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才

招

商

局

の
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史

-

1
中

国

の

猟

占

的

汽

船

食

敢

-

ド

7
九
三
〇
年
､
中
国
に
お
い
て
最
古
の
歴
史
を
も
つ
最
大
の
落

骨
敢
'
招

商
局
が
図
民
政
噺
に
よ
っ
て
囲
管
に
移
き
れ
た
.
こ
の
骨
紅
の
布
衣
は
中
歯

近
代
史
上
に
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
､
以
下
に
紹
介
す

る
酪
商
局
略
史
は
同
年
十

1
月

1
日
付
'
申
報
紙
上
に
費
表
さ
れ
た
招
商
声T.I

級
雛
'
李
仲
公
民
の
談
話
に
基
づ
-
も
の
で
あ
っ
て
､
清
末
か
ら
民
国
初
年

に
か
け
て
P,の
企
業
形
意
を
示
す
鮎
に
無
限
の
興
味
が
あ
る
O

清
代
に
五
口
通
商
倹
約
が
成
立
し
て
か
ら
'
外
囲
の
帆
船
が
盈
ん
に

進
出
し
て
'
中
国
の
沙
船
が
到
底
競
争
で
き
な
い
.
つ
づ
い
て
汽
船
お

流
行
す
る
こ
と
に
な
る
と
'
そ
の
能
率
は
愈
々
大
き
-
'
中
国
の
膏
式

な
航
蓮
業
は
完
全
に
塵
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
｡
そ
こ
で
中
国
の
富
商
等

按
汽
船
の
容
量
が
玉
大
で
安
全
迅
速
な
の
を
目
撃
し
,
中
に
は
汽
船
を

買
っ
て
各
港
の
間
を
往
爽
し
､
貨
物
を
運
ん
で
貿
易
す
る
者
も
出
て
き

允
.
允
だ
洋
商
は
玉
顔
の
資
本
を
擁
し
て
勢
力
を
張
っ
て
ゐ
る
の
fjr

宮

崎

市

定

彼
等
は
そ
の
庇
護
を
求
め
て
こ
れ
に
帝
展
し
'

中
国
船

で
あ
-
な
が

ら
'
大
て
い
は
外
囲
の
旗
を
掲
げ
る
や
う
な
状
態
で
あ
っ
た
.
こ

の
有

珠
を
見
た
直
奪
総
督
の
李
鴻
章
は
'
同
拾
十

一
年

(
1
八
七
二
)
九
月

朝
廷
に
上
奏
し
て
許
可
を
待
つ
政
府
の
カ
に
よ
-
'
商
局
を
設
立
し
'

商
人
の
汽
船
を
招
待
し
て
'
こ
の
局
に
加
入
せ
し
め
た
｡
こ

れ
よ
り
先
ノ

に
戸
艶
が
軍
事
費

(評
鯛
)
の
た
め
の
銅
鏡
を
江
蘇

･
新
江
の
質
屋
に

資
本
と
し
て
借
し
出
す
法
律
が
ぁ
っ
た
の
で
'
李
鴻
章
は
そ
の
先
例
を

■
ヽ

引
い
て
'
商
局
が
音
域
二
十
万
串
を
借
-
る
こ
と
の
許
可
を
得
て
'
そ

･i_I.bQ
設
立
費
と
し
た
.

･

つ
い
で
同
年
十
月
五
日
'
直
隷
総
督
と
江
蘇
巡
撫

●
と
が
共
同
し
て
朝
廷
の
裁
可
を
受
け
'
毎
年
南
方
か
ら
北
京
へ
迭
る
穀

初

(漕
糧
)
の
中
'
二
十
万
石
の
運
搬
を
商
局
に
請
け
負
は
す
こ
JJV
に

し
允
.
か
-
し
て
資
本
が
あ
聖

餐
物
を
も
宛
て
が
わ
れ
た
の
で
､
商

･-83･･-
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局
の
卦
軒

の
,)音

だ
し
按
発
づ
上
々
の
見
込
み
が
つ
い
允
o
李
鴻
章
ぼ

朱
其
昂
な
る
者
を
上
海
に
派
遣
し
'
そ
こ
で
商
局
を
基
礎
と
し
た
新
し

い
禽
証
の
創
立
の
準
備
を
さ
せ
､
こ
こ
に

｢
輪
糖
招
商
会
局
｣
な
る
汽

船
食
紅
が
誕
生
し
た
｡
時
に
十
二
月
十
九
日
で
あ
る
｡
こ

の
日
は
丁
度

官
鹿
の
御
用
納
め

(封
蒙
)
の
日
で
あ
っ
尭
の
で
'
食
紅

の
記
録

に

は
'
遡
っ
て
十
六
日
の
日
附
fJ
成
立
し
た
こ
.と
に
記
入
し
-'

爽
春
早
々

か
ら
'
請
け
負
っ
た
漕
糧
の
運
搬
に
着
手
出
来
る
や
う
に
手
腎
を
垂

へ

た
.
こ
れ
で
見
る
と
､
名
は
頼
商
局
'
即
ち
民
間
商
人
を
招
集
し
て
結

成
さ
せ
た
汽
船
食
紅
で
あ
る
が
'
賢
質
は
政
府
の
カ
に
ょ
つ
て
成
立
轟

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
｡

招
商
局
は
成
立
し
た
が
'
既
に
自
ら
汽
船
を
所
有
し
て
ぬ
る
商
人
は

遅
疑
し
て
二
の
足
を
ふ
み
'
進
ん
で
加
入
し
ょ
う
と
す
る
者
が
な
い
｡

し
た
に
止
ま
っ
た
｡
そ
こ
で
同
拾
十
二
年
五
月
'
李
鴻
章
は
唐
建
碑
を

派
遣
し
て
上
海
の
招
商
局
に
赴
か
し
め
､
倉
敢
規
約
敬
重
足
し
へ
虞
-

株
券
を
募
集
さ
せ
.た
｡
六
月
､
唐
廷
梶
は
同
局
紋
所

(社
長
)
を
委
任

さ
れ
'
つ
い
で
盛
宜
懐
が
嚢
助
に
'
徐
潤
が
倉
雑
に
庭
ぜ
ら
れ
'
共
同

-

で
経
営
に
嘗
玖

珠
を
碁
-
倉
庫
を
立
て
.
貨
物
の
積
込
み
な
ど
静
観

の
業
務
に
轟
カ
し
'
朱
其
渇
は
専
ら
官
用
の
漕
蓮
事
務
を
分
轄
し
允
｡

結
局
'
頼
商
局
は
官
を
虫
と
し
'
商
人
を
従
と
す
る
傾
向
が
捻
つ
き
少

現
ほ
れ
て
き
た
｡
そ
の
商
人
か
ら
募
集
し
た
株
式
も
'
同
治
十
二
年
六

月
末
ま
で
に
'
僅
か
に
資
本

(股
本
)
銀
四
十
七
万
六
千
両
に
す
ぎ
な

(
.1
八
七
七
二

ハ
月
末
ま
で
に
､
や
､O～
と
股
木
七
十
三
万
二
百
両
を
集

め
た
に
止
ま
っ
た
.
由
後
五
年
の
歳
月
を
項
し
て
募
集
成
績
が
.
こ
ん

な
に
息
は
し
-
な
-
て
捻
'
食
紅
の
維
持
も
む
づ
か
し
も

到
底
層
展

な
ど
は
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
筈
で
あ
る
｡
,
と
こ
TO
が
事
賢
は
こ
の
五
年
の
間

に
'
商
局
の
葉
芽
は
大
繁
昌
で
'-
設
備
も
目
ざ
ま
し
い
躍
進
を
と
げ

た
.
光
緒
二
年
に
は
所
有
の
汽
船
が
十

1
隻
に
達
し
'
同
年
冬
に
洋
商

の
旗
昌
輪
船

公

司

(S
han瞥
ai
S
bea
m

N
a
v
ig
atio
n
C
o
.)
を
買
収

L
へ

新
た
に
十
六
隻
の
汽
船
を
加
へ
､

後
日
の
食
紅
大
磯
展
の
地
盤

を
築
い
た
｡
こ
の
旗
昌
公
司
買
収
の
費
用
は
銀
二
百
万
両
で
あ
っ
允
か

ら
,
商
人
か
ら
集
め
た
株
式
位
で
は
到
底
迫
㌢

け
な
小
売
ia.,､
政
府

か
ら
補
助
を
仰
い
だ
こ
と
勿
論
で
あ
る
.
そ
の
外
に
も
招
商
局
は
そ
の

事
業
経
営
に
常
つ
て
､
政
府
の
資
本
と
政
治
力
と
の
授
助
を
受
け
た
こ

と
ぼ
非
常
な
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
列
車
す
れ
ば
'

A

.漕
糧
及
び
官
物
の
狗
占
的
運
搬
の
利
益
｡
招
商
局
線
薄
霧
な
資
本

を
も
っ
て
'
収
支
の
均
衡
を
保
つ
の
み
か
'
犀
利
を
得
て
.
汽
船
を
巽
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ひ
'
倉
庫
を
立
て
､
他
食
紅
と
の
蘭
学
に
堪

へ
た
の
は
'
官
物
の
藩
政

費
に
ょ
つ
て
利
益
を
獲
得
し
た
か
ら
で
あ
る
｡
商
局
の
官
物
請
負
は
'

同
拾
十
二
年
は
糧
三
十
万
石
で
あ
-
'

以
後
毎
年
増
加
し
て
､

溌
高

大
十
万
石
前
後
に
至
っ
た
｡
こ
の
利
益
の
莫
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
倉
耕

徐
潤
の
提
出
し
た
壕
算
案
の
中
の
1
節
か
ら
も
汲
み
取
る
こ
と
が
出
来

る
｡
白
く

現
在
資
本
五
十
万
両
｡
毎
糖
毎
月
の
経
費
五
千
両
｡
四
隻
に
て
毎
月

二
万
両
｡
こ
の
糖
を
動
か
し
て
得
る
所
の
運
賃
は
毎
石
漕
卒
銀
五
銭

五
分
.
そ
の
中
よ
-
船
中
の
雑
費

(漕
用
)
九
十
分
の
五
'
局
中
の

触
発

(局
費
)
九
十
分
の
五
を
差
引
い
て
∵
正
味
の
牧
人
は
'
九
十

分
の
八
十
で
､
総
計
銀
十
三
万
二
千
五
百
両
に
な
る
｡
そ
の
上
に
旗

7
容
や
附
載
の
貨
物
で
'

一
回
毎
に
少
-
も

1
千
五
百
両
の
収
入
が
あ

り
､
彼
此
を
合
せ
る
と
二

二
月
間
の
純
益
銀
十
万
八
千
両
を
見
込
む
.

ノ

こ
と
が
出
蘇
る
｡

こ
の
珠
算
は
同
拾
十
二
年
'､
帝
負
ひ
の
漕
糧
三
j=
方
石
の
分
に
つ
い
で

計
算
し
瀧
の
で
あ
る
が
'
狂
に
三
月
間
の
純
益
十
万
八
千
両
と
云
っ
て

ゐ
る
.
を

の
後
'
漕
糧
が
二
倍
に
増
す
と
､
利
益
も
陰
っ
て
二
倍
に
な

る
O
光
拷
三
年
に
旗
昌
公
司
藍
貝
牧
し
て
'
急
に
汽
船
の
数
が
増
え
潅

め
で
､
李
鴻
章
墜

漕
糧
だ
軌
で
は
貨
物
の
不
足
せ
ん
こ
と
を
慮
れ
､

朝
廷
の
裁
可
を
得
て
､
各
省
の
官
物
の
運
搬
は
凡
て
商
局
に
二
手
で
誇

負
は
せ
る
こ
と
に
し
允
O
こ
れ
よ
り
.商
局
は
荷
物
の
不
暮足
に
苦
し
む
こ

と
な
く

官
物
の
運
搬
は
漕
糧
に
比
較
し
て
利
益
が

一
膚
大
で
あ
り

/
東
o
さ
れ
ば
こ
そ
'
外
商
の
太
古
'
惰
和
聖

1食
紅
か
ら
運
賃
値
下
げ

で
凝
李
を
挑
ま
れ
て
も
'
五
年
の
激
烈
な
競
合
ひ
の
間
'
海
え
ず
政
府

の
後
席
を
得
て
'
漕
糧
及
び
茶
の
連
費
を
減
債
す
る
こ
と
な
-
'
且
つ

海
関
の
通
過
に
も
特
別
の
便
宜
を
輿
へ
ら
れ
た
の
で
.
営
業
不
振
を
頻

ぐ
こ
と
が
な
か
っ
た
.
結
局
'
太
古
'
惰
和
南
倉
社
の
方
か
ら
妥
協
草

申
込
み
､
運
賃
協
定
で
折
合
ひ
が
づ
い
た
..
こ

れ
裾
招
商
局
が
政
府
の

後
援
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
允

1
例
で
あ
る
.I

すB

商
局
が
創
立
さ
れ
た
常
時
'
汽
胎
の
入
手
に
苦
ん
薫

同
冶
十

1

年
十
二
方
､
新
江
省
有
の
汽
船
'
伏
波
班

1
糞
を
支
給
さ
れ
て
航
海
を

始
め
尭
一｡
十
三
年
に
官
設
の
福
建
糖
廠
か
ら
海
鏡
披
､
光
緒
元
年
十
月

に
は
江
蘇
省
金
庫

(藩
庫
)
か
ら
銀
十
万
両
を
支
出
し
て
江
寛
放
つ
江

′

永
舵
の
二
宴
を
達
-
'
同
二
年
に
は
揚
子
江
上
の
警
備
船
へ
漢
演
舞
を

貰
ひ
う
け
た
｡
つ
ま
-
直
接
に
囲
家
か
ら
五
塵
の
汽
船
を
支
給
さ
れ
た

わ
け
で
'
創
業
時
代
打
所
有
船
具

昇

十

1
隻
で
あ
っ
允
か
ら
'
を

の
･I

年
数
を
国
家
が
出
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
｡
こ
れ
が
頼
商
局
の
政
府
か

ら
受
け
た
後
攻
の
第
二
で
あ
る
｡

65
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o

頻
商
局
が
創
立
凝
れ
た
時
'
資
本
が
小
さ
な
割
合
に
'
経
営
は
甚

だ
大
規
模
で
あ
っ
た
.
そ
こ
で
替
果
t6
利
益
ぼ
政
府
の
お
蔭
で
莫
大
で

あ
っ
た
と
云
っ
て
も
,
経
営
が
凍
大
し
て
ゆ
け
ぼ
忽
ち
資
金
難
に
陥
る

の
は
常
然
で
あ
る
｡
そ
ん
な
際
に
は

一
に
も
二
も
な
-
政
府
か
ら
の
資

金
融
通
に
依
存
し
た
｡
光
緒
二
年
に
外
囲
汽
船
食
紅
と
の
競
争
が
起
っ

て
'
旗
容
も
貨
物
も
減
少
し
た
の
で
､
李
鴻
章
が
心
配
し
て
'
政
府
の

銀
五
十
万
両
を
借
し
て
'
商
局
の
濠
偽
金
と
し
て
､
挺
い
れ
し
た
.
ま

た
光
緒
七
年
'
盛
宜
懐
が
徐
潤
を
排
斥
し
て
職
を
去
ら
し
め
た
時
､
株

主
は
寄
っ
て
資
金
を
引
上
げ
た
際
に
も
､
李
鴻
章
ぼ
直
薄
総
督
の
地
位

を
利
用
し
て
'
昏
金
三
十
六
万
両
を
借
し
っ
け
て
危
機
を
却
披
け
さ
せ

た
.
.
こ
れ
は
商
局
が
危
急
の
際
に
官
金
を
借
り
て
存
続
し
得
舞
第
三
の

例
で
あ
る
｡

D

旗
昌
公
司
の
冥
牧
は
招
商
局
磯
展
の
劃
期
的
事
件
で
あ
っ
た
｡
こ

の
時
に
於
け
る
蘭
数
の
増
加
は
云
ふ
に
及
ば
ず
'
今
日
の
碍
頭
や
不
動

'

産
の
優
越
性
は
'
こ
の
拳
に
よ
っ
て
基
礎
が
定
ま
っ
た
｡
光
緒
二
年
に

買
牧
を
協
議
し
た
際
の
債
格
は
二
百
万
両
に
落
つ
い
た
が
'
招
商
局
の

資
本
は
政
府
と
民
間
の
醸
出
し
た
も
の
を
合
せ
て
も
百
飴
万
に
す
ぎ
な

い
.
奉
に
李
鴻
章
が
両
氏
塘
督
沈
藻
禎
と
共
に
ト
奏

し
て
'
江
蘇
省
の

官
金
十
万
､
江
安
糧
道
と
江
海
関
か
ら
各
二
十
万
'
新
江
'
江
田
の
南

省
が
各
二
十
万
'
湖
北
省
が
や
万
'
合
せ
て
百
万
の
資
本
敏

和
通
し
て

貰
っ
て
'
漸
-
買
牧
が
賢
現
し
､
全
国
最
大
の
汽
船
食
紅
と
な
-
'
外

国
人
の
太
古
'
値
和
繭
合
社
を
凌
駕
す
る
や
う
に
な
っ
た
｡
常
時
太
古

は
八
隻
､
恰
和
は
六
隻
の
汽
放
し
か
所
有
せ
ず
'
招
商
局
は
こ
れ
に
勤

し
で
'
新
香
合
せ
て
..二
十
六
隻
を
有
L
t
億
然
と
し
て
航
海
業
界
の
覇

者
で
あ
っ
允
｡
こ
れ
が
招
商
局
の
敬
連
珠
充
が
仝
-
政
府
の
資
金
に
頼

っ
た
第
四
の
例
で
あ
る
｡

-

丑

招
商
局
が
克
復
､
政
府
か
ら
融
通
を
受
け
海
官
金
は
絶
計
二
百
十

五
万
飯
南
に
落
し
た
.
こ
れ
ほ
ど
玉
顔
な
'
株
式
に
数
倍
す
る
ほ
ど
の

政
府
か
ら
の
借
金
を
'
も
し
毎
年
､
本
利
を
同
時
に
償
遺
し
て
ゐ
た
な

ら
ば
'
そ
の
財
力
は
到
底
持
ち
こ
た
へ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
｡
そ

こ
で
李
鴻
章
は
償
還
を
拾
隷
す
る
手
段
を
と
甥
'
最
初
に
先
づ
外
囲
に

封
す
る
支
排
ひ
を
す
ま
せ
'
そ
の
間
官
金
の
償
還
を
延
期
し
'
後
に
は

メ

官
金
の
利
子
を
免
じ
て
元
金
だ
け
を
返
済
さ
せ
ね
｡
政
府
の
金
を
借
り

て
'
営
業
の
利
益
を
収
め
'
利
益
が
あ
が
つ
て
か
ら
'
そ
の
剰
飴
の
中

れ
ら
借
金
の
元
金
だ
け
を
適
し
て
行
っ
た
介
で
あ
る
｡
-

だ
か
ら
光
緒
二

十
年
に
廟
府
に
勤
し
'
借
金
を
皆
贋
し
売
時
'
招
商
局
の
積
立
資
本
金

■

竺

盲

験
万
両
を
越
え
て
ゐ
た
｡
こ
れ
は
光
緒
二
十
三
年
に
'
積
立
金

の
二
百
万
両
を
備
置
と
し
て
'-

株
券
を
登
行
し
て
ゐ
る
こ
と
を
見
て
も

66
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知
ら
れ
る
｡
こ
れ
が
招
商
局
の
政
府
の
庇
護
に
よ
っ
て
'
政
府
の
資
金

に
よ
っ
て
得
た
利
子
で
'
借
金
を
返
済
し
た
第
五
の
例
で
あ
る
｡

以
上
の
各
項
を
組
合
し
て
'
招
商
局
と
清
朝
政
府
と
の
関
係
の
大
要

が
分
る
が
'
も
う

一
度
要
約
す
れ
ば
次
の
如
-
な
る
｡

m創
立
｡
杢
-
政
府
か
ら
軍
事
費
の
中
の
二
十
万
串
の
銅
鏡
を
借
り

て
賢
現
し
た
O

㈲営
業
O
漕
糧
と
官
物
と
惜
茶
の
運
搬
を
基
本
と
す
る
.

一㈱周
韓
｡
危
急
の
場
合
に
は
仝
-
官
金
の
融
通
で
切
披
け
た
.

糾摸
張
｡
官
金
百
万
両
を
倍
-
て
旗
昌
公
司
藍
貝
牧
し
た
.

愉
汽
船
｡
そ
の
年
数
は
官
金
を
倍
-
て
買
収
し
た
｡

㈲
還
本
'
官
金
を
資
本
と
し
て
営
業
し
.[
そ
の
利
益
で
次
第
に
借
金

を
返
済
し
た
｡

結
局
常
時
の
経
皆
の
賞
状
を
見
る
と
'
政
府
の
資
金
が
主
髄
で
あ
っ

て
'
民
間
の
資
本
は
従
属
的
で
あ
っ
た
｡
招
商
の
名
の
示
す
如
-
､
商

人
は
招
か
れ
夜
容
だ
と
も
云
へ
る
｡
幸
に
新
興
の
事
業
で
ti
利
益
を
奉

げ
る
こ首

が
多
か
っ
た
.
い
っ
た
い
朝
廷
の
樺
力
者
政
民
間
挺
皆
の
事

業
に
出
資
し
て
'
荒
い
儲
け
を
企
て
た
が
る
が
'
も
し
損
失
を
生
じ
た

時
に
は
'
政
府
か
ら
借
-
た
金
は
返
す
筈
が
な
-
'
自
ら
損
失
を
か
ぶ

､つ
て
倣
遠
を
行
は
う
と

じ

な
い
だ
ら
う
.
然
る
た
近
来
へ
私
利
に
耽
る

徒
が
あ
っ
て
.
招
商
局
ほ
も
と
も
と
民
間
事
業
潔
か
ら
民
営
に
し
.て
お

-
べ
き
だ
と
い
ふ
説
を
な
す
者
が
あ
る
が
'
そ
の
腹
の
中
空
茶
は
ぬ
で

も
分
る
で
ぁ
ら
う
.′
更
に
前
の
童
事
骨
長
の
拳
固
茶
が
民
薗
十

1
年
に

北
京
政
府
の
交
通
部
に
法
っ
た
皇
女
の
中
に

招
商
局
創
立
の
初
め
'
衆
商
人
か
ら
株
式
を
集
め
て
営
業
し
た
と
は

二
茶
ふ
も
の
の
'

1
朝
は
悉
-
直
奪
総
督
の
指
圏
に
従
ひ
'
漕
糧
の
請

負
ひ
で
貨
物
を
あ
て
が
は
れ
'
官
金
を
観
通

さ
れ

て
危
機
を
突
破

し
'
外
商
や
地
方
官
と
の
交
渉
に
も
公
正
な
態
度
で
後
席
と
な
っ
て

貰
っ
て
勝
利
が
得
ら
れ
た
の
驚

＼

主
茶
ひ
'
ま
た
民
周
十
七
年
に
彼
が
王
監
督
に
速
っ
た
親
展
状
の
串
に

′

も

｢･む
か
し
史
の
李
鴻
章
が
招
商
局
を
創
立
し
､
毅
然
と
し
て
南
北
洋
両

大
臣
の
協
力
の
下
に
､
官
金
二
百
万
を
敬
し
て
招
商
局
の
事
業.
を
助

ヽ
け
た
｡
常
時
民
間
資
本
家
は
ま
潜
気
乗
-
薄
す
で
あ
つ
た
か
ら
'
政
･

府
資
本
が
大
多
数
を
占
め
て
ゐ
た
O

と
あ
る
が
'
こ
れ
は
虞
に
招
商
局
の
官
民
関
係
に
つ
い
て
の
透
徹
し
ね

見
解
と
云
ふ
べ
き
で
参
る
｡

r.ほN門
HHH円u

李
鴻
章
が
朱
其
昂
を
況
し
て
招
商
局
を
創
立
m
iせ
て
か
ら
.
慶
荏
の

67
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練
喝

禽
離
或
は
練
琴
な
ど
の
嘗
事
者
埼
凡
て
直
薄
紙
督

(北
洋
大
臣

を
余
ね
る
)
か
ら
選
按
委
任
さ
れ
ね
.
唐
延
梶
へ
徐
潤
へ
盛
宜
懐
は
み

な
李
鴻
章
の
選
任
し
た

と

こ
ろ

で
あ
る
｡
光
緒
二
十
九
年

二

九
〇

≡
)
に
衰
世
軌
が
北
洋
大
臣
に
な
る
と
､
前
例
に
従
っ
て
楊
土
稀
を
渡

し
て
経
理
と
し
'
徐
潤
を
合
耕
と
し
允
｡
宜
統
元
年

(
1
九

〇
九
),
把

衰
華
軌
が
失
脚
し
た
あ
と
'
盛
宜
懐
が
郵
電
部
大
臣

(倍
音
)
と
な
ヵ

相
商
局
を
郵
電
部
の
管
轄
の
下
に
お
き
､
部
か
ら
鍾
文
堤
を
況
し
て
坐

雛
と
な
し
へ
王
存
善
を
倉
雛
と
し
た
｡
こ
れ
も
招
商
局
が
事
賢
上
官
皆

で
あ
っ
た
欝
接
と
も
見
な
さ
れ
る
｡

rH】

株
券
の
中
で
盛
氏
が
三
分
の
一
を
占
め
喪
｡
見
か
け
捻
頗
る
民
主
的
だ

が
賢
際
ぼ
親
裁
的
で
'
何
も
知
ら
な
い
清
朝
の
日
を
蔽
っ
て
'
賢
は
盛

氏
の
私
有
物
と
化
し
た
の
で
あ
っ
た
.

盛
宜
懐
は
原
木
'
李
鴻
章
か
ら
派
遣
さ
れ
た
代
理
人
で
あ
る
｡
.光
緒

七
年
に
徐
潤
を
排
斥
し
て
追
い
出
し
'
株
億
の
値
下
旬
を
引
き
起
し
允

が
'
彼
按
反
っ
て
こ
の
横
､に
乗
じ
て
株
を
買
い
占
め
'
そ
れ
以
衆
大
株

主
と
な
つ
允
｡
つ
い
で
官
金
を
借
-
て
得
た
利
益
を
積
立
金
と
し
'
積

立
を
ひ
き
あ
.て
に
株
式
を
俊
行
し
て
官
金
を
返
済
し
た
o
そ
の
緯
果
'

民
間
所
有
株
ぼ
二
百
万
両
か
ら
'
四
百
四
十
万
に
上
っ
た
.
宜
統
元
年

に
盛
宜
懐
が
郵
電
部
大
臣
と
な
る
と
､
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
'
招
商
/

局
商
琳
章
程
な
る
規
約
を
つ
-
る
裁
可
を
得
'
招
商
局
を
純
然
た
る
民

間
経
営
に
移
し
た
.
こ
れ
で
万
事
が
盛
氏
の
方
寸
で
定
ま
-
'
全
部
の

官
曹
時
代
の
海
商
局
は
屈
々
し
-
活
躍
し
尭
も
の
だ
が
､
そ
れ
が
純

然
売
る
民
馨
に
移
る
と
'
忽
ち
凋
落
し
桧
じ
め
喪
.
そ
の
賢
況
を
例
示

▲■
す
る
な
ら
ば
､
▲

＼

A

創
立
の
初
に
は
人
事
も
経
営
も
垂
-
政
府
の
手
で
蓮
持
さ
れ
允
.

唐
廷
梶
や
徐
潤
は
北
洋
大
臣
の
命
を
受
け
て
公
正
息
賢
に
社
運
を
興
隆

I

に
尊
い
喪
.
建
設
方
面
に
つ
い
て
首

へ
ぼ
､
汽
船
を
購
入
し
た
-
､
倉

鵬

庫
覧

て
,
埠
頭
姦

け
,
年
々
に
撃
展
の
跡
が
見
ら
れ
た
｡
最
初
の

⊥

四
年
間
に
十
飴
糞
の
汽
糖
を
峯
へ
.

埠
頭
や
倉
庫
が
海
岸
'

揚
子
江

の
各
港
に
濁
-
行
き
わ
た
っ
た
.
第
四
年
に
は
特
に
旗
昌
公
司
を
買
準

し
､
緊
柴
の
基
礎
を
定
め
た
｡
航
路
の
新
で
云
へ
ぼ
､
前
後
し
て
揚
子

江
航
路
'
渇
雨
航
路

(上
海

1
寧
波
)p
南
北
浮
航
路

(上
海

-
天
津
)

を
開
き
､
字
て
は
朝
鮮
'
日
本
'
新
案
毅
'
襟
榔
供
へ
爪
唾
'
西
斉
'

港

.
喝

檀
香
山
な
ど
に
室
生

最
も
遠
い
所
で
は
二

度
ぼ
巽
南
偲
び

米
風
の
暫
金
山
に
到
達
し
た
｡
常
時
の
進
取
的
な
気
象
瞭

一
日
千
里
の

概
が
あ
っ
て
'
外
囲
汽
船
が
航
路
を
猫
占
す
る
の
弊
を
打
破
L
t
金
歯
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の
民
衆
は
エ
商
を
と
は
ず
'
み
な
そ
.の
利
益
に
潜
っ
た
｡
然
る
に
や
が

て
純
民
営
の
時
期
に
入
る
と
汽
船
は
古
び
て
の
ろ
く
､
航
路
は
絡
ま
っ

て
.
ま
す
ま
す
外
囲
汽
船
か
ら
塵
迫
を
受
け
'
見
る
者
を
し
て
今
昔
の

感
に
堪

へ
ぎ
ら
し
む
る
も
の
が
あ
っ
た
｡

B
l
盛
宜
懐
は
前
後
二
回
'
招
商
局
の
経
営
常
尊
者
と
な
-
'
専
心
'

民
皆
に
改
め
て
私
有
化
す
る
こ
と
を
謀
-
'
積
立
金
の
二
百
万
園
を
い

つ
の
間
に
か
他

へ
流
用
し
て
[
汽
船
の
購
入
'
航
路
の
開
蟹
の
た
め
に

資
本
を
投
下
し
な
か
つ
i
lo
従
っ
て
紅
蓮
も
次
第
に
衰
層
に
向
つ
た
｡

宜
統
元
年
に
は
民
皆
が
賢
現
し
.
民
国
元
年
に
は
董
事
合
の
設
立
を
見

た
が
'
こ
れ
よ
り
商
局
の
質
権
は
完
全
に
小
数
の
派
閥
的
姦
商
の
猫
占

に
蹄
し
た
.
従
っ
て
食
紅
の
財
産
は
彼
等
の
勝
手
に
私
腹
を
肥
す
に
任

せ
'
誰
も
そ
れ
を
語
間
す
さ
者
な
-
'
事
業
は

1
故
地
に
塗
れ
て
'
年

々
鉄
損
が
績
き
'
年
々
借
金
が
増
え
た
｡
最
も
遺
憾
千
万
な
の
は
欧
洲

大
戦
の
間
に
外
囲
汽
船
ぼ
概
ね
徴
敬
を
受
け
て
本
圃
に
蹄
-
'
船
便
が

急
に
昂
騰
し
て
'
招
商
局
に
と
つ
て
は

一
大
雄
飛
の
好
機
合
で
あ
っ
た

に
も
拘
ら
ず
'
優
展
を
計
-
外
国
船
を
塵
倒
す
る
と
･と
な
-
､
む
ざ
む

ー
ざ
と
見
迭
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
日
本
の
航
海
業
に
つ
い
て
見
れ
ば
､
こ

の
時
期
に
際
合
し
て
1
躍
大
磯
展
を
逸
げ
'
船
腹
百
七
十
万
屯
か
ら
四

百
万
屯
に
飛
躍
し
て
ゐ
る
.
然
る
に
招
商
局
は
幹
事
等
が
私
腹
を
肥
す

に
汲
々
と
し
て
'
事
業
の
境
張
を
計
ら
な
い
の
み
,で
な
-
､
折
角
自
ら

所
有
す
る
船
腹
を
他
人
に
借
し
て
営
業
さ
せ
､
そ
の
飴
利
を
食
っ
て
自

ら
楽
し
む
状
態
で
あ
っ
允
o
幹
事
等
妹
な
る
ほ
J.Aを
れ
で
苧
濡
ら
さ
ず

に
若
干
の
利
笹
を
鍵
み
籍
た
で
あ
ら
う
が
へ
営
業
設
備
は
昔

の
ま

ま

で
'
従
束
の
借
金
も

一
文
も
返
済
出
束
な
か
っ
た
｡
今
日
食
紅
の
腐
敗

が
極
度
に
達
し
で
ゐ
る
に
つ
い
て
按
'
常
時
の
幹
事
等
は
何
と
潮
解
し

ょ
う
､と
も
そ
の
罪
を
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
蔑
S
｡
結
局
へ
招
商
局
は
官

営
な
れ
ば
成
功
し
.
民
密
に
移
せ
ば
失
敗
に
終
る
と
S
ふ
こ
と
を
'
を

の
歴
史
事
賢
が
称
よ
-
も
雄
群
に
澄
明
し
て
ゐ
.る
と
云
へ
よ
恕

69

｢吏
皐
指
南
｣
油
印
本
出
来

.

す
で
に
予
告
し
て
あ
り
ま
し
た

｢史
嬰
指
南
｣
油
印
本
が
出
解
上
り
ま
し

た
.
本
書
が
官
箭
解
説
軍
と
し
て
利
用
層
僧
の
高
い
こ
と
は
周
知
の
通
り
で

す
が
へ
本
書
は
京
大
人
文
科
畢
研
究
所
疎
明
刊
本
た
よ
っ
て
補
増
し
索
引
を

附
し
て
紳
印
し
た
も
の
で
す
｡
御
入
用
の
方
は
至
急
御
申
込
み
下
さ
い
｡

碍
貫
数
約
二
〇
〇
貫
､
丑

･5
上
質
和
紙
油
印
本

領
慣

二
七
d
激
､

(
途
料
夫
)

申

込

先

東

洋

史

ノ

研

･

究

各軍


