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伊藤博文への博士号授与と日米外交

伊
藤
博
文
へ
の
博
士
号
授
与
と
日
米
外
交

―
―
「
文
明
」
の
普
及
を
め
ぐ
っ
て
―
―

小　

川　

原　

正　

道

一
、　

イ
エ
ー
ル
大
学
創
立
二
百
周
年
と
博
士
号
授
与

二
、　

渡
米
の
経
緯

三
、　
「
模
範
国
」
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
と
渡
米

四
、　
「
文
明
」
普
及
の
た
め
に

五
、　

ア
メ
リ
カ
旅
行
の
意
義

一
、　

イ
エ
ー
ル
大
学
創
立
二
百
周
年
と
博
士
号
授
与

　

一
九
〇
一
年
（
明
治
三
十
四
年
）、
イ
エ
ー
ル
大
学
は
創
立
二
百
周
年
を
迎
え
、
こ
れ
を
記
念
し
て
十
月
二
十
三
日
、
同
大
学
で
創

立
二
百
周
年
記
念
式
典
が
執
り
行
わ
れ
て
、
日
本
か
ら
は
伊
藤
博
文
と
鳩
山
和
夫
が
法
学
博
士
号
（LL.D

.

）
を
授
与
さ
れ
た
。
伊

藤
は
都
築
馨
六
、
小
山
善
、
古
谷
久
鋼
、
時
岡
茂
弘
な
ど
を
従
え
て
臨
席
し
、
や
は
り
法
学
博
士
号
を
授
与
さ
れ
た
セ
オ
ド
ア
・
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ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
を
は
じ
め
、
各
国
・
各
州
の
代
表
者
約
二
百
五
十
名
、
そ
の
他
約
千
二
百
名
が
列
席
し
た
と
い
う）1
（

。

　

イ
エ
ー
ル
大
学
側
の
記
録
に
よ
る
と
、
伊
藤
へ
の
法
学
博
士
号
授
与
の
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

侯
爵
伊
藤
博
文
―
―
列
強
の
中
で
は
我
が
国
よ
り
も
若
い
な
が
ら
、
我
が
文
明
よ
り
も
数
世
紀
も
古
い
文
明
を
誇
る
国
の
第
一
人
者
で
あ
る

貴
下
に
、
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
今
世
紀
に
お
い
て
文
明
を
世
界
中
に
広
め
る
事
業
の
盟
友
と
し
て
、
法
学
博
士
の
学
位
を
授
与
し
、
こ
れ
に

付
随
す
る
権
利
と
特
権
を
与
え
る）

2
（

。

　

鳩
山
は
一
八
七
七
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
卒
業
後
、
同
年
か
ら
一
八
八
〇
年
ま
で
イ
エ
ー
ル
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
学
ん
で
お
り
、

こ
の
博
士
号
は
衆
議
院
議
長
ま
で
務
め
た
卒
業
生
へ
の
栄
誉
授
与
と
い
え
よ
う
が
、
伊
藤
に
つ
い
て
は
、
現
在
イ
エ
ー
ル
大
学
に
は
、

こ
の
授
与
理
由
以
外
に
関
連
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
な
ぜ
授
与
対
象
と
な
っ
た
の
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
に

あ
る
通
り
、
日
本
を
代
表
す
る
政
治
家
で
あ
る
伊
藤
を
、
台
頭
す
る
自
国
の
新
世
紀
に
お
け
る
「
盟
友
」
と
し
て
認
め
、
そ
の
過
去

の
栄
光
以
上
に
、「
文
明
」
の
普
及
と
い
う
未
来
の
事
業
へ
の
展
望
を
托
し
て
の
授
与
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
。
日
本

は
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
〜
一
八
九
五
年
）
を
契
機
に
列
強
へ
の
階
段
を
の
ぼ
り
は
じ
め
、
ア
メ
リ
カ
も
ま
た
、
一
八
九
八
年
の
米

西
戦
争
に
よ
っ
て
世
界
政
治
の
舞
台
に
躍
り
出
て
お
り
、
十
九
世
紀
の
世
界
で
は
「
脇
役
」
だ
っ
た
両
国
は
、
二
十
世
紀
に
お
い
て
、

欧
州
列
強
と
と
も
に
世
界
史
の
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
は
じ
め
て
い
た）（
（

。

　

後
述
す
る
通
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
伊
藤
は
こ
の
イ
エ
ー
ル
で
の
博
士
号
授
与
を
契
機
に
渡
米
し
、
さ
ら
に
欧
州
に

渡
っ
て
、
当
時
緊
張
し
て
い
た
日
露
関
係
を
打
開
す
べ
く
、
日
露
協
商
交
渉
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
、
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
経
緯
を
見
る
限
り
、
伊
藤
は
、
ロ
シ
ア
に
渡
る
通
過
点
と
し
て
し
か
ア
メ
リ
カ
を
と
ら
え
て
お
ら
ず
、
博
士
号
の
授
与
も
そ
の
契

機
と
し
て
の
み
理
解
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
伊
藤
が
ま
さ
に
「
文
明
国
」
の
樹
立
を
目
指
し
て
、
明
治
国
家
形
成
に
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取
り
組
ん
だ
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
イ
エ
ー
ル
の
授
与
理
由
と
の
「
共
鳴
」
は
、
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
、
渡
米
中
の
伊
藤
の
動
静

は
ア
メ
リ
カ
の
主
要
紙
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
伊
藤
の
発
言
内
容
や
活
動
ぶ
り
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
人
の

大
い
に
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
本
稿
が
、
伊
藤
へ
の
博
士
号
授
与
の
意
義
と
、
そ
の
日
米
外
交
へ
の
取
り
組
み
に
着
目
す
る

所
以
で
あ
る
。

　

事
実
、
伊
藤
自
身
、
こ
の
授
与
を
機
会
に
、
ア
メ
リ
カ
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
深
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、『
東

京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
一
年
九
月
十
一
日
付
朝
刊
は
、
伊
藤
の
渡
米
目
的
は
名
誉
博
士
号
を
受
け
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

「
其
重
な
る
も
の
は
米
国
経
済
界
の
視
察
に
在
る
が
如
し
」
と
し
て
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
外
債
募
集
の
必
要
を
感
じ
た
伊

藤
が
、
そ
の
た
め
の
経
済
界
視
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
り
、
井
上
馨
も
こ
れ
を
「
慫
慂
」
し
、
桂
太
郎
首
相
も
「
懇
請
」
し
た
と
し

て
、
都
築
が
随
行
し
た
の
も
井
上
の
提
案
に
よ
る
も
の
だ
と
報
じ
て
い
る）4
（

。
伊
藤
が
ア
メ
リ
カ
に
到
着
し
た
十
月
二
日
付
『
読
売
新

聞
』
朝
刊
も
「
伊
藤
侯
の
米
国
行
ハ
最
初
よ
り
外
資
問
題
関
係
あ
る
如
く
思
は
れ
し
が
近
頃
に
至
り
て
愈
等
々
其
確
説
を
聞
く
事
を

得
た
り
」
と
し
て
、「
今
回
伊
藤
侯
に
ハ
愈
々
米
国
に
到
着
し
た
れ
バ
晩
く
と
も
本
月
下
旬
ま
で
に
ハ
其
交
渉
纏
る
べ
し
」
と
伝
え

て
い
る）（
（

。
伊
藤
の
渡
米
を
後
押
し
し
た
背
景
に
外
債
募
集
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

　

そ
こ
で
以
下
、
渡
米
の
経
緯
を
確
認
し
た
上
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
伊
藤
の
足
跡
と
、
イ
エ
ー
ル
大
学
か
ら
の
博
士
号
授
与
の

意
義
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

二
、　

渡
米
の
経
緯

　

伊
藤
之
雄
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
伊
藤
は
日
清
戦
争
後
、
朝
鮮
半
島
へ
の
勢
力
拡
大
を
は
か
る
ロ
シ
ア
に
対
し
、
日
露
協
商
の
路

線
を
と
っ
た
が
、
義
和
団
の
乱
後
、
ロ
シ
ア
は
満
州
に
駐
留
を
続
け
て
お
り
、
第
四
次
伊
藤
内
閣
（
一
九
〇
〇
年
十
月
十
九
日
〜
一
九
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〇
一
年
六
月
二
日
）
で
は
、
そ
の
撤
兵
が
懸
案
と
な
っ
て
い
た
。
ロ
シ
ア
の
満
州
占
領
を
黙
認
す
れ
ば
、
こ
れ
が
韓
国
支
配
に
つ
な

が
り
、
日
本
の
自
衛
上
の
危
険
が
生
じ
る
と
み
た
日
本
政
府
は
、
日
露
協
商
路
線
で
緊
張
を
緩
和
す
る
か
、
英
国
な
ど
と
同
盟
し
て

ロ
シ
ア
と
対
抗
す
る
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
、
伊
藤
や
井
上
馨
は
前
者
の
路
線
に
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
伊
藤
渡
米
の
直
前
、

一
九
〇
一
年
六
月
二
日
に
成
立
し
た
第
一
次
桂
太
郎
内
閣
や
山
縣
有
朋
は
後
者
の
路
線
を
と
っ
た
。
そ
ん
な
な
か
、
イ
エ
ー
ル
大
学

創
立
二
百
周
年
記
念
式
典
で
各
国
の
有
力
者
に
名
誉
博
士
号
が
贈
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
日
本
か
ら
は
伊
藤
が
そ
れ
に
選
ば
れ
て
招

待
さ
れ
る
。
す
で
に
体
調
を
崩
し
て
い
た
伊
藤
は
、
快
適
な
船
旅
で
健
康
を
回
復
す
る
こ
と
も
か
ね
て
ア
メ
リ
カ
に
漫
遊
す
る
こ
と

を
決
め
、
井
上
馨
と
桂
太
郎
は
、
伊
藤
を
訪
ね
て
、
む
し
ろ
ロ
シ
ア
を
訪
問
し
て
首
脳
会
談
を
行
う
こ
と
を
す
す
め
、
こ
の
結
果
、

伊
藤
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
入
っ
て
ロ
シ
ア
に
行
き
、
外
交
交
渉
と
外
債
募
集
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
。
桂
の
意
図
は
、

こ
の
旅
行
目
的
を
外
債
募
集
に
限
定
し
、
財
政
難
を
克
服
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
。
か
く
し
て
伊
藤
は
ア
メ
リ
カ
を
経
由
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
入
り
、
ロ
シ
ア
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
に
謁
見
、
日
露
協
商
に
つ
い
て
ラ
ム
ズ
ド
ル
フ
外
相
な
ど
と
会
談
し
、
好
感
触

を
得
た
が
、
同
時
並
行
で
日
英
同
盟
交
渉
を
進
め
て
い
た
桂
首
相
か
ら
の
電
報
で
、
交
渉
は
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た）（
（

。

　

こ
の
経
緯
を
見
る
限
り
、
伊
藤
の
欧
米
旅
行
の
意
図
は
、
イ
エ
ー
ル
で
の
名
誉
博
士
号
授
与
を
契
機
と
し
た
健
康
回
復
に
あ
り
、

井
上
の
意
図
は
、
ロ
シ
ア
と
の
日
露
協
商
会
談
に
あ
り）7
（

、
桂
の
意
図
は
、
こ
れ
を
外
債
募
集
に
限
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た）8
（

。
も
っ
と

も
、
伊
藤
自
身
は
日
露
協
商
論
者
で
あ
り
、
表
向
き
は
健
康
回
復
と
い
い
つ
つ
も
、
井
上
と
同
様
、
こ
の
外
遊
を
通
し
て
日
英
同
盟

派
を
牽
制
し
て
日
露
協
商
交
渉
を
進
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
桂
は
そ
の
裏
を
か
い
て
日
英
同
盟
締
結
を
進
め
て
い
っ
た
の

で
あ
る）（
（

。
そ
の
結
果
、
伊
藤
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ロ
シ
ア
に
渡
り
、
外
交
交
渉
と
外
債
募
集
の
両
路
線
を
と
る
こ
と
と

な
る
。
こ
う
し
た
各
自
の
思
惑
の
ズ
レ
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
桂
首
相
が
三
田
の
私
邸
で
開
催
し
た
送
別
会
の
席
で
伊
藤
は
、
ロ
シ

ア
が
自
分
の
要
望
を
容
れ
る
の
で
あ
れ
ば
政
府
の
決
意
は
如
何
と
問
い
、
こ
れ
に
山
縣
有
朋
が
独
断
専
行
は
許
さ
れ
ず
、
外
交
交
渉

は
政
府
の
承
認
を
必
要
と
す
る
と
釘
を
刺
し
、
桂
も
こ
れ
に
同
意
す
る
口
吻
を
み
せ
た
た
め
、
伊
藤
は
不
満
の
色
を
み
せ
て
旅
行
を
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中
止
す
る
と
言
い
だ
し
、
井
上
が
仲
裁
に
入
っ
て
事
を
収
め
た
と
い
う）（（
（

。
元
老
、
閣
僚
な
ど
が
出
席
し
た
桂
主
催
の
別
の
送
別
会
で

も
、「
内
閣
諸
公
益
々
国
家
の
為
に
尽
瘁
し
て
無
事
和
平
を
図
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
せ
ざ
る
を
得
ず
」
と
述
べ
、
自
宅
で
ロ
シ
ア
公

使
と
の
会
談
も
持
つ
な
ど）（（
（

、
伊
藤
は
あ
く
ま
で
桂
を
は
じ
め
と
す
る
日
英
同
盟
派
を
牽
制
し
て
日
露
協
商
交
渉
に
臨
む
意
欲
を
持
ち

続
け
て
い
た
。
先
述
の
報
道
に
あ
る
よ
う
に
、
伊
藤
の
渡
米
に
外
債
募
集
の
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
伊
藤
自

身
は
桂
か
ら
の
協
力
要
請
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
の
外
債
募
集
に
対
し
て
積
極
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
が
失
敗
し
た
際

の
責
任
を
内
閣
と
と
も
に
負
う
こ
と
を
避
け
よ
う
と
考
え
て
い
た
と
い
う）（（
（

。
事
実
、
伊
藤
は
そ
の
渡
米
目
的
が
外
債
募
集
に
あ
る
と

報
道
さ
れ
な
が
ら
も
、
ア
メ
リ
カ
で
こ
れ
に
着
手
し
た
の
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
明
治
政
府
上
層
部
の
思
惑
が
ま
と
ま
ら
な
い
な
か
で
、
伊
藤
は
一
九
〇
一
年
九
月
十
八
日
に
日
本
を
発
っ
て
ア
メ
リ
カ

に
向
か
っ
た
。

三
、　
「
模
範
国
」
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
と
渡
米

　

瀧
井
一
博
氏
は
最
近
の
研
究
で
、
伊
藤
に
と
っ
て
の
「
模
範
国
」
が
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た

こ
と
を
論
証
し
、
伊
藤
が
制
度
に
魅
了
さ
れ
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
が
幕
末
、
明
治
初
期
以
来
の
ア
メ
リ
カ
と
の
接
触
で
あ
っ
た

と
し
て
、
そ
こ
か
ら
漸
進
的
な
進
化
主
義
と
立
憲
主
義
を
学
ん
だ
伊
藤
は
、
一
八
九
七
年
に
い
た
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
を
例
に
出
し

て
、
同
一
国
家
は
同
一
民
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
を
国
家
（
と
り
わ
け
民
主
国
家
）
た
ら
し
め
る
の
は
制

度
だ
と
考
え
て
い
た
、
と
指
摘
し
て
い
る）（（
（

。

　

一
九
〇
一
年
十
月
二
日
に
蒸
気
船
で
カ
ナ
ダ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
ビ
ク
ト
リ
ア
に
到
着
し
た
伊
藤
は
、

『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
、「
日
本
に
お
け
る
政
治
情
勢
は
急
速
に
、
望
ま
し
く
か
つ
安
定
的
な
状
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態
に
近
づ
い
て
お
り
、
政
友
会
は
ま
だ
発
展
途
上
に
あ
る
も
の
の
、
新
旧
の
勢
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
し
っ
か
り
と
形
が
で
き
あ

が
っ
て
き
て
い
る
」
と
、
日
本
政
治
情
勢
と
立
憲
政
友
会
に
つ
い
て
好
調
ぶ
り
を
ア
ピ
ー
ル
し
、「
改
正
条
約
は
す
で
に
効
果
的
に

運
用
さ
れ
て
お
り
、
発
効
日
か
ら
前
進
し
は
じ
め
て
い
る
」
と
二
年
前
の
改
正
条
約
・
内
地
雑
居
実
施
も
順
調
に
進
ん
で
い
る
と
述

べ
た
。
対
外
関
係
に
お
い
て
も
、「
日
本
は
現
在
、
す
べ
て
の
国
々
と
良
好
な
関
係
に
あ
り
、
ロ
シ
ア
と
の
関
係
も
同
様
で
、
軋
轢

の
原
因
と
な
る
問
題
は
存
在
し
て
い
な
い
」
と
強
調
し
て
い
る）（（
（

。

　

日
本
の
政
治
情
勢
が
安
定
化
し
、
自
ら
の
政
党
も
組
織
化
さ
れ
、
対
外
関
係
も
順
調
に
進
展
し
て
い
る
こ
と
を
説
く
こ
と
で
、
漸

進
的
進
化
主
義
・
立
憲
主
義
の
「
模
範
国
」
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
、「
模
範
国
」
自
身
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

伊
藤
が
日
露
協
商
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
段
階
で
も
、
お
そ
ら
く
意
図
的
に
、
日
本
と
ロ
シ
ア
と
の
対

立
と
い
う
構
図
を
打
ち
消
そ
う
と
し
て
い
る
。『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
で
の
コ
メ
ン
ト
で
も
、
伊
藤
は
今
回
の
渡
米

に
つ
い
て
、
非
公
式
訪
問
で
あ
り
、「
渡
米
の
最
大
の
目
的
は
健
康
の
回
復
に
あ
る
」
と
し
つ
つ
、「
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
関
連
事
項
や

日
米
貿
易
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
日
本
に
い
か
な
る
利
益
を
も
た
ら
す
の
か
を
視
察
す
る
た
め
で
あ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
日
本
の

発
展
に
よ
っ
て
よ
り
重
要
な
事
項
は
、
現
在
の
ロ
シ
ア
の
態
度
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
は
公
平
で
自
由
な
姿
勢
を
見
せ
て
お
り
、
友
好
的

な
日
露
関
係
が
急
速
に
固
め
ら
れ
て
き
て
い
る
」
と
、
ロ
シ
ア
と
の
友
好
関
係
を
強
調
し
て
い
る）（（
（

。

　

こ
の
後
伊
藤
は
、
シ
カ
ゴ
で
視
察
を
行
っ
た
。
た
だ
、
す
で
に
み
た
と
お
り
伊
藤
は
体
調
を
崩
し
て
し
お
り
、
こ
れ
が
急
激
に
悪

化
し
て
、 

滞
在
中
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
キ
ャ
ン
セ
ル
せ
ざ
る
を
得
ず
、
一
時
は
帰
国
も
検
討
さ
れ
る
ほ
ど
の
事
態
に
陥
っ
た）（（
（

。
そ
の

後
何
と
か
体
調
は
持
ち
直
し
、『
シ
カ
ゴ
・
デ
イ
リ
ー
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
に
よ
る
と
、
十
月
十
一
日
午
後
に
食
肉
解
体
・
処
理
・

販
売
地
区
と
し
て
知
ら
れ
る
ユ
ニ
オ
ン
・
ス
ト
ッ
ク
・
ヤ
ー
ド
を
視
察
し
た
伊
藤
は
、
そ
の
施
設
に
非
常
に
感
激
し
て
「
ワ
ン
ダ
フ

ル
、
ワ
ン
ダ
フ
ル
」
と
繰
り
返
し
、
日
本
の
同
様
の
施
設
は
「
こ
の
規
模
に
は
到
底
及
ば
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
」
と
語
っ
た
が
、

疲
れ
が
み
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
視
察
を
切
り
上
げ
た
と
い
う
。
夜
は
藤
田
敏
郎
領
事
主
催
で
の
バ
ン
ケ
ッ
ト
に
出
席
し
、
日
米
か
ら
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の
出
席
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
多
年
に
わ
た
る
伊
藤
の
功
績
を
称
え
た
と
い
う）（（
（

。

　

そ
の
後
も
健
康
状
態
は
よ
く
な
か
っ
た）（（
（

が
、
伊
藤
は
さ
ら
に
足
を
伸
ば
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
に
赴
い
て
い
る
。『
ワ
シ
ン
ト

ン
・
ポ
ス
ト
』
は
、
伊
藤
は
列
車
で
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
を
経
て
十
月
二
十
日
に
Ｄ
Ｃ
に
到
着
し
、
大
統
領
や
国
務
省
を
訪
問
し
て
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
移
動
し
、
イ
エ
ー
ル
大
学
で
の
博
士
号
授
与
を
経
て
、
渡
欧
す
る
予
定
だ
と
伝
え
て
い
る
。
伊
藤
は
そ
れ
ま
で
新

聞
記
者
の
取
材
に
答
え
て
い
た
が
、
体
調
不
良
の
た
め
、
医
師
も
常
に
健
康
状
態
に
気
を
配
っ
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
新
聞
記
者
か

ら
の
直
接
の
取
材
は
断
り
、
代
わ
り
に
、「
彼
の
公
式
的
発
言
を
許
さ
れ
た
」
都
築
が
同
紙
の
取
材
に
応
じ
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ

た
と
い
う
。「
私
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
日
本
が
他
国
と
と
も
に
中
国
へ
の
植
民
（Settlem

ent

）
に
加
わ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
発
言

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
が
国
が
他
国
と
の
間
で
議
定
書
を
締
結
し
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
将
来
現
実
に
何
が
起
こ
る
か

は
わ
か
ら
な
い
し
、
中
国
は
日
本
と
新
た
な
貿
易
条
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
侯
爵
は
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
の
質
問
や
要
望
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
侯
爵
は
―
―
私
は
た
し
か
に
こ
う
言
え
る
の
だ
が
―
―
ほ
か
の
日
本
人
と

同
じ
く
、
太
平
洋
横
断
ケ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
の
質
問
に
も
発
言
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
政
府
か
民
間
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
敷

設
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
議
論
が
起
き
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
日
本
に
政
府
の
ケ
ー
ブ
ル
が
敷
設
さ
れ
る
積
極
的
な
意

義
は
な
い
。
思
う
に
、
侯
爵
は
、
私
が
こ
う
考
え
て
い
る
の
と
同
様
に
、
質
問
に
対
し
て
答
え
る
で
あ
ろ
う）（（
（

」。

　
『
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
』
の
記
者
は
、
こ
の
前
月
に
締
結
さ
れ
た
北
京
議
定
書
を
踏
ま
え
て
、
日
本
政
府
が
今
後
、
ど
の
よ
う

な
対
中
外
交
を
演
じ
る
か
を
質
問
し
た
わ
け
だ
が
、
都
築
は
明
言
を
避
け
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
山
縣
系
官
僚
や
貴
族
院
の
反
発
や

元
老
の
非
協
力
的
姿
勢
を
受
け
て
、
第
四
次
伊
藤
内
閣
が
倒
れ
、
六
月
に
山
縣
系
閣
僚
を
中
心
と
し
て
桂
太
郎
が
組
閣
し
た
ば
か
り

で
あ
り）（（
（

、
伊
藤
は
政
府
の
見
解
を
代
弁
す
べ
き
立
場
に
は
な
か
っ
た
。
ま
た
都
築
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
植
民
地
化

（
一
八
九
八
年
）
以
降
の
太
平
洋
横
断
ケ
ー
ブ
ル
の
敷
設
に
つ
い
て
、
民
間
企
業
が
敷
設
す
べ
き
だ
と
い
う
伊
藤
の
個
人
的
見
解
を
代

弁
し
て
い
る
。
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ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
保
守
系
有
力
新
聞
『
イ
ブ
ニ
ン
グ
・
ス
タ
ー
』
に
よ
る
と
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
到
着
の
翌

二
十
一
日
、
伊
藤
は
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
ゲ
ス
ト
と
し
て
、
昼
食
会
に
招
か
れ
、
朝
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
を
訪

問
し
た
。
昼
食
会
に
先
立
っ
て
持
た
れ
た
両
者
の
会
談
で
は
、
伊
藤
が
熱
心
に
、
総
理
大
臣
と
し
て
の
体
験
や
日
清
戦
争
、
立
憲
国

家
の
樹
立
に
お
け
る
先
導
的
な
役
割
な
ど
に
つ
い
て
語
り
、
そ
の
英
語
は
流
暢
で
、
大
統
領
も
興
味
深
く
聞
い
て
い
た
と
い
う
。
伊

藤
は
国
務
省
も
訪
問
し
、
ジ
ョ
ン
・
ヘ
イ
国
務
長
官
と
も
会
談
し
て
い
る）（（
（

。
伊
藤
に
と
っ
て
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
と
の
会
談
は
、

「
模
範
国
」
の
代
表
者
に
、
自
ら
も
漸
進
的
進
化
主
義
・
立
憲
主
義
の
道
を
歩
み
、
母
国
を
「
模
範
国
」
化
し
て
き
た
こ
と
を
伝
え

る
、
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

四
、　
「
文
明
」
普
及
の
た
め
に

  

大
統
領
と
の
昼
食
会
後
、
伊
藤
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
経
て
、
一
九
〇
一
年
十
月
二
十
三
日
に
は
イ
エ
ー
ル
大
学
の
創
立
二
百
周
年

記
念
式
典
に
出
席
し
、
翌
日
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
戻
り
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
ク
ラ
ブ
で
伊
藤
を
歓
待
す
る
た
め
に
開
か
れ
た

デ
ィ
ナ
ー
に
参
加
し
、
都
築
が
伊
藤
の
ス
ピ
ー
チ
を
読
み
上
げ
た
。
招
待
客
は
イ
エ
ー
ル
大
学
学
長
の
ア
ー
サ
ー
・
ハ
ド
レ
ー
を
は

じ
め
、
五
十
五
名
で
あ
っ
た
。
ス
ピ
ー
チ
の
前
に
伊
藤
は
、
日
本
の
多
く
の
人
び
と
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
前
大
統
領
の

人
格
と
能
力
に
敬
意
を
抱
い
て
お
り
、
最
近
の
ア
メ
リ
カ
人
の
悲
嘆
に
共
感
し
て
い
る
と
述
べ
た
上
で）（（
（

、
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ

ル
ト
が
後
継
者
と
な
っ
た
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
の
た
め
に
祝
し
た
。
さ
ら
に
ス
ピ
ー
チ
で
は
、
日
本
の
段
階
的
な
成
長
と
、
そ
の
た
め

に
歴
史
上
ア
メ
リ
カ
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
賞
賛
し
、「
中
国
と
の
戦
争
に
よ
り
、
日
本
は
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
、
あ
ら

た
な
地
位
を
得
た
。
日
本
社
会
の
再
編
成
と
発
展
は
、
外
債
と
恒
常
的
歳
入
の
増
加
を
必
要
と
し
て
い
る
」
と
語
り
、
西
洋
の
高
度

に
独
自
な
文
明
は
、
一
時
的
な
支
配
者
と
の
衝
突
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
日
々
の
生
活
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
生
み
出
さ
れ
続
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け
て
い
く
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
、
日
本
は
東
洋
に
お
い
て
、
二
つ
の
文
明
を
理
解
す
る
唯
一
の
存
在
で
あ
り
、
東
洋
の
安
定
の

た
め
に
、
そ
の
接
続
役
を
担
っ
て
い
き
た
い
と
強
調
し
た
。
外
債
募
集
に
は
消
極
的
だ
っ
た
伊
藤
だ
が
、
渡
米
最
後
の
段
階
で
、
桂

へ
の
義
理
立
て
と
い
う
と
こ
ろ
か
、
そ
の
重
要
性
を
説
き
、
実
際
に
伊
藤
の
随
員
が
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
の
金
融
機
関
を
訪
問
し

た
と
い
う
。
欧
州
に
出
発
し
た
の
は
二
十
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

伊
藤
は
、
国
民
の
開
化
こ
そ
が
国
家
の
独
立
の
基
礎
、
文
明
国
に
お
け
る
普
遍
の
原
理
、
国
家
の
国
際
競
争
力
の
原
動
力
だ
と
認

識
し
て
お
り
、「
文
明
の
政
治
」
と
は
国
民
に
政
治
参
加
の
権
利
を
持
た
せ
た
上
で
の
政
治
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
文
明
の

世
界
と
は
、
政
治
が
人
間
の
社
会
活
動
全
般
に
浸
透
し
た
社
会
で
あ
り
、
そ
れ
を
築
く
の
は
、
国
民
自
身
で
あ
っ
た）（（
（

。
伊
藤
は
、
一

八
九
九
年
十
月
の
福
井
に
お
け
る
演
説
で
、「
国
民
的
の
観
念
」
の
重
要
性
を
説
き
、「
国
民
に
国
政
負
担
の
任
務
を
負
は
し
め
ら
れ

同
時
に
国
民
自
ら
国
家
の
事
を
担
当
す
る
責
務
に
当
た
つ
た
以
上
は
日
本
国
を
保
護
す
る
に
就
て
の
国
民
的
の
観
念
則
ち
国
民
其
者

0
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」（
傍
点
原
文
）
と
、
国
民
自
身
が
国
家
を
担
い
、
こ
れ
を
保
護
し
、
国
政

を
負
担
す
る
時
代
の
到
来
を
語
っ
て
い
る）（（
（

。
憲
法
を
作
り
、
政
党
を
作
り
、
漸
進
的
に
こ
う
し
た
国
民
参
加
の
政
治
体
制
、
す
な
わ

ち
「
文
明
の
政
治
」
を
構
築
し
て
き
た
伊
藤
は
、
そ
の
自
負
を
抱
き
な
が
ら
、
日
本
の
段
階
的
成
長
と
国
際
社
会
に
お
け
る
台
頭
を

「
模
範
国
」
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
向
け
て
語
り
か
け
、
そ
の
日
本
こ
そ
が
、
そ
の
位
置
す
る
東
洋
と
、
そ
の
模
範
と
す
る
西
洋
と
を

接
続
し
う
る
存
在
で
あ
り
、
積
極
的
に
そ
の
役
割
を
担
い
た
い
、
と
宣
言
し
た
。
伊
藤
は
さ
っ
そ
く
、「
文
明
」
の
波
及
に
向
け
た

第
一
歩
を
、
イ
エ
ー
ル
大
学
学
長
の
前
で
、
踏
み
出
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。

五
、　

ア
メ
リ
カ
旅
行
の
意
義

　

短
い
滞
在
時
間
の
上
、
体
調
を
崩
し
た
た
め
予
定
し
て
い
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
達
成
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
が
、
伊
藤
は
、
視
察
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と
療
養
と
い
う
当
初
の
目
的
を
遂
行
し
つ
つ
、
か
つ
、
イ
エ
ー
ル
か
ら
託
さ
れ
た
「
文
明
」
の
普
及
に
つ
い
て
も
、
意
識
的
に
発
言

し
て
い
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
政
治
の
実
態
や
歴
史
に
対
す
る
賞
賛
は
単
な
る
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
く
、
先
述
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ

に
対
す
る
肯
定
的
認
識
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

か
ね
て
ア
メ
リ
カ
を
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
、「
文
明
」
の
世
界
に
必
須
の
ル
ー
ル
と
し
て
憲
法
を
作
り
上
げ
、「
文
明
」

の
政
治
に
お
け
る
主
体
た
る
べ
き
国
民
の
意
識
向
上
を
叫
び
、
実
際
に
政
党
の
結
成
を
進
め
て
き
た
伊
藤
に
と
っ
て
、
そ
の
ア
メ
リ

カ
を
代
表
す
る
大
学
の
ひ
と
つ
で
あ
る
イ
エ
ー
ル
大
学
が
「
文
明
」
の
普
及
と
い
う
新
世
紀
事
業
の
「
盟
友
」
と
し
て
伊
藤
に
博
士

号
を
授
与
し
た
こ
と
は
、
こ
の
上
な
い
名
誉
で
あ
り
、
そ
の
病
身
の
背
中
を
押
す
に
十
分
な
力
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

そ
の
期
待
は
、
日
本
と
い
う
西
洋
文
明
と
東
洋
文
明
の
橋
渡
し
役
へ
の
、
西
洋
文
明
か
ら
の
期
待
と
し
て
受
容
さ
れ
、
お
そ
ら
く

は
そ
の
後
の
、
ロ
シ
ア
と
の
日
露
協
商
交
渉
―
―
東
洋
文
明
と
西
洋
文
明
の
衝
突
の
回
避
―
―
を
も
後
押
し
し
た
と
思
わ
れ
る
。
わ

ず
か
三
週
間
あ
ま
り
の
ア
メ
リ
カ
滞
在
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
病
身
を
押
し
て
展
開
し
た
外
交
活
動
に
は
、
伊
藤
の
短
期
的
・
長
期

的
な
構
想
と
思
想
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

記
念
式
典
に
お
い
て
、
博
士
号
を
授
与
さ
れ
る
者
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
名
前
を
呼
ば
れ
て
い
っ
た
が
、
合
計
六
十
名
の
授
与
者
の

う
ち
、
伊
藤
の
名
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
最
終
グ
ル
ー
プ
の
最
後
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ー
ル
が
そ
の
存
在
を
重
視
し
て
い
た
証
拠

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
伊
藤
が
紹
介
さ
れ
た
あ
と
、
ハ
ド
レ
ー
学
長
は
「
も
う
ひ
と
り
残
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
、
隣
に
座
っ
て
い
た

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
を
紹
介
し
、
大
統
領
就
任
前
か
ら
そ
の
文
学
や
歴
史
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
へ
の
貢
献
か
ら
博
士
号
を
授
与
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
明
か
し
た
上
で
、「
彼
は
民
主
主
義
の
精
神
と
広
い
国
家
観
を
有
し
、
誠
実
に
正
し
く
職
務
を
遂
行
し
て
、

イ
エ
ー
ル
の
理
想
を
体
現
し
て
い
る
」
と
し
て
、
法
学
博
士
の
学
位
を
贈
る
と
語
っ
た
。
学
位
を
授
与
さ
れ
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は

演
壇
に
立
ち
、
次
の
よ
う
に
応
じ
て
い
る
。「
今
朝
こ
ち
ら
に
我
々
が
歩
い
て
き
た
と
き
、
若
く
し
て
傷
つ
き
、
亡
く
な
っ
た
イ

エ
ー
ル
の
学
生
を
記
念
し
た
門
を
く
ぐ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
我
々
は
、
襲
い
か
か
っ
て
く
る
銃
の
撃
鉄
に
向
か
っ
て
、
行
進
し
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て
い
た
の
で
す
。
こ
の
記
憶
と
と
も
に
、
私
に
与
え
ら
れ
た
名
誉
に
対
し
、
心
か
ら
感
謝
し
ま
す
」。
彼
の
脳
裏
に
マ
ッ
キ
ン
リ
ー

の
暗
殺
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
も
ま
た
、
悲
劇
を
経
て
、
イ
エ
ー
ル
か
ら
託
さ
れ
た
理
想
を

負
っ
て
、
前
進
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
た）（（
（

。

　

か
く
し
て
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
そ
の
洗
練
さ
れ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
外
交
手
腕
に
よ
っ
て
、
台
頭
す
る
日
本
に
理
解
を
示
し
、
日

米
間
の
利
益
を
相
互
承
認
す
る
立
場
か
ら
、
移
民
政
策
な
ど
に
対
処
し
、
日
露
戦
争
の
終
結
を
仲
介
し
、
戦
後
の
日
米
間
の
摩
擦
の

火
も
消
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
日
露
戦
争
の
仲
裁
に
際
し
て
は
、
日
本
に
対
し
て
、
平
和
に
対
す
る
世
界
の
文
明
国
の
代
表
と

し
て
の
道
徳
的
責
務
を
説
い
た
と
い
う）（（
（

。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
脳
裏
に
は
、
数
年
前
に
立
憲
国
家
の
樹
立
に
お
け
る
先
導
的
な
役
割

に
つ
い
て
熱
心
に
語
り
、
目
の
前
で
「
今
世
紀
に
お
い
て
文
明
を
世
界
中
に
広
め
る
事
業
の
盟
友
」
と
さ
れ
た
伊
藤
の
姿
が
浮
か
ん

で
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
意
味
で
、「
文
明
」
の
普
及
を
託
さ
れ
た
伊
藤
が
、
イ
エ
ー
ル
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と
何
を
語
り
合
っ
た
の

か
、
さ
ら
に
追
究
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
の
検
討
は
後
日
を
期
し
た
い
。

（
１
）　
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
〇
一
年
十
月
二
十
七
日
付
朝
刊
、『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
一
年
十
月
二
十
七
日
付
朝
刊
、
同
十
一
月
二
十
二

日
付
朝
刊
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
一
年
十
月
二
十
七
日
付
朝
刊
。
な
お
、
三
紙
と
も
、
式
典
で
伊
藤
が
演
説
を
行
っ
た
と
報
じ
て

い
る
が
、
イ
エ
ー
ル
大
学
側
に
は
そ
う
し
た
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

（
２
）　Y

ale U
niversity and Charlton M

iner Lew
is ed., T

he record of the celebration of the tw
o hundredth anniversary 

of the founding of Y
ale College, held at Y

ale U
niversity, in N

ew
 H

aven, Connecticut, O
ctober the tw

entieth to 
O

ctober the tw
enty-third A

.D
., nineteen hundred and one (N

ew
 H

aven: T
he U

niversity, 1（02), p.414. 

邦
訳
は
永
原
宣
氏

（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
歴
史
学
部
助
教
授
）
に
よ
る
。
次
の
文
献
に
も
、
同
様
の
授
与
理
由
と
、「M

arquis H
iroboum

i Ito  
Given degree of LL.D

.

」
と
の
紹
介
文
を
付
し
た
伊
藤
博
文
の
肖
像
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。Y

ale A
lum

ni W
eekly, V

ol. 11 
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N

o. 14 (January, 1（02), p.1（8.

こ
れ
は
、『Y

ale A
lum

ni W
eekly

』
の
特
別
号
で
あ
り
、
“The bicentennial: Issue of 

com
m

em
oration. A

n illustrated account of the celebration of the tw
o hundredth anniversary of the founding of 

Y
ale, at N

ew
 H

aven, Connecticut, on the first four days of the w
eek, beginning O

ctober the tw
entieth, nineteen 

hundred and one

”と
の
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）　

寺
本
康
俊
・
箕
原
俊
洋
「
日
露
戦
争
と
日
米
台
頭
の
時
代
―
一
八
九
五‒

一
九
〇
八
年
」（
五
百
旗
頭
真
編
『
日
米
関
係
史
』
有
斐
閣
、

二
〇
〇
八
年
、
所
収
）、
二
九
頁
。

（
４
）　
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
一
年
九
月
十
一
日
付
朝
刊
。
伊
藤
に
随
行
し
た
都
築
馨
六
は
井
上
馨
の
女
婿
で
、
欧
米
経
験
豊
富
な
外

務
官
僚
・
内
務
官
僚
で
あ
り
、
当
時
は
外
務
次
官
か
ら
転
じ
て
貴
族
院
議
員
の
任
に
あ
っ
た
。
井
上
は
九
月
八
日
付
の
伊
藤
宛
書
簡
で
、

「
都
築
随
行
云
々
は
実
に
御
同
意
仕
候
」（
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
一
、
塙
書
房
、
一
九
七
三
年
、
二
八

五
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
報
道
の
よ
う
に
井
上
の
提
案
に
よ
り
都
築
が
随
行
し
た
と
い
う
よ
り
、
都
築
随
行
と
い
う
伊
藤
の
提
案
に

井
上
が
同
意
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
都
築
は
渡
米
後
、
伊
藤
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

（
５
）　
『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
一
年
十
月
二
日
付
朝
刊
。

（
６
）　

伊
藤
之
雄
『
伊
藤
博
文
―
近
代
日
本
を
創
っ
た
男
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
三
六
三
―
四
七
〇
頁
。

（
７
）　

井
上
馨
は
一
九
〇
一
年
九
月
八
日
付
の
伊
藤
宛
書
簡
で
、「
一
八
日
御
出
発
云
々
十
分
切
迫
之
時
日
に
有
之
、
過
日
申
出
た
る
欧
州

大
勢
並
魯
国
と
の
密
交
渉
に
は
種
々
夫
々
…
…
周
密
な
る
用
意
無
之
而
は
不
相
成
事
と
存
奉
候
」
と
、
今
回
の
欧
米
旅
行
に
よ
る
ロ
シ
ア

と
の
交
渉
に
つ
い
て
十
分
注
意
す
る
よ
う
念
を
押
し
て
い
る
（
前
掲
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
一
、
二
八
五
頁
）。

（
８
）　

桂
は
一
九
〇
一
年
八
月
二
八
日
付
の
井
上
宛
書
簡
に
お
い
て
、「
御
相
談
仕
置
候
公
債
形
式
の
事
は
帰
京
後
蔵
相
と
相
謀
り
昨
日
中

に
取
調
結
了
仕
事
候
」
と
述
べ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
外
債
募
集
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
（
前
掲
『
伊
藤
博
文
関

係
文
書
』
一
、
三
五
九
頁
）。
桂
は
財
政
通
の
元
老
で
あ
る
井
上
に
外
債
募
集
に
つ
い
て
密
接
に
接
触
し
、
井
上
も
こ
れ
に
協
力
し
た

（
伊
藤
之
雄
『
立
憲
国
家
と
日
露
戦
争
―
外
交
と
内
政 

一
八
九
八
〜
一
九
〇
五
』
木
鐸
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
四
七
頁
）。
こ
の
点
は
、

こ
の
時
期
の
井
上
・
桂
の
往
復
書
簡
が
、
そ
の
内
情
を
物
語
っ
て
い
る
（
千
葉
功
編
『
桂
太
郎
関
係
文
書
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一

〇
年
、
四
八
―
五
四
頁
、
千
葉
功
編
『
桂
太
郎
発
書
簡
集
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
一
一
一
―
一
一
四
頁
）。
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（
９
）　

瀧
井
一
博
『
伊
藤
博
文
―
知
の
政
治
家
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）、
二
〇
三
―
二
〇
四
頁
。

（
10
）　

春
畝
公
追
頌
会
編
『
伊
藤
博
文
伝
』
下
巻
（
原
書
房
、
一
九
七
〇
年
）、
五
二
九
―
五
三
〇
頁
。

（
11
）　
『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
〇
一
年
九
月
十
六
日
付
、
東
京
号
外
。

（
12
）　

前
掲
『
立
憲
国
家
と
日
露
戦
争
』、
一
四
七
頁
。

（
1（
）　

瀧
井
一
博
「
伊
藤
博
文
と
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ス
テ
ー
ツ
（U
nited States

）
―
ス
テ
ー
ツ
マ
ン
（Statesm

an

）
と
し
て
の
制
度
哲

学
」（
戸
部
良
一
編
『
近
代
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
―
岐
路
に
立
つ
指
導
者
た
ち
』
千
倉
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
所
収
）、
二
一
―
四
一

頁
。

（
14
）　N

ew
 Y

ork T
im

es, O
ctober （ 1（01. 

邦
訳
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
全
て
同
じ
。

（
1（
）　N

ew
-Y

ork T
ribune, O

ctober （ 1（01. 

伊
藤
は
シ
カ
ゴ
に
向
か
う
途
上
で
も
、
ロ
シ
ア
は
も
は
や
日
本
の
平
和
に
と
っ
て
危
険

な
存
在
で
は
な
く
、
そ
の
朝
鮮
半
島
へ
の
意
図
は
日
本
人
に
と
っ
て
脅
威
で
は
な
い
、
な
ど
と
語
っ
て
い
る
（Chicago D

aily 
T

ribune, O
ctober （ 1（01

）。

（
1（
）　T

he W
ashington Post, O

ctober 11 1（01, Boston D
airy G

lobe, O
ctober 11 1（01, Los A

ngeles T
im

es, O
ctober 11 

1（01.

（
17
）　Chicago D

airy T
ribune, O

ctober 12 1（01.

（
18
）　T

he W
ashington Post, O

ctober 18 1（01.

（
1（
）　T

he W
ashington Post, O

ctober 21 1（01.

（
20
）　

前
掲
伊
藤
『
伊
藤
博
文
』、
四
四
三
―
四
五
七
頁
。

（
21
）　T

he E
vening Star, O

ctober 21 1（01.

昼
食
会
で
は
、
伊
藤
は
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
日
本
国
民
が
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
友
好
的

で
あ
る
と
伝
え
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
も
日
本
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
が
好
意
的
で
あ
る
と
応
じ
た
と
い
う
（T

he W
ashington Post, 

O
ctober 22 1（01

）。
な
お
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
日
記
が
ア
メ
リ
カ
議
会
図
書
館
所
蔵
の
「T

he T
heodore Roosevelt Papers

」

に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
一
九
〇
一
年
分
は
現
存
し
て
い
な
い
。

（
22
）　

マ
ッ
キ
ン
リ
ー
は
一
九
〇
一
年
九
月
五
日
に
狙
撃
さ
れ
、
八
日
後
に
死
去
し
た
。
伊
藤
は
到
着
直
後
に
、
大
統
領
の
暗
殺
に
つ
い
て

は
全
く
賛
同
で
き
な
い
と
述
べ
、
日
本
人
の
間
に
も
大
き
な
悲
し
み
が
広
が
っ
て
い
る
、
と
語
っ
て
い
る
（N

ew
 Y

ork T
im

es, 
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ctober （ 1（01

）。

（
2（
）　N

ew
 Y

ork T
im

es, O
ctober 2（ 1（01. 

伊
藤
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
外
債
募
集
目
標
金
額
に
つ
い
て
、
二
千
五
百
万
ド
ル
だ
と

し
、
都
築
は
、
も
し
こ
れ
が
実
現
し
た
場
合
、
国
内
の
開
発
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
た
（N

ew
 Y

ork T
im

es, O
ctober （ 

1（01

）。
も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
外
債
募
集
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
（
前
掲
伊
藤
『
伊
藤
博
文
』、
四
七
〇
頁
）。
外
債
募
集

失
敗
の
経
緯
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
前
掲
『
立
憲
国
家
と
日
露
戦
争
』、
一
四
六
―
一
五
六
頁
、
参
照
。

（
24
）　

瀧
井
一
博
「
文
明
・
立
憲
制
・
国
民
政
治
―
伊
藤
博
文
の
政
治
思
想
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第
四
六
号
、
二
〇
〇
九

年
十
一
月
）、
六
六
―
八
三
頁
。

（
2（
）　
「
伊
藤
侯
の
演
説　

十
月
十
六
日
、
福
井
市
日
鐘
秀
館
歓
迎
会
に
於
て
」『
東
京
日
日
新
聞
』
一
八
九
九
年
十
月
十
九
日
付
、
東
京
朝

刊
。

（
2（
）　Y

ale A
lum

ni W
eekly, V

ol. 11 N
o. 14 (January, 1（02), pp.1（（-1（8.

（
27
）　

前
掲
「
日
露
戦
争
と
日
米
台
頭
の
時
代
」、
二
九
―
五
二
頁
。

追�

記　

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
イ
エ
ー
ル
大
学
図
書
館
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ツ
・
ア
ン
ド
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
（M

anuscripts and 
A

rchives, Y
ale U

niversity Library
）
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
で
あ
る
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
バ
ー
ガ
ー
氏
か
ら
貴
重
な
情
報
提
供
を
受
け
た
。

記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。


