
情
報
交
換
、
意
見
交
換
の
場
と

し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
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