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中
山
和
芳
著

『
ミ
カ
ド
の
外
交
儀
礼
―
明
治
天
皇
の
時
代
』

朝
日
新
聞
社
　
二
〇
〇
七
年
一
月

　
眉
を
剃
ら
れ
、
顔
を
長
く
見
せ
る
た
め
に
額
の
真
中
に
墨
で
眉
を
書
か

れ
、
お
歯
黒
を
し
、
白
粉
を
塗
り
た
く
っ
た
顔
に
雄
鶏
の
と
さ
か
を
思
わ

せ
る
か
ぶ
り
も
の
を
載
せ
、
一
言
も
発
す
る
こ
と
の
な
い
十
四
、十
五
歳

の
背
の
高
い
少
年

─
こ
れ
が
は
じ
め
て
の
外
国
人
使
節
で
あ
る
フ
ラ

ン
ス
人
公
使
ロ
ッ
シ
ュ
の
目
に
映
っ
た
明
治
天
皇
睦
仁
の
姿
で
あ
っ
た
。

時
に
一
八
六
八
年
（
慶
応
四
年
）
三
月
二
三
日
、場
所
は
京
都
御
所
紫
宸
殿
。

後
に
御
真
影
と
な
り
全
国
に
出
回
っ
た
大
元
帥
服
に
身
を
包
み
、
濃
い
黒

い
髭
を
た
く
わ
え
、
左
手
に
剣
を
つ
か
み
右
前
方
を
鋭
い
目
で
み
つ
め
る

精
悍
な
明
治
天
皇
の
写
真
（
実
は
こ
れ
は
お
雇
い
外
国
人
キ
ヨ
ッ
ソ
ー
ネ
の

画
を
撮
影
し
た
も
の
で
、
明
治
二
二
年
の
作
）
に
見
慣
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ

に
は
、
と
て
も
同
一
人
物
と
は
思
え
な
い
。

　
本
書
は
こ
の
お
稚
児
さ
ん
を
思
わ
せ
る
女
性
的
少
年
天
皇
が
、
大
日
本

帝
国
の
統
帥
者
と
し
て
の
男
性
的
天
皇
へ
と
変
貌
し
て
い
く
姿
を
、
諸
外

国
の
外
交
使
節
の
謁
見
の
記
述
を
と
お
し
て
紹
介
す
る
こ
と
を
主
眼
と

し
て
い
る
。
政
権
が
そ
れ
ま
で
の
大
君
（
タ
イ
ク
ー
ン
）
か
ら
天
皇
（
エ

ン
ペ
ラ
ー
）
に
代
わ
っ
た
時
期
か
ら
、明
治
憲
法
発
布
ま
で
の
時
代
を
扱
っ

て
い
る
。
尊
王
攘
夷
か
ら
開
国
へ
と
急
旋
回
し
、
そ
の
後
新
政
府
の
も
と

で
脱
亜
入
欧
の
名
の
下
に
西
欧
化
と
い
う
近
代
化
の
道
を
ひ
た
走
っ
た

明
治
日
本
の
変
貌
ぶ
り
を
、
天
皇
、
皇
后
を
初
め
と
す
る
皇
族
や
そ
れ
を

取
り
巻
く
閣
僚
た
ち
の
文
字
通
り
立
ち
居
振
る
舞
い
を
通
し
て
描
き
出

す
と
い
う
視
点
は
、
こ
れ
ま
で
に
類
書
も
な
く
、
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ

る
。

　
徳
川
時
代
の
天
皇
は
京
都
の
御
所
を
出
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
い

わ
ば
幽
閉
さ
れ
て
い
た
も
同
然
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
同
志
社
大
学
の
私
の

研
究
室
か
ら
は
御
所
が
眼
下
に
見
下
ろ
せ
た
か
ら
、
そ
の
大
き
さ
は
肌
で

実
感
で
き
る
。
石
塀
に
囲
ま
れ
た
御
所
内
宮
の
面
積
は
意
想
外
に
小
さ

い
。
幕
末
の
一
八
六
三
年
に
孝
明
天
皇
が
攘
夷
祈
願
の
た
め
加
茂
社
と
石

清
水
八
幡
宮
へ
行
幸
し
た
の
が
な
ん
と
二
三
七
年
ぶ
り
の
外
出
だ
と
い

う
か
ら
驚
く
。
そ
れ
ほ
ど
天
皇
と
は
民
衆
か
ら
ほ
ど
遠
く
、
民
衆
は
天
皇

の
存
在
す
ら
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
明
治
新
政

府
の
最
初
の
仕
事
は
〈
見
え
な
い
天
皇
〉
か
ら
〈
見
え
る
天
皇
〉
へ
、
つ

ま
り
天
皇
の
「
視
覚
化
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　「
本
書
は
…
…
天
皇
が
外
国
人
、
ひ
い
て
は
諸
外
国
に
対
し
て
、
ど
の

よ
う
に
視
覚
化
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
具
体

的
に
は
、
天
皇
（
な
ら
び
に
皇
后
）
が
外
国
公
使
や
来
日
し
た
賓
客
に
対

し
て
、
ど
の
よ
う
に
応
接
し
た
か
を
詳
し
く
述
べ
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
に

よ
っ
て
明
治
天
皇
の
行
っ
た
外
交
儀
礼
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

…
…
け
れ
ど
も
、
外
交
儀
礼
を
正
面
に
据
え
て
、
そ
の
変
遷
を
論
じ
た
も

の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
存
在
し
な
い
」
と
著
者
は
言
う
。
こ
の
言
葉
の

と
お
り
、
著
者
は
い
さ
さ
か
禁
欲
的
に
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
価
値

判
断
を
ま
じ
え
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
外
交
儀
礼
の
変
化
に
目
を
凝
ら

し
て
い
く
。
し
か
も
外
国
使
節
団
の
記
録
と
、日
本
側
の
「
明
治
天
皇
紀
」

な
ど
の
記
述
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
同
じ
出
会
い
が
全
く
違
っ
た
光
を
浴
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び
て
、
立
ち
現
れ
る
。

　
一
八
六
八
年
と
言
え
ば
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
に
始
ま
る
戊
辰
戦
争
の

真
っ
只
中
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
で
新
政
府
は
国
の
元
首
で
あ
る
天
皇
に
外

交
使
節
を
会
わ
せ
る
こ
と
で
、
自
ら
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
躍
起
と

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
が
実
現
す
る
ま
で
に
は
大
変
な
道
の
り
が

あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
時
期
に
は
堺
事
件
、
神
戸
事
件
と
い
っ
た
外
国
人

襲
撃
事
件
が
多
発
し
て
い
た
の
だ
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
東
久
世
の
回

顧
録
に
よ
る
と
、
半
ば
禽
獣
の
如
く
考
え
て
い
た
「
異
人
」
が
天
皇
と
握

手
す
る
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
大
激
論
に
な
っ
た
と
い
う
。
な
に
し
ろ

自
国
の
「
臣
民
」
の
手
さ
え
握
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
天
皇
が
汚
れ
た
異

人
の
手
を
握
る
こ
と
に
な
っ
て
は
天
照
皇
大
神
宮
に
申
し
分
け
な
い
と

言
う
の
だ
。
最
も
騒
い
だ
の
は
宮
中
の
女
官
た
ち
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
そ

の
頃
の
天
皇
の
位
置
が
推
し
量
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
公
使
は
「
外
国

の
天
子
の
名
代
」
だ
か
ら
こ
れ
を
断
れ
ば
外
国
軍
が
攻
め
て
き
て
、
京
都

は
焼
き
払
わ
れ
る
や
も
知
れ
ぬ
と
い
っ
て
東
久
世
は
恫
喝
ま
が
い
の
説

得
を
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
諸
外
国
の
公
使
た
ち
と
の
謁
見
が
始
ま
る

が
、
当
初
は
試
行
錯
誤
の
連
続
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
外
国
側
も
こ

の
万
世
一
系
の
天
皇
に
対
し
て
は
敬
意
を
払
い
慎
重
な
態
度
を
示
し
た

よ
う
だ
。
た
と
え
ば
英
国
公
使
パ
ー
ク
ス
の
拝
謁
の
時
に
は
、
宮
廷
に
伺

候
し
た
こ
と
の
な
い
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
に
は
陪
席
が
許
さ
れ
な
か
っ

た
と
言
う
。
し
か
し
日
本
側
の
通
訳
は
伊
藤
俊
介
（
博
文
）
だ
っ
た
と
言

う
か
ら
、
こ
の
点
で
は
日
本
の
ほ
う
が
身
分
制
度
の
壁
は
崩
れ
て
い
た
と

言
え
そ
う
だ
。

　
そ
れ
で
も
最
初
の
頃
は
、
欧
米
人
に
は
理
解
不
能
な
宗
教
的
儀
式
が
と

り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
代
表
格
が
、「
エ
ジ
ン
バ
ラ
公
の

清
め
」
と
言
わ
れ
る
事
例
で
あ
る
。
明
治
二
年
、
場
所
は
江
戸
城
に
移
っ

て
い
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
次
男
を
迎
え
る
た
め
に
、
御
幣
に
よ
っ

て
汚
れ
を
祓
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
を
聞
い
た
福
沢
諭
吉
は
「
実
に

苦
々
し
い
こ
と
で
、
私
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
笑
い
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
泣

き
た
く
思
い
ま
し
た
」
と
『
福
翁
自
伝
』
で
慨
嘆
し
て
い
る
が
、
エ
ジ
ン

バ
ラ
公
本
人
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
神
官
が
御
幣
に
よ
っ
て
悪
霊
を

払
っ
た
こ
と
に
日
本
側
の
妥
協
を
見
る
南
校
お
雇
い
外
国
人
グ
リ
フ
ィ

ス
の
ほ
う
が
冷
静
に
事
態
を
観
察
し
て
い
る
と
私
に
は
思
え
る
。

　
し
か
し
ひ
と
た
び
禁
を
破
っ
て
し
ま
う
と
、
歯
止
め
が
利
か
な
く
な
る

性
向
が
日
本
人
に
は
あ
る
が
、
そ
の
後
天
皇
の
接
見
は
頻
繁
に
な
り
、
ま

す
ま
す
天
皇
の
「
視
覚
化
」
は
進
み
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
無
言
で
動
き
が
な
か
っ
た
天
皇
の
肉
声
が
聞
こ
え
出
し
、
御
簾
の
奥
か

ら
そ
の
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
動
き
に
警
鐘
を
鳴

ら
し
た
の
は
英
国
代
理
公
使
ア
ダ
ム
ス
だ
っ
た
。
米
国
が
天
皇
の
大
統
領

化
を
画
策
し
て
い
る
と
し
て
変
革
の
急
速
さ
に
危
惧
を
お
ぼ
え
、
岩
倉
具

視
に
苦
言
を
呈
し
た
と
い
う
。
一
八
七
一
年
の
こ
と
だ
。
一
八
七
四
年
に

来
日
し
、
東
京
外
国
語
学
校
魯
語
科
の
お
雇
い
教
授
と
な
っ
た
メ
ー
チ
ニ

コ
フ
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
す
で
に
岩
倉
使
節
団
と
出
会
っ
て
お
り
、
そ

の
と
き
の
印
象
か
ら
岩
倉
が
明
治
政
府
の
守
旧
派
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
の

ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
の
大
の
信
奉
者
だ
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
が
、
外
遊
直

前
の
岩
倉
が
ア
ダ
ム
ス
の
苦
言
に
膝
を
打
っ
て
い
た
こ
と
は
注
目
し
て

い
い
。
岩
倉
は
欧
米
列
強
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
を
近
代
化
の
モ
デ
ル
と
考

え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
二
人
目
の
国
賓
と
し
て
来
日
し
た
ロ
シ
ア
の
ア

レ
ク
セ
イ
公
（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
の
第
三
皇
子
）
の
歓
迎
は
そ
れ
ま
で

と
違
っ
て
い
た
。
天
皇
は
自
ら
乾
杯
の
音
頭
を
取
り
、
肖
像
写
真
を
公
に

贈
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
天
皇
は
ロ
シ
ア
軍
艦
を
訪
問
さ
え
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
一
大
事
件
と
し
て
各
国
の
マ
ス
コ
ミ
が
取
り
上
げ
た
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ら
し
い
。
著
者
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
天
皇
の
ロ
シ
ア
に
対
す
る
好

誼
の
影
に
岩
倉
の
姿
が
見
え
隠
れ
す
る
。

　
実
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
日
本
の
外
交
態
度
を
占
う
よ
う
な
国
際
事
件

が
起
き
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
世
に
い
う
「
マ
リ
ア
・
ル
ー
ス
号
事
件
」

で
あ
る
。
中
国
人
労
働
者
を
満
載
し
た
ペ
ル
ー
船
籍
の
帆
船
か
ら
一
人
の

労
働
者
が
脱
出
、
日
本
側
に
助
け
を
求
め
た
の
だ
っ
た
。
時
の
外
務
大
臣

副
島
種
臣
は
こ
れ
を
奴
隷
船
と
断
定
し
、
出
航
を
停
止
し
、
労
働
者
全
員

を
中
国
に
帰
還
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ペ
ル
ー
政
府
は
こ
れ
に
強
く
抗
議

し
、
国
際
問
題
に
な
る
が
、
日
本
側
の
要
望
で
ロ
シ
ア
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ル
二
世
を
裁
判
長
に
仲
裁
裁
判
が
開
か
れ
た
結
果
、
七
五
年
に
判
決
が

下
り
、
日
本
が
勝
訴
し
た
の
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
皇
帝
が
裁
判
長
と
は
奇
異

の
感
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
六
一
年
の
農
奴
解
放
に
よ
っ
て
、
解
放

皇
帝
の
名
は
世
界
に
と
ど
ろ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
件
で

も
、
米
欧
回
覧
か
ら
帰
国
し
た
岩
倉
の
建
言
が
あ
っ
た
も
の
と
私
は
推
察

す
る
。

　
こ
の
時
期
、
天
皇
は
お
雇
い
外
国
人
を
招
待
し
、
断
髪
し
服
装
も
洋
服

に
改
め
、
自
ら
西
洋
化
を
進
め
て
い
く
。
例
え
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ブ

ラ
ッ
ク
は
そ
れ
ま
で
「
つ
ま
先
で
歩
い
て
い
た
」
天
皇
が
「
頭
髪
と
服
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
、
歩
き
方
は
自
然
で
、
活
発
で
あ
り
、
何
も
か
も
前
よ
り

よ
く
な
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
さ
す
が
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
家
ブ

ス
ケ
は
こ
う
し
た
西
洋
振
り
に
不
快
感
を
隠
せ
な
い
。「
気
取
っ
た
物
腰

で
身
を
と
り
つ
く
ろ
う
が
、
そ
の
物
腰
は
彼
ら
の
も
の
で
も
我
々
の
も
の

で
も
な
く
、
ま
さ
に
何
人
の
も
の
で
も
な
い
が
故
に
万
人
を
驚
か
す
」
と
。

し
か
し
こ
う
し
た
天
皇
の
西
洋
化
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
支
配

階
級
の
西
洋
化
に
は
益
々
拍
車
が
か
か
っ
て
い
き
、
鹿
鳴
館
外
交
へ
と
突

き
進
ん
で
い
く
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
天
皇
自
身
は
舞
踏

会
は
嫌
い
だ
っ
た
よ
う
だ
。
自
由
民
権
運
動
の
激
化
事
件
が
吹
き
荒
れ
る

中
、
夜
な
夜
な
開
か
れ
る
夜
会
に
集
う
日
本
人
高
官
た
ち
の
燕
尾
服
姿

を
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
は
、「
い
つ
も
、
な
ん
だ
か
猿
に
よ
く
似
て
い
る
」

と
評
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　
ロ
シ
ア
を
専
門
と
す
る
私
に
と
っ
て
、「
長
崎
弁
を
話
す
ロ
シ
ア
大
公
」

の
く
だ
り
は
面
白
か
っ
た
。
得
意
に
な
っ
て
長
崎
弁
を
話
す
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ル
大
公
の
言
葉
に
皇
后
が
涙
を
流
し
て
笑
っ
た
と
言
う
の
だ
。
お
そ
ら

く
東
洋
艦
隊
の
将
校
だ
っ
た
大
公
は
長
崎
の
稲
佐
村
の
日
本
人
妻
か
ら

教
わ
っ
た
日
本
語
を
披
露
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
道
の
達
人
、
首

相
の
伊
藤
博
文
が
大
い
に
興
味
を
示
し
、「
稲
佐
の
方
言
を
と
て
も
上
手

に
教
え
た
こ
と
に
対
し
、
政
府
の
名
に
お
い
て
、
そ
の
方
に
感
謝
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
そ
の
方
か
ら
ど
の
く
ら
い
日
本
語
を
習
わ
れ
ま
し
た
か
」

と
別
れ
際
に
伊
藤
が
尋
ね
た
と
大
公
自
身
書
き
残
し
て
い
る
の
だ
。

　
わ
が
国
の
文
明
開
化
に
果
た
し
た
天
皇
の
役
割
を
、
膨
大
な
文
献
を
駆

使
し
て
跡
付
け
た
本
書
は
、
わ
れ
わ
れ
が
観
念
の
中
で
単
純
化
し
て
整
理

し
て
し
ま
う
歴
史
プ
ロ
セ
ス
を
、
時
に
重
箱
の
隅
を
ほ
じ
く
る
か
に
見
え

る
ほ
ど
の
き
め
細
か
さ
で
具
体
的
に
再
現
し
て
お
り
、
近
代
化
と
い
う
も

の
を
考
え
直
す
上
で
貴
重
な
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
近
年
天
皇

制
を
め
ぐ
る
議
論
は
喧
し
い
が
、
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
ら
わ
れ

な
い
沈
着
冷
静
な
記
述
に
徹
底
し
た
著
者
の
見
識
は
高
く
評
価
さ
れ
て

い
い
だ
ろ
う
。

（
渡
辺
雅
司
）


