
伊
藤
が
金
子
に
渡
米
を
依
頼
し
た
の
は
･
二
月
-

,
対
露
開
戦
を
決
定
し
た
御
前
会
議
の
日
の
晩
で
あ
っ
た
｡
米
世
論
を
動
か
す

こ
と
の
難
し
く

成
功
の
見
込
な
き
を
理
由
に
渡
米
を
辞
退
す
る
金
子
に
､
伊
藤
は
,
｢今
度
の
戦
争
で
成
功
す
る
と
思
ふ
者
は

一
人

も
居
ら
ず
'
事
こ
こ
に
至
れ
ば
国
を
賭
し
て
も
戦
ふ
の
表

あ
る
の
み
.
か
-
云
ふ
伊
藤
も
,
我
が
陸
軍
が
満
洲
か
ら
追
払
は
れ
､
海

軍
が
対
馬
海
峡
で
悉
-
沈
め
ら
れ
､
露
草
が
我
国
に
迫
っ
た
時
は
,
身
を
士
卒
に
伍
し
て
鉄
砲
を
担
い
で
,
山
陰
道
か
九
州
海
岸
で
命

の
限
り
露
軍
を
防
ぎ
'

妄

た
り
と
も
敵
に
日
本
の
土
地
を
跨
ま
せ
ぬ
決
心
で
あ
る
.
君
も
成
功

･
K
･成
功
を
間
は
ず
,
あ
ら
ん
限
り

の
力
を
尽
-
し
て
米
国
人
が
同
情
を
寄
せ
る
や
う
に
や
っ
て
-
れ
｣
と
説
い
た
｡
さ
れ
ば
金
子
も

｢
三
寸
の
舌
の
あ
ら
ん
限
り
｣
米
国

民
を
説
得
す
べ
も

訪
米
を
話
し
た
の
で
あ
っ
た

(金
子
堅
太
郎

r日
産
戦
役
秘
録
｣)｡

米
国
に
着
い
て
か
ら
の
金
子
は
'
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
大
統
領
は
じ
め
各
界
の
士
と
交
流
し
,
ま
た
機
会
あ
る
毎
に
演
説
を
行
な
っ

た
｡
彼
の
説
-
と
こ
ろ
'
対
露
戦
争
が
日
本
に
と
つ
て
は
正
義
の
自
衛
戦
争
な
る
こ
と
,
日
本
は
露
国
が
官
房
す
る
が
如
き
野
蛮
国
に

ぁ
ら
ず
し
て
'
維
新
以
来
､
着
々
と
文
明
開
化
の
実
を
挙
げ
て
居
る
こ
と
,
此
度
の
戦
争
に
於
て
も
､
日
本
は
露
国
と
は
違
っ
て
国
際

法
と
人
道
を
忠
実
に
遵
守
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
留
ま
ら
ず
,
日
本
の
歴
史
や
国
民
精
神
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
り
,
そ
の
卓
越
し
た

英
語
に
よ
る
名
演
説
が
正
義
感
の
強
い
米
国
民
に
与
へ
た
影
響
は
甚
大
で
あ
っ
た
と
云
へ
よ
う
｡
金
子
の
活
動
に
つ
い
て
は
次
節
で
触

れ
る
｡

他
方
'
英
国
で
は
末
松
が
'
｢
日
本
側
が
今
回
の
戦
争
を
近
世
文
明
の
精
神
を
以
て
実
行
す
べ
L
と
の
こ
と
を
,
公
衆
に
向
か
っ
て

反
覆
説
示
｣
す
る
に
努
め
て
ゐ
た

(松
村
正
義

盲

露
戦
争
と
金
子
堅
太
郎
｣)0

宣
伝
の
不
得
手
な
日
本
人
が
､
日
露
戦
争
に
際
し
て
は
､
い
ち
早
-
欧
米
に
於
け
る
広
報
活
動
に
着
眼
し
,
か
つ
成
功
し
た
こ
と
は

注
目
す
べ
き
事
実
と
云
へ
る
だ
ら
う
｡
そ
の
後
の
日
本
の
外
交
戦
略
に
於
て
,
広
報

壷

伝
と
云
ふ
視
点
が
碑
も
す
れ
ば
軽
視
さ
れ
が

やや

ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
我
が
国
民
性
の
然
ら
し
む
る
所
と
は
云
ひ
な
が
ら
,
顧
み
て
惜
し
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
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第
六
節

日
露
戦
争
の
世
界
史
的
意
義

ア
ジ
ア
は
日
本
の
勝
利
に
興
奮
し
た

日
露
戦
争
の
重
大
意
義
は
'
ア
ジ
ア
及
び
世
界
の
抑
圧
さ
れ
た
民
族
に
希
望
と
自
信
を
与
へ
､
そ
の
民
族
独
立
運
動
を
促
し
た
こ
と

だ
｡
な
の
に
我
国
の
歴
史
教
科
書
は
'
日
露
戦
争
の
こ
の
や
う
な
世
界
史
的
意
義
に
つ
い
て

一
行
の
紙
幅
も
割
か
う
と
し
な
い
｡

地
理
上
の
発
見
以
後
'
ア
ジ
ア
は
年
を
追
ひ
､
世
紀
を
追
う
て
西
力
東
漸
の
波
に
洗
は
れ
'
白
人
国
家
の
圧
迫
と
支
配
を
受
け
る
に

至
っ
た
｡
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
'
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
諸
国
は
西
洋
列
強
の
植
民
地
と
な
る
か
'
領
土
の
一

部
を
侵
奪
さ
れ
る
か
,
い
づ
れ
か
の
運
命
の
下
に
お
か
れ
て
ゐ
た
｡
そ
の
唯

1
e
例
外
は
我
が
日
本
だ
っ
た
｡
日
本
だ
け
が
'
当
時
ア

ジ
ア
で
唯

l
の
完
全
な
独
立
国
家
で
あ
り
'
立
憲
政
体
と
議
会
制
度
と
近
代
的
軍
隊
を
持
っ
て
ゐ
た
｡
ア
ジ
ア
で
'
憲
法
と
議
会
を
有

す
る
国
は
他
に
存
在
し
な
か
つ
た
の
だ
｡

日
露
戦
争
は
有
色
人
種
の
白
色
人
種
に
対
す
る
勝
利
で
あ
-
'
ま
た
立
憲
国
家
の
専
制
国
家
に
対
す
る
勝
利
の
戦
ひ
で
も
あ
っ
た
.

し
っこく

日
本
の
輝
か
し
き
勝
利
が
'
西
洋
列
強
の
梗
桔
下
に
坤
吟
す
る
ア
ジ
ア
後
進
諸
国
に
与
へ
た
衝
撃
は
甚
大
で
'
日
露
戦
争
は
仝
ア
ジ
ア

はうは
い

を
覚
醒
'
奮
起
せ
し
め
'
こ
こ
に
民
族
独
立
運
動
は
杉
折
と
し
て
起
-
､
広
が
っ
て
行
く
0

｢
ア
ジ
ア
は
日
本
の
勝
利
を
跳
び
上
が
っ
て
喜
ん
だ
｣
と

言

露
戦
争
全
史
｣
の
著
者
ウ
ォ
ー
ナ
-
夫
妻
は
書
い
て
ゐ
る
｡
独
立
の

気
運
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
'
ベ
ト
ナ
ム
'
ビ
ル
マ
'
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
全
域
に
及
ん
だ
｡

イ
ン
ド
も
さ
う
だ
｡
｢
日
本
の
情
熱
が
私
の
情
熱
を
か
き
立
て
た
-
-
民
族
主
義
的
な
思
想
が
私
の
心
を
満
た
し
た
｡
私
は
ヨ
ー
ロ
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ッ
パ
の
束
縛
か
ら
イ
ン
ド
と
ア
ジ
ア
の
自
由
を
取
り
戻
す
た
め
の
院
憩
に
ふ
け
っ
た
｣
と
ネ
ー
ル
は
述
懐
し
て
い
る
｡

6

｢大
き
な
興
奮
が
イ
ン
ド
全
土
を
か
け
め
ぐ
っ
た
｡
片
田
舎
の
村
で
さ
へ
'
イ
ン
ド
人
達
は
車
座
に
な
っ
て
'
ま
た
夜
は
水
煙
草
の

11

壷
の
囲
り
に
集
ま
っ
て
日
本
の
勝
利
に
つ
い
て
語
り
合
っ
て
ゐ
る
｣
-

こ
れ
は
イ
ン
ド
を
旅
行
し
た
あ
る
英
人
の
見
開
だ
｡

だ
が
最
も
衝
撃
の
大
き
か
つ
た
の
は
中
国
で
あ
る
｡
日
清
戦
争
以
後
'
中
国
人
の
日
本
留
学
生
は
漸
増
し
た
が
'
日
露
戦
争
中
か
ら

そ
の
数
は
激
増
L
t
戦
争
の
終
っ
た
翌
明
治
三
十
九
年
へ
東
京
在
留
の
中
国
人
留
学
生
の
数
は

一
万
五
千
に
も
達
し
た
｡

日
清
戦
争
で
の
清
の
敗
北
は
中
国
知
識
階
級
に

｢
日
本
は
何
故
に
強
い
の
か
｣
と
の
疑
問
を
投
げ
か
け
た
が
'
今
や
中
国
人
留
学
生

は
直
接
日
本
社
会
に
触
れ
'
日
本
が
維
新
に
よ
っ
て
外
圧
を
克
服
L
t
立
憲
君
主
制
度
と
富
国
強
兵
を
通
じ
て
近
代
国
家
に
躍
進
し
た

歴
史
の
道
族
を
理
解
し
た
｡
彼
等
が
日
本
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
祖
国
中
国
を
衰
亡
の
淵
か
ら
政
は
ん
と
願
っ
た
の
は
自
然
だ
｡
明
治

i)いとスノ

三
十
八
年
か
ら
留
日
学
生
の
間
に
革
命
気
運
が

接

頭

し

た
｡

ロ
ン
ド
ン
に
在
っ
た
孫
文
が
東
京
の
同
志
か
ら
の
要
請
で
再
び
日
本
に
戻
っ
た
の
は
明
治
三
十
八
年
七
月
'
日
本
の
決
定
的
勝
利
に

よ
っ
て
東
洋
が
感
激
と
興
奮
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
時
だ
っ
た
｡
当
時
'
日
本
に
於
け
る
中
国
軍
命
運
動
に
は
'
孫
文
の
輿
中
会
を
は
じ
め

と
し
て
三
派
が
あ
つ
た
が
'
孫
文
を
迎
へ
て
三
派
は
大
同
団
結
し
'
明
治
三
十
八
年
八
月
へ
東
京
に
於
て

｢中
国
革
命
同
盟
会
｣
が
成

立
し
た
｡
日
露
戦
争
は
'
斯
-
し
て
中
国
の
革
命
運
動
を
大
き
-
前
進
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
｡

諸
民
族
に
独
立
へ
の
勇
気
与
へ
る

日
露
戦
争
に
勝
っ
た
日
本
は
､
正
に
昇
る
太
陽
の
如
-
'
白
人
帝
国
主
義
下
に
岬
吟
す
る
ア
ジ
ア
と
世
界
の
諸
民
族
に
希
望
と
勇
気

を
与
へ
た
.
日
本
に
憧
れ
る
留
学
生
の
急
増
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
'
そ
の
中
の
1
人
で
'
後
年
我
国
と
千
曳
を
交
へ
る
こ
と
に
な

る
蒋
介
石
は
'
当
時
を
次
の
や
う
に
回
想
し
て
ゐ
る
｡

｢当
時

(日
露
戦
争
翌
年
)'
郷
里
に
土
豪
劣
神
が
横
行
し
て
ゐ
る
の
を
痛
憤
し
'
わ
が
国
が
帝
国
主
義
者
の
圧
迫
を
う
け
て
ゐ
る
の
を

目
撃
し
た
｡
と
く
に
日
本
が

一
弱
小
国
で
あ
り
な
が
ら
発
奮
し
て
強
大
と
な
り
'
ロ
シ
ア
帝
国
を
打
ち
破
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

は
,
私
の
精
神
に
も
つ
と
も
大
き
な
刺
激
を
与
へ
た
｡
そ
こ
で
-
-
母
の
許
し
を
乞
ひ
'
日
本
へ
行
っ
て
軍
事
を
学
ぶ
こ
と
に
し

た
｡
国
民
の
一
人
と
し
て
の
義
務
を
尽
-
L
t
国
家
の
外
恥
を
そ
そ
い
で
'
自
強
を
促
進
し
よ
う
と
考

へ
た
の
で
あ
る
｣
｢
日
本
へ

渡
る
船
の
上
で
,
同
行
の
中
国
人
学
生
が
甲
板
に
タ
ン
を
吐
い
た
｡
そ
れ
を
見
て
ゐ
た
中
国
人
の
船
員
が
教
へ
て
く
れ
た
｡
r
日
本

人
は
普
通
や
た
ら
な
所
に
タ
ン
を
吐
か
な
い
｡
手
拭
か
ハ
ン
カ
チ
を
使
ひ
'
折
り
た
た
ん
で
ポ
ケ
ッ
ト
へ
入
れ
て
持
ち
帰
り
'
洗
ふ

な
り
捨
て
る
な
り
す
る
｣
私
に
は
非
常
に
印
象
深
く
'
今
も
忘
れ
ら
れ
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
｣
(r薄
介
石
秘
録
｣)

こ
の
時
に
薄
が
受
け
た

｢清
潔
な
る
日
本
｣
の
印
象
は
深
-
彼
の
記
憶
に
刻
ま
れ
'
三
十
年
後
'
｢新
生
活
運
動
｣
の
構
想
を
生
み

出
す
こ
と
に
な
る
｡
日
本
に
つ
い
て
の
彼
の
い
は
ば
原
体
験
が
こ
こ
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
よ
い
｡

中
国
の
作
家
魯
迅
の
弟
の
周
作
人
も
日
露
戦
争
の
あ
と
日
本
に
留
学
し
た
中
国
人
の
一
人
で
あ
る
が
'
後
年
'
日
露
戦
争
で
の
日
本

の
勝
利
か
ら
受
け
た
感
激
を
か
う
述
べ
て
ゐ
る
｡

｢私
が
初
め
て
東
京
へ
行
っ
た
の
は
明
治
三
十
九
年
'
丁
度
日
露
戦
争
の
終
っ
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
｡
今
で
は
中
国
の
若
い
人
は

も
う
殆
ど
知
ら
ぬ
だ
ら
う
L
t
日
本
人
で
も
お
そ
ら
-
身
に
し
み
て
は
知
る
ま
い
と
思
ふ
の
だ
が
'
そ
の
頃
の
日
本
は
私
ど
も
に
二

つ
の
大
き
な
影
響
を
与
へ
た
の
だ
っ
た
｡

一
つ
は
明
治
維
新
'

三

は
日
露
戦
争
で
あ
る
｡
当
時
中
国
の
知
識
階
級
は
祖
国
の
危
機

を
痛
切
に
感
じ
,
い
か
に
す
れ
ば
国
を
救
ひ
西
洋
各
国
の
侵
略
を
免
れ
う
る
か
t
と
い
ふ
こ
と
に
最
も
腐
心
し
て
ゐ
た
｡
そ
こ
で
日

本
が
維
新
を
成
功
さ
せ
'
変
法
自
強
の
道
を
発
見
し
た
の
を
見
て
大
い
に
奮
起
し
､
ロ
シ
ア
に
勝
利
し
た
の
を
見
て
更
に
少
か
ら
ず

勇
気
づ
け
ら
れ
､
西
洋
に
抵
抗
し
て
東
亜
の
保
全
を
計
る
の
は
不
可
能
で
な
い
こ
と
を
思
ひ
知
っ
た
｡
中
国
で
留
学
生
を
日
本
に
遣

は
し
た
狙
ひ
も
こ
こ
に
あ
っ
た
わ
け
で
-
-
こ
の
ご
ろ
流
行
り
の
言
葉
で
い
へ
ば
'
み
な
熱
烈
な
興
亜
の
意
気
に
燃
え
て
ゐ
た
の
で

あ
る
｡
中
国
人
が
い
か
に
日
本
の
明
治
維
新
に
感
服
賛
嘆
し
､
日
露
戦
争
に
関
し
て
い
か
に
日
本
の
勝
利
を
願
っ
た
こ
と
か
'
今
思

出
し
て
も
実
際
奇
異
な
く
ら
い
で
あ
る
｡
率
直
に
言
っ
て
'
そ
れ
は
去
年
の
大
東
亜
戦
勃
発
の
時
に
幾
分
か
ま
さ
る
ほ
ど
真
実
で
熱

烈
で
あ
っ
た
｣
(r留
学
中
の
思
い
出
し)
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ま
た
､
日
本
と
は
不
倶
戴
天
の
敵
で
あ
っ
た
中
共
の
毛
沢
東
で
す
ら

8

｢
私
は
彼

(日
本
留
学
か
ら
帰
国
し
た
教
師
)
が
日
本
に
つ
い
て
話
す
の
を
聴
-
の
が
好
き
で
し
た
｡
彼
は
音
楽
と
英
語
を
教
へ
て
ゐ

11

ま
し
た
｡
そ
の
歌
の
1
つ
に
日
本
の

言

海
の
海
戦
)
と
い
ふ
の
が
あ
り
へ
そ
の
歌
詞
の
美
し
い
言
葉
を
い
ま
だ
に

一
部
分
覚
え
て

ゐ
ま
す
｡
-
-
当
時
私
は
日
本
の
美
を
知
り
'
ま
た
感
じ
と
り
'
こ
の
ロ
シ
ア
へ
の
勝
利
の
歌
に
日
本
の
誇
り
と
力
と
い
っ
た
も
の

を
感
じ
た
の
で
し
た
｣
(
エ
ド
ガ
-
･
ス
ノ
ー

r中
国
の
赤
い
星
｣
)

と
語
っ
て
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
'
我
が
勝
利
が
支
那
の
人
々
に
与
へ
た
感
銘
の
深
さ
が
知
ら
れ
よ
う
｡

支
那
ば
か
り
で
は
な
い
｡
イ
ン
ド
の
王
族
階
級
出
身
で
あ
-
な
が
ら
'
愛
国
者
で
あ
っ
た
ビ
ハ
リ

･
ボ
ー
ス
が
,
イ
ン
ド
の
準
止
運

動
皇

心
す
よ
う
に
な
っ
た
の
も
日
露
戦
争
に
刺
激
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
彼
は
日
露
戦
争
の
翌
年
に
国
民
会
議
派
の
急
進
派
に
参

加
し
'
武
力
革
命
を
主
張
し
た
｡
彼
が
後
年
'
日
本
に
亡
命
L
t
頭
山
滴
ら
の
計
ら
ひ
で
新
宿
中
村
屋
の
相
馬
愛
蔵
に
か
く
ま
は
れ
る

こ
と
に
な
る
話
は
有
名
で
あ
る

(相
馬
愛
蔵

二

商
人
と
し
て
｣)0

日
本
の
勝
利
が
独
立
運
動
家
に
勇
気
と
希
望
を
与
へ
'
民
族
主
義
の
気
運
を
盛
り
上
げ
'
運
動
を
推
進
し
た
の
は
,
こ
の
他
,
フ
ィ

リ
ピ
ン
'
ベ
ト
ナ
ム
'
ビ
ル
マ
'
イ
ン
ド
ネ
シ
ャ
に
於
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
｡

ま
た
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
'
長
年
ロ
シ
ア
の
暴
圧
に
苦
し
ん
で
き
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
､
ポ
ー
ラ
ン
ド
､
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
の
欧
洲

の
国
々
も
'
ロ
シ
ア
の
敗
北
を
切
望
L
t
日
本
の
捷
報
に
歓
喜
し
た
の
で
あ
り
t
か
-
見
れ
ば
'
日
本
の
勝
利
は
世
界
史
的
な
意
義
を

有
す
る
に
至
っ
た
と
云
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ら
う
｡

第
七
節

韓
国
併
合

へ
の
道

欺
晴
的
な
韓
国
の

〟中
立
声
明
″

日
露
戦
争
終
結
後
'
世
界
と
極
東
の
政
局
の
潮
流
を

一
変
さ
せ
る
諸
々
の
事
件
や
事
態
が
､
僅
か
十
数
年
の
間
に
生
起
し
た
｡
韓
国

いわ
ゆ
ろ

併
合
'
辛
亥
革
命
'
そ
し
て

所

謂

｢
二
十

一
ヵ
条
｣
問
題
､
満
洲
の
鉄
道
争
覇
戦
'
米
国
の
排
日
移
民
問
題
'
ロ
シ
ア
革
命
'
シ
ベ
リ

ア
出
兵
等
､
第

一
次
欧
洲
大
戦
の
波
紋
で
あ
る
｡
こ
の
中
で
'
極
東
政
情
に
安
定
を
も
た
ら
し
た
の
は
韓
国
併
合
の
み
'
他
は
悉
-
級

日
の
事
変
及
び
戦
争
の
遠
因
と
な
っ
た
｡

日
露
戦
争
が
各
国
の
民
族
独
立
連
動
を
勇
気
づ
け
'
促
進
し
た
の
と
は
裏
腹
に
'
ひ
と
り
韓
国
が
日
本
に
併
合
さ
れ
る
道
を
辿
っ
た

こ
と
は

一
見
矛
盾
し
た
現
象
の
や
う
で
は
あ
る
が
'
こ
れ
は
日
露
戦
争
が
韓
国
を
め
ぐ
っ
て
戦
ほ
れ
た
こ
と
と
深
-
結
び
つ
い
て
ゐ

る
｡
そ
こ
で
'
日
韓
両
国
民
の
感
情
に
深
い
亀
裂
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
韓
国
併
合
へ
の
過
程
を
略
述
し
よ
う
｡

明
治
三
十
七
年

二

九
〇
四
年
)

一
月
'
日
露
関
係
が
急
追
す
る
や
'
韓
延
は
突
如
､
｢
厳
正
中
立
｣
を
密
か
に
列
国
に
打
電
し
た

が
､
す
で
に
京
城
を
制
圧
し
て
ゐ
た
ロ
シ
ア
は
こ
れ
を
無
視
し
た
｡
露
兵
を
撤
退
さ
せ
得
な
い

〟中
立
声
明
″

は

一
片
の
空
文
に
過
ぎ

な
か
っ
た
｡

そ
も
そ
も
宣
戦
布
告
も
交
戦
行
動
も
な
い
の
に
'
こ
の
奇
妙
な
声
明
が
出
た
の
は
'
ロ
シ
ア
側
の
戦
術
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
戦

争
と
な
れ
ば
'
日
本
が
朝
鮮
を
進
路
に
選
ぶ
こ
と
は
明
白
だ
っ
た
の
で
'
日
本
軍
の
朝
鮮
領
土
利
用
を
予
め
封
じ
て
お
か
う
と
し
て
'

ロ
シ
ア
側
か
ら
知
恵
を
つ
け
ら
れ
'
朝
鮮
政
府
は
こ
の
や
う
な
早
ま
っ
た
中
立
声
明
を
発
し
た
の
だ
と
云
ほ
れ
て
ゐ
る
｡
そ
の
上
'
こ
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