
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
ま
ま
、
亡
く
な
る

ま
で
イ
ギ
リ
ス
へ
の
帰
国
を
認
め
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。

昭
和
24
年（
１
９
４
９
）、
時
の
吉
田

茂
首
相
の
配
慮
に
よ
り
、
吉
田
が
親
交
の

あ
っ
た
加
納
久
朗
の
一
宮
町
追
手
の
別
邸

へ
転
居
し
ま
し
た
。
一
宮
で
は
ベ
イ
テ
ィ

は
町
民
の
人
々
と
よ
く
交
流
し
て
い
た
と

い
い
ま
す
。

昭
和
29
年（
１
９
５
４
）
２
月
９
日
、

一
宮
に
て
死
去
。享
年
85
歳
。

（
教
育
委
員
会　
江
澤
一
樹
）

【
問
合
せ
】教
育
課 

☎(
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１
４
１
６

ト
ー
マ
ス
・
ベ
イ
テ
ィ
は
イ
ギ
リ
ス

の
著
名
な
国
際
法
学
者
で
、
大
正
５
年

（
１
９
１
６
）に
日
本
政
府
の
要
請
で
外

務
省
の
法
律
顧
問
に
就
任
し
、
開
戦
直
前

の
昭
和
16
年（
１
９
４
１
）ま
で
こ
の
職

を
務
め
た
人
物
で
す
。

戦
前
は
日
本
の
法
律
顧
問
と
し
て
、
日

本
の
中
国
に
お
け
る
立
場（
満
州
国
の
建

国
な
ど
）を
一
貫
し
て
擁
護
し
ま
し
た
。

開
戦
前
夜
の
昭
和
16
年
、
日
英
関
係
が
悪

化
す
る
中
で
イ
ギ
リ
ス
へ
の
帰
国
を
勧
告

さ
れ
ま
す
が
、「
わ
た
し
の
場
合
、帰
国
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
平
和
へ
の
希
望
を
全

て
捨
て
去
る
こ
と
で
あ
る
」と
し
て
日
本

に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

開
戦
後
、
法
律
顧
問
の
職
を
辞
し
ま
す

が
、
そ
の
後
に
彼
の
書
い
た
論
評
に
は
連

合
国（
米
英
な
ど
）へ
の
批
判
が
書
か
れ

て
お
り
、
親
日
的
な
立
ち
位
置
に
あ
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
戦
中
は
軍
部
や
警
察

か
ら「
敵
性
外
国
人
」
と
い
う
こ
と
で
、

様
々
な
嫌
が
ら
せ
を
受
け
た
た
め
、
日

光
・
中
禅
寺
湖
に
疎
開
し
て
い
ま
し
た
。

戦
後
、
戦
前
の
日
本
政
府
へ
の
協
力
を

理
由
と
し
て
、
東
京
の
英
国
大
使
館
に
よ

り
戦
後
旅
券
発
給
が
拒
否
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
祖
国
か
ら
は「
反
逆
者
」と
し
て

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

今
年
は
加
納
久
宜
公
没
後
百
年
と
い
う
こ

と
で
、
公
の
ご
業
績
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
が

多
く
あ
り
ま
し
た
。公
は
、そ
の
生
涯
を
通
じ

て
、
大
き
な
事
業
を
多
く
成
し
遂
げ
ら
れ
ま

し
た
。私
が
公
の
お
人
柄
・
お
考
え
の
中
で
、

特
に
す
ば
ら
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
３
つ
あ

り
ま
す
。

一
つ
目
は
、
今
年
の
３
月
号
に
も
記
し
ま

し
た
が
、公
が
一
貫
し
て
、地
方
・
地
域
の
振

興
に
心
を
砕
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
公

は
、国
の
繁
栄
の
礎
は
、地
方
・
地
域
の
繁
栄

に
あ
る
、と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。鹿
児
島
県
知

事
時
代
の
、
イ
ン
フ
ラ
・
農
業
・
教
育
各
方

面
で
の
鹿
児
島
県
建
て
直
し
や
、
東
京
・
入

新
井
村
で
の
信
用
組
合
設
立
な
ど
の
地
域
お

こ
し
、
そ
し
て
農
商
務
大
臣
を
断
っ
て
一
宮

町
長
に
ご
就
任
さ
れ
、町
を
全
国
模
範
町
村

へ
押
し
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
、
公
は
地
域

振
興
に
お
い
て
目
覚
ま
し
い
成
果
を
残
さ
れ

ま
し
た
。
麻
生
副
総
理
も
記
念
式
典
で
お
話

し
下
さ
い
ま
し
た
が
、公
の
よ
う
に
、中
央
よ

り
も
地
方
の
振
興
に
関
心
を
向
け
ら
れ
た
方

は
、明
治
の
偉
人
の
中
で
は
珍
し
く
、た
い
へ

ん
先
見
性
に
富
ん
で
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

二
つ
目
は
、
公
が
身
分
の
上
下
に
関
わ
ら

ず
、
誰
を
も
平
等
に
扱
わ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
当
時
、
加
納
家
に
も
使
用
人
の
男
女

が
働
い
て
い
た
そ
う
で
す
。公
は
、時
に
、使

用
人
の
人
た
ち
に
、「
お
ま
え
た
ち
に
も
そ
れ

ぞ
れ
意
見
が
あ
る
だ
ろ
う
、
座
敷
に
上
が
っ

て
述
べ
な
さ
い
」と
い
わ
れ
、使
用
人
た
ち
は

大
変
恐
縮
し
た
そ
う
で
す
。当
時
は
、江
戸
時

代
の
名
残
も
あ
り
、
身
分
の
高
下
は
厳
然
た

る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
公
は
そ
う
し
た
こ

と
を
無
視
し
て
、一
人
一
人
を
大
事
に
扱
わ
れ

た
の
で
す
。こ
れ
は
公
の
人
間
性
の
豊
か
さ

を
示
す
も
の
で
す
。

三
つ
目
は
、
公
が
現
場
を
大
事
に
さ
れ
た

こ
と
で
す
。鹿
児
島
時
代
に
は
、離
島
も
含
め

て
つ
ぶ
さ
に
視
察
を
行
い
、
現
地
の
人
々
と

ひ
ざ
を
交
え
て
話
を
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
後

年
、
鹿
児
島
を
再
訪
し
た
時
の
最
初
の
言
葉

は
、「
昔
植
え
た
ミ
カ
ン
の
木
が
見
た
い
」だ
っ

た
と
い
わ
れ
ま
す
。地
域
振
興
の
た
め
に
、ま

ず
現
場
に
身
を
置
き
、
真
剣
に
状
況
を
見
極

め
て
、有
効
な
施
策
を
行
う
、と
い
う
の
が
公

の
ス
タ
イ
ル
で
し
た
。
机
上
の
空
論
を
振
り

回
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
は
、
こ
う
し
た
加
納
公
の
精
神
は
、
大

変
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
と
、
深
く
尊
敬

の
気
持
ち
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。今
後
も
、加

納
公
を
目
標
と
し
て
奮
闘
し
て
ま
い
る
の
が
、

一
宮
町
長
と
し
て
の
努
め
だ
と
、
深
く
肝
に

銘
じ
て
い
ま
す
。

一宮町長
馬淵 昌也

▲晩年のトーマス・ベイティ
（同「黄昏の国際法」より）

▲加納久朗別邸（戦後の絵葉書）
ベイティが居住したと思われる
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一
宮
町
の
歴
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特
集

　
「
一
宮
町
ゆ
か
り
の
人
々
⑰
」

ト
ー
マ
ス
・
ベ
イ
テ
ィ

（
１
８
６
９
〜
１
９
５
４
）
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