
戊
戌
９
　
法
を
め
ぐ
る
紋
洽
的
諸
情
勢
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

序

　
　
　

戊
戌
の
便
法
運
動
は
洋
務
派
が
日
清
戦
争
で
敗
れ
た
こ
と
、
そ
し

　
　
　

て
戦
後
帝
國
主
義
列
強
の
露
骨
な
る
侵
略
か
行
わ
れ
た
こ
と
に
對
し

　
　
　

開
明
的
な
官
僚
や
紳
士
が
光
緒
帝
を
中
心
と
し
て
改
良
主
義
的
な
政

　
　
　

治
改
革
を
企
圖
し
た
書
期
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
中
國
の
知

　
　
　

識
階
級
が
滅
亡
の
危
機
に
頻
し
て
立
ち
上
っ
た
最
初
の
自
曼
せ
る
民

　
　
　

族
運
動
で
あ
る
。

　
　
　

然
し
従
来
こ
の
運
動
の
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
は
色
々
の
研
究
か

　
　

な
さ
れ
て
い
る
が
、
愛
法
運
動
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
充
分
な
究
明

　
　

が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
の
企
圖
し
た
改
革
の
本
質
は
何
で
あ
っ

　
　

た
か
。
そ
の
此
會
的
基
盤
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
し
て
営
時
の
中
國
に

　
　

於
て
は
営
然
か
く
の
如
き
改
革
が
な
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
そ

　
　

れ
が
失
敗
に
終
っ
だ
の
は
何
故
か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
は

13
3

　

漠
然
と
し
た
こ
と
し
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
が
賞
情
で
あ
る
。

い
て北

山

康

　
　

夫

　

中
國
の
歴
史
を
停
滞
性
に
於
て
と
ら
え
ん
と
す
る
戦
前
の
立
場
か

ら
は
、
矢
野
博
士
の
如
く
、
康
有
焉
な
ど
は
國
家
の
危
機
に
際
し
何

で
も
改
革
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
が
な
か
っ
た
の
で
、

営
然
失
敗
す
る
運
命
に
あ
っ
た
と
さ
れ
（
矢
野
博
士
・
清
朝
末
史
研
究
）
、

又
出
石
誠
彦
氏
の
如
く
問
題
を
西
太
后
と
光
緒
帝
の
感
情
的
對
立
に

解
消
さ
れ
る
（
出
石
氏
・
東
洋
近
世
史
研
究
）
。
又
戦
後
に
於
け
る
新
ら

し
い
立
場
か
ら
す
る
研
究
に
於
て
も
、
そ
れ
が
皇
帝
を
中
心
と
す
る

上
か
ら
の
改
革
で
あ
り
、
人
民
と
の
結
び
つ
き
が
な
か
っ
た
の
で
、

成
功
し
な
か
っ
た
と
し
、
民
主
運
動
の
先
駆
と
し
て
の
歴
史
的
意
義

を
認
め
つ
つ
も
、
草
に
そ
の
後
に
於
け
る
革
命
運
動
の
前
提
と
し
て

と
ら
友
、
愛
法
運
動
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
究
明
は
充
分
で
な
い
。

　

中
國
で
は
近
年
戊
戌
愛
法
に
開
す
る
史
料
が
次
々
に
出
版
さ
れ
て

い
る
。
中
國
史
學
會
編
「
戊
戌
愛
法
」
、
梁
啓
超
の
戊
戌
政
愛
記
、
譚

嗣
同
全
集
な
ど
で
あ
る
。
特
に
戊
戌
政
愛
記
は
中
國
第
一
の
ジ
ャ
ー
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ｍ
一

　

ナ
リ
ス
ト
と
い
わ
れ
る
梁
啓
超
が
自
ら
の
瞭
験
を
通
じ
て
記
述
し
た

　
　

も
の
で
、
極
め
て
興
味
深
く
、
又
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
私
は
以
上

　
　

の
史
料
を
中
心
と
し
て
、
戊
戌
便
法
の
具
膿
的
内
容
と
、
そ
れ
を
め

　
　

ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
保
守
派
と
便
法
派
の
闘
争
に
つ
い
て
述
べ
て
見

　
　

た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐

　
　
　

さ
て
便
法
運
動
が
高
ま
っ
て
来
だ
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
日
清
戦

　
　

争
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
一
八
九
五
年
四
月
、
康
有
具
が
科
畢
の
だ

　
　

め
北
京
に
集
っ
て
い
た
一
千
三
百
飴
人
の
人
々
と
共
に
講
和
に
反
對

　
　

し
て
有
名
な
公
車
上
書
を
行
っ
た
の
か
そ
の
肢
端
で
あ
っ
た
。
そ
し

　
　

て
八
月
強
學
會
を
組
織
し
、
中
外
紀
聞
・
時
務
報
な
ど
を
肢
刊
し
て

　
　

後
組
織
的
運
動
へ
と
肢
展
し
た
。
梁
啓
超
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　

時
に
京
師
に
は
新
聞
を
出
す
者
は
な
く
、
中
國
の
読
書
人
で
會
を

　
　
　

つ
く
る
者
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
な
し
た
の
は
皆
康
有
篤
が
は
じ

　
　
　

め
で
あ
る
。
（
戊
戌
政
雙
記
）

　
　

と
そ
の
歴
史
的
意
義
を
高
く
評
價
し
て
い
る
。
強
學
會
の
活
動
は
極

　
　

め
て
穏
健
な
も
の
で
、
単
に
演
説
會
を
催
し
、
新
聞
を
肢
行
し
、
西

　
　

洋
の
書
物
を
鞘
詳
す
る
の
が
目
的
で
啓
蒙
運
動
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の

　
　

や
あ
る
が
、
保
守
派
の
忌
譚
に
ふ
れ
、
。
成
立
後
僅
か
四
ヶ
月
｀
で
、
こ

の
年
の
十
一
月
に
は
解
散
を
命
せ
ら
れ
た
。

　

日
清
戦
争
の
敗
北
は
安
眠
を
貪
る
中
國
人
に
甚
大
な
る
シ
ョ
ッ
ク

を
鼠
ハ
え
た
が
、
そ
れ
に
も
噌
し
て
中
國
人
を
驚
ろ
か
し
た
の
は
三
國

干
渉
後
に
於
け
る
列
強
の
露
骨
な
る
侵
略
で
あ
っ
た
。
康
有
昌
が
保

國
會
で
行
っ
た
講
演
に
よ
る
と
、
一
八
九
八
年
の
二
月
に
至
る
四
十

日
間
に
、
中
國
は
食
に
二
十
除
件
の
利
権
を
列
強
か
ら
要
求
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
膠
州
湾
占
領
に
對
抗
し
て
露
國
が
旅
順
・

大
連
の
租
借
を
要
求
し
た
の
が
こ
の
年
の
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

今
や
列
強
は
都
の
近
く
華
北
の
地
に
港
を
建
設
し
、
鍼
道
を
敷
設
す

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
保
守
派
の
西
太
后
や
李
鴻
章
か
た
の

み
と
し
て
い
た
帝
政
ロ
シ
ヤ
が
ド
イ
ツ
の
侵
略
に
際
し
て
中
國
を
援

助
す
る
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
こ
れ
を
口
食
と
し
て
侵
略
を
逞
う
し
た

こ
と
は
、
便
法
派
の
進
出
に
絶
好
の
チ
ャ
ソ
ス
を
具
え
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
湖
南
に
南
學
會
、
廣
東
に
學
學
會
、
四
川
に
蜀

學
會
、
幅
建
に
閔
學
會
、
映
西
に
映
學
會
な
ど
各
地
に
政
滅
の
萌
芽

と
も
い
う
べ
き
學
會
が
生
れ
て
来
た
が
、
逐
巴
二
月
二
十
七
日
、
北

京
に
保
國
會
が
組
織
さ
れ
た
。
保
國
會
は
勿
論
康
有
錫
の
指
導
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
趣
旨
・
目
的
は
、
國
家
・
國
民
・
國
教
を

保
全
す
る
こ
と
で
、
列
強
の
侵
略
に
對
し
て
自
主
的
に
中
國
を
防
衛
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す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
強
學
會
に
比
べ
て
政
治
的
色
彩
が
一

層
濃
厚
で
あ
り
、
そ
の
會
の
組
織
屯
總
理
か
選
皐
さ
れ
、
議
決
が
多

敷
決
に
よ
る
な
ど
民
主
的
で
あ
る
。
都
の
北
京
で
こ
の
よ
う
な
政
治

結
社
が
生
れ
た
こ
と
は
保
守
派
の
人
々
を
驚
ろ
か
し
た
。
保
守
派
と

便
法
派
の
對
立
は
こ
の
會
の
成
立
後
激
化
し
て
爽
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
保
國
會
こ
そ
が
愛
法
運
動
の
推
進
力
と
な
り
母
謄
と
な
る
。

　

日
清
戦
孚
後
の
中
國
は
大
清
帝
國
の
面
影
は
な
く
、
中
國
の
土
地

で
あ
り
な
が
ら
、
役
人
を
任
命
す
る
に
も
、
外
國
か
ら
金
を
借
り
る

に
も
列
國
の
許
可
を
得
な
け
れ
ぼ
な
ら
す
、
そ
の
軍
除
も
帝
政
ロ
シ

ャ
か
ら
派
遣
さ
れ
た
将
校
の
訓
練
を
受
け
ね
ば
な
ら
す
、
全
く
國
あ

っ
て
國
な
き
有
様
で
あ
っ
た
。
族
順
・
大
連
・
青
島
な
ど
に
列
國
の

根
擦
地
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
奥
地
へ
と
鍼
道
が
敷
設
さ
れ
、
外
國
資

本
が
進
出
し
た
。
清
朝
政
府
は
こ
れ
ら
の
列
強
と
結
び
つ
き
、
そ
の

い
う
が
ま
ゝ
に
操
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
國
の
現
賞
に
抗
し

て
中
國
の
土
地
と
主
権
を
守
ら
ん
と
す
る
の
が
各
地
に
結
成
さ
れ

た
學
會
で
あ
ｈ
ヽ
そ
の
中
心
を
な
す
の
か
保
國
會
で
あ
っ
た
・
保
國

會
が
大
清
帝
國
を
守
る
の
で
な
く
、
中
國
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
る

と
非
難
さ
れ
た
の
も
、
一
面
の
佩
理
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

尚

　

そ
れ
で
は
愛
法
運
動
は
何
を
企
圖
し
て
ぃ
た
で
あ
ろ
う
か
。
梁
１
　

超
は
洋
務
運
動
と
愛
法
運
動
と
を
比
較
し
て

　

凡
そ
改
革
の
事
は
善
き
も
の
を
除
く
こ
と
≒
新
ら
し
い
も
の
を

　

賞
施
す
る
こ
と
ゝ
両
者
の
努
力
が
相
等
し
く
し
て
始
め
て
効
果
が

　

あ
が
る
の
で
あ
る
。
蜀
し
く
も
奮
い
も
の
を
除
く
こ
と
を
努
め
ず

　

し
て
新
し
い
こ
と
を
賓
施
し
て
も
、
そ
の
勢
必
ず
善
政
の
積
弊
が

　

新
政
の
中
に
入
り
、
新
政
は
反
っ
て
そ
の
害
を
堆
す
だ
け
で
あ
る

　

（
梁
・
戊
戌
政
麦
記
）
。

と
述
べ
、
洋
務
運
動
で
は
善
い
も
の
は
そ
の
ま
よ

新
ら
し
い
も
の
を
補
っ
た
ゞ
け
で
あ
っ
た
か
ら
そ
の
効
果
が
あ
が
ら

な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
従
っ
て
愛
法
運
動
は
洋
務
運
動
の
如

く
禰
縫
の
策
を
講
す
る
の
で
な
く
、
國
家
の
根
本
と
な
る
政
治
制
度

を
愛
革
す
る
の
で
あ
り
、

　

事
を
愛
え
て
法
を
便
え
す
、
法
を
愛
え
て
人
を
便
え
な
か
っ
た
な

　

ら
ば
、
愛
え
な
い
の
と
同
乙
で
あ
る
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
具
謄
的
な
内
容
は
一
八
九
八
年
の
正
月
に

康
有
具
の
奉
っ
た
統
等
全
局
の
奏
議
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
制
度
局
を
内
廷
に
設
け
、
天
下
の
通
才
十
敷
人
を
選
ん
で
こ
れ

に
営
て
、
皇
帝
を
中
心
と
し
て
政
治
改
革
の
企
書
を
な
す
の
で
あ
る
。
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そ
れ
と
同
時
に
中
央
に
法
律
局
・
度
支
局
・
學
校
局
・
農
局
・
工
局

　
　
　

・
商
局
等
の
十
二
局
を
設
置
し
て
新
政
を
賞
施
し
、
地
方
に
も
各
省

　
　

に
民
政
分
局
を
設
け
て
新
政
良
施
の
推
進
力
に
し
よ
う
と
い
う
の
で

　
　

あ
る
。

　
　
　

こ
の
頃
の
清
朝
で
は
、
・
天
子
の
諮
問
機
開
と
し
て
は
總
理
衛
門
の

　
　

總
署
と
軍
機
處
が
あ
っ
た
。
然
し
両
者
共
に
保
守
頑
迷
な
老
人
の
み

　
　

で
光
緒
帝
の
相
談
相
手
に
な
り
得
る
も
の
は
殆
ん
と
い
な
か
っ
た
。

　
　

そ
こ
で
制
度
局
を
設
け
て
愛
法
派
の
者
を
招
い
て
改
革
の
良
施
案
を

　
　

練
る
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
又
六
部
に
代
っ
て
十
二
局
を
設
置
す
る

　
　

の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
根
本
的
な
愛
革
で
あ
る
。

　
　
　

こ
の
上
書
か
あ
っ
て
後
康
有
昌
が
光
緒
帝
に
面
接
し
た
と
き
、
帝

　
　

は
「
善
い
機
開
が
役
に
立
だ
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

　
　

を
度
止
す
る
こ
と
は
仲
々
む
つ
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
ど
う

　
　

す
れ
ば
よ
い
か
」
と
問
う
た
の
に
對
し
、
彼
は
「
奮
い
機
開
を
度
止

　
　

す
る
必
要
は
な
い
。
只
新
ら
し
い
の
を
設
け
れ
ば
よ
い
。
奮
大
臣
を

　
　

や
め
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
小
臣
を
抜
擢
す
れ
ぼ
よ
い
。
彼
の
善
大

　
　

臣
は
何
も
仕
事
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
仕
事
は
小
臣
に
任

　
　

し
て
も
何
も
文
句
は
な
か
ろ
う
。
日
本
で
大
名
を
度
し
て
華
族
に
し

　
　

た
よ
う
に
取
扱
え
ば
よ
い
」
と
答
え
て
い
る
。
彼
は
六
部
ま
で
度
止

す
る
決
意
は
な
か
っ
た
が
、
新
ら
し
い
人
材
を
登
庸
し
、
新
ら
し
い

機
開
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
の
宣
権
を
旋
法
派
で
握
る
う

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

制
度
局
の
設
置
は
保
守
派
と
愛
法
派
の
闘
争
の
焦
黙
と
な
っ
た
。

こ
の
案
を
總
署
に
諮
っ
た
が
五
月
に
至
っ
て
も
恂
覆
奏
し
な
い
。
光

緒
帝
は
激
怒
し
て
印
覆
せ
し
め
た
が
全
面
的
な
拒
否
に
あ
っ
た
。
帝

は
張
蔭
桓
を
よ
ん
で
叱
責
し
、
お
前
た
ち
は
康
の
意
見
の
一
つ
で
も

賞
行
す
る
意
志
が
な
い
の
か
と
迫
っ
た
の
で
、
張
は
こ
の
こ
と
は
重

大
で
あ
る
か
ら
散
人
で
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
軍
機
處
に
も

諮
っ
て
決
定
し
た
い
と
答
え
た
の
で
、
五
月
十
七
日
軍
機
大
臣
と
總

署
で
審
議
さ
せ
た
が
、
二
十
五
日
に
な
っ
て
そ
の
宣
施
に
反
對
す
る

と
の
同
答
か
あ
っ
た
。
帝
は
盆
々
怒
っ
て
殊
筆
を
以
て
雨
得
門
に
再

審
議
さ
せ
た
が
、
矢
張
り
枝
葉
末
節
に
つ
い
て
は
賛
成
し
た
が
、
根

本
的
な
こ
と
に
は
反
對
で
あ
っ
た
。
光
緒
帝
も
如
何
と
も
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
七
月
二
十
日
楊
鋭
・
劉
光
第
一
林
旭
・
譚
嗣
同

を
軍
機
大
臣
章
京
と
し
て
天
子
の
政
治
顧
問
と
し
た
の
は
制
度
局
の

案
が
通
ら
な
か
・
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
政
愛
後
こ
れ
ら
の
四
人

の
者
が
何
れ
も
死
刑
に
處
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
制
度

局
が
改
革
の
中
栢
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
権
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の
奪
取
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

制
度
局
の
設
置
が
否
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
政
は
壁
に
ぶ
ち

　
　

営
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
保
守
派
の
西
太
后
一
派
が
軍
機
處
や
總

　
　

理
貿
門
の
背
後
で
暗
躍
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、
又
こ
れ
ら
の
術

　
　

門
に
よ
っ
て
い
る
連
中
が
頑
迷
固
廼
で
あ
り
、
眼
中
自
己
の
利
盆
し

　
　

か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
が
青
島
を
占
領
し
た
と
き
、
あ

　
　

る
人
が
張
之
洞
に
「
列
國
が
中
國
を
分
割
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
？

　
　

あ
な
た
は
ど
う
す
る
つ
も
り
か
」
と
聞
い
た
。
こ
れ
に
對
し
張
は
「
分

　
　

割
さ
れ
た
に
し
て
も
小
朝
廷
は
残
る
で
あ
ろ
う
。
自
分
は
そ
の
小
朝

　
　

廷
の
大
臣
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
・
と
答
え
て
涼
し
い
顔
を
し
て
い

　
　

た
。
張
之
洞
は
大
官
の
中
で
も
も
の
汁

　
　

人
に
し
て
か
ｘ
る
有
様
で
あ
る
と
言
っ
て
梁
啓
超
が
慨
嘆
し
て
い

　
　

ら
梁
啓
超
は
常
時
の
大
官
を
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
い
る
。

　
　

モ
の
第
一
は
世
界
の
こ
と
を
全
然
知
ら
す
、
外
國
の
名
前
を
言
っ
て

　
　

も
信
用
せ
す
、
危
急
を
説
い
て
も
そ
れ
は
漢
奸
の
篤
に
す
る
言
だ
と

　
　

し
て
と
り
合
わ
な
い
連
中
で
あ
る
。
第
二
の
連
中
は
、
外
患
の
恐
る

　
　

べ
き
こ
と
は
知
っ
て
い
る
か
、
自
分
は
七
、
八
十
の
老
人
で
あ
る
か

　
　

ら
徐
命
い
く
ぼ
く
奄
な
い
。
あ
と
は
ど
う
な
っ
て
も
よ
い
と
考
え
て

3
3
5

　

い
る
。
第
三
は
、
國
が
亡
ん
で
小
朝
廷
に
な
っ
て
も
、
自
分
は
大
臣

に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
然
し
今
若
し
新
政
が
宣
施
さ
れ
る
と
自
分

に
は
蜜
力
か
な
い
か
ら
直
ち
に
退
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
極
力
反
對
す

る
連
中
で
あ
る
。
梁
は
光
緒
帝
を
と
り
ま
く
大
官
連
中
の
心
理
を
鏡

く
分
析
し
て
ぃ
る
。
か
く
の
如
き
有
様
で
は
新
政
が
行
き
詰
っ
て
し

ま
っ
た
の
も
不
思
議
な
こ
と
で
な
い
。

　

新
政
の
賓
施
に
於
て
最
も
障
碍
に
ぷ
ち
営
り
、
攻
撃
の
的
と
な
っ

た
の
は
、
制
度
局
の
設
置
と
科
単
に
於
け
る
八
股
文
の
廃
止
で
あ
っ

た
。
八
股
の
廃
止
は
数
百
の
翰
林
、
敷
干
の
進
士
、
叡
萬
の
単
人
、

敷
十
萬
の
秀
才
、
敷
百
萬
の
童
生
の
運
命
に
か
き

制
度
局
、
十
二
局
の
設
置
は
六
部
九
卿
の
運
命
に
か
ｘ
る
問
題
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
　
０
宮
廷
の
中
で
酔
生
夢
死
し
て
ぃ
た
撒
千
の
人
々

は
ゴ
ウ
く
た
る
非
難
の
胆
を
あ
げ
、
泣
い
て
西
太
后
に
嘆
願
す
る

有
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
對
し
光
緒
帝
を
中
心
と
す
る
愛
法
派
の
力

は
徐
り
に
奄
弱
か
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
四
月
か
ら
八
月
に
至
る
間
、
新
政
の
詔
は
雨
の
如
く
下

っ
た
。
然
し
地
方
に
於
け
る
賞
施
の
状
況
は
、

　

四
月
以
来
詔
は
し
き
り
に
下
り
、
新
政
を
単
行
し
、
督
撫
に
賞
施

　

を
促
し
た
か
、
湖
南
の
巡
撫
陳
賓
旗
を
除
い
て
は
、
詔
書
を
賓
施

　

す
る
者
は
少
な
か
っ
た
。
帝
は
三
令
五
申
し
て
譚
論
し
た
け
れ
と
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も
効
果
は
な
か
っ
た
。
…
…
帝
が
激
怒
し
て
何
回
も
尿
し
く
責
め

　

た
け
れ
ど
も
、
終
に
一
人
も
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
人
も

　

懲
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
督
撫
は
西
太
后
の
任
用
す

　

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
帝
に
は
人
事
権
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
督
撫
は

　

詔
令
を
無
硯
し
、
維
新
の
令
を
宣
行
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
戊

　

戌
政
雙
記
）
。

と
あ
る
如
く
で
あ
っ
た
。
學
會
が
有
力
で
、
地
方
議
會
の
役
割
を
果

す
位
紳
士
が
力
を
も
っ
て
い
た
湖
南
を
除
い
て
新
政
は
殆
ん
と
賓
施

さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

目

　

新
政
の
賓
施
は
行
き
つ
ま
っ
だ
。
出
さ
れ
る
詔
令
も
一
向
に
食
施

さ
れ
な
か
Ｉ
だ
。
そ
れ
は
保
守
派
の
連
中
が
西
太
后
を
中
心
と
し
て

結
束
し
て
阻
止
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
西
太
后
の
背
後
に
は
軍
事

の
食
権
を
握
っ
て
い
る
満
洲
人
の
槃
線
が
あ
っ
た
。
四
月
二
十
三
日

新
政
食
施
の
詔
が
出
て
か
ら
間
も
な
く
、
便
法
派
の
翁
同
蘇
が
冤
職

に
な
り
、
柴
線
が
直
隷
總
督
と
な
っ
た
の
は
、
新
政
に
對
す
る
ク
ー

デ
タ
ー
を
行
う
た
め
の
布
石
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
督
撫
も
新
政
の
食

施
に
熱
意
を
示
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

槃
線
の
下
に
は
武
毅
軍
を
率
い
る
聶
士
成
、
新
建
軍
の
袁
世
凱
、

甘
粛
の
土
軍
を
率
い
る
董
福
祥
が
あ
っ
た
。
そ
の
總
数
は
四
、
五
萬

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
新
政
に
理
解
の
あ
っ
た
の
は
袁
世
凱
で

あ
り
、
彼
の
下
に
は
洋
式
訓
練
を
受
け
、
精
鋭
を
誇
る
新
軍
が
あ
っ

た
。
新
政
を
こ
れ
以
上
推
し
進
め
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
軍
事
の

官
権
を
握
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
便
法
派
が
期
待
を
か
け
た
の

は
袁
世
凱
で
あ
っ
た
。
七
月
二
十
九
日
、
袁
世
凱
は
入
京
を
命
ぜ
ら

れ
、
八
月
一
日
謁
見
が
行
わ
れ
、
侍
耶
に
昇
格
し
た
。
と
こ
ろ
が
八

月
三
日
架
線
か
ら
電
報
が
あ
り
、
英
露
の
間
に
戦
争
か
起
り
、
各
國

の
軍
艦
が
塘
法
に
集
結
し
て
い
る
か
ら
至
急
袁
世
凱
が
天
津
に
贈
つ

て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
四
日
袁
が
出
京
の
許
可

を
受
け
に
行
っ
た
が
、
光
緒
帝
は
五
日
に
出
京
す
る
こ
と
を
許
し
、

五
日
の
日
に
も
謁
見
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
六
日
の
日
に
政
愛

が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
袁
世
凱
を
北
京
か
ら
天
津
に
招
い
た
の
は
明

ら
か
に
架
蘇
ら
の
謀
略
で
あ
っ
た
。
譚
嗣
同
か
袁
世
凱
を
訪
ね
て
息

づ
ま
る
よ
う
な
談
判
の
行
わ
れ
た
の
は
三
日
の
夜
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

営
時
の
緊
迫
し
た
政
治
情
勢
が
想
像
に
難
く
な
い
。
結
局
愛
法
派
が

企
画
し
て
い
た
ク
と
ア
タ
ー
は
、
袁
の
裏
切
り
に
よ
り
失
敗
に
腎
す

る
の
で
あ
る
が
、
愛
法
派
の
政
治
工
作
は
保
守
派
の
心
臓
部
ま
で
迫

っ
た
の
で
あ
る
。
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西
太
后
を
中
心
と
す
る
保
守
派
は
政
治
の
賓
権
を
握
っ
て
い
た
の

　
　

で
十
分
自
信
を
も
っ
て
い
た
。
戊
戌
政
愛
記
に
よ
る
と
、
或
る
人
が

　
　

架
蘇
に
「
光
緒
帝
が
無
茶
な
政
治
を
行
い
、
祀
宗
の
制
度
を
破
壊
し

　
　

て
い
る
。
こ
れ
を
ど
う
す
る
つ
も
り
か
」
と
聞
い
た
の
に
對
し
、
架

　
　

線
は
、
「
し
ば
ら
く
し
た
い
よ
う
に
さ
せ
る
が
よ
い
」
え
答
え
た
と

　
　

言
う
。
彼
ら
は
し
ば
ら
く
新
政
を
官
施
せ
し
め
、
機
の
熟
す
る
を
待

　
　

っ
て
一
寧
に
弾
悪
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

然
し
私
達
は
便
法
派
の
力
を
齢
り
に
も
過
少
評
價
し
て
は
な
ら
な

　
　

い
。
巌
復
は
営
時
の
受
法
派
を
論
じ
て
、

　
　
　

そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
新
法
を
談
じ
て
時
勢
の
粧
と
な
す
新
し
が

　
　
　

り
屋
で
あ
る
。
彼
等
は
こ
と
ご
と
に
附
和
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

　
　
　

本
心
か
ら
出
た
の
で
な
い
。
第
二
は
西
洋
人
の
船
堅
砲
利
を
見
て

　
　
　

こ
れ
に
學
ば
ね
ぼ
な
ら
ぬ
と
す
る
人
達
で
あ
る
。
そ
の
第
三
は
極

　
　
　

め
て
保
守
的
な
人
間
で
あ
る
が
、
何
事
も
知
ら
な
い
こ
と
は
な
い

　
　
　

と
い
う
顔
が
し
て
見
た
い
連
中
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
連
中
は
維
新

　
　
　

派
の
粧
を
し
て
い
る
が
、
官
は
維
新
の
心
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

（
戊
戌
愛
法
所
攻
鼓
復
・
箇
中
國
分
黛
）

　
　

と
云
っ
て
い
る
。
愛
法
派
に
は
時
代
に
迎
合
す
る
者
が
多
く
、
断
乎

3
3
7

　

と
し
て
新
政
を
官
施
す
る
決
意
を
も
つ
者
が
少
な
か
っ
た
こ
と
は
事

責
で
あ
る
。
愛
法
派
の
如
く
粧
っ
て
、
い
ざ
時
勢
が
不
利
に
な
る
と

裏
切
っ
て
保
守
派
に
通
す
る
李
盛
祥
・
張
之
洞
・
袁
世
凱
の
如
き
人

物
も
あ
っ
た
。
然
し
営
時
の
心
あ
る
人
々
が
ひ
そ
か
に
便
法
に
期
待

し
、
こ
れ
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
朱
徳
は
四

川
の
奥
地
に
も
愛
法
に
期
待
を
か
け
た
學
校
教
師
の
あ
っ
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
（
ス
タ
ド
レ
ー
・
偉
大
な
る
道
）
。
日
清
戦
争
に
敗
れ
、

分
割
の
危
機
に
頻
し
た
祀
國
を
憂
う
る
人
々
は
光
緒
帝
に
希
望
を
托

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
宮
廷
の
奥
深
く
生
活
す
る
光
緒
帝
を
動
か
し

た
の
も
こ
の
時
代
の
動
き
で
あ
る
。
譚
嗣
同
の
如
き
営
時
と
し
て
は

極
め
て
急
進
的
な
青
年
を
天
子
の
顧
問
に
ま
で
つ
き
上
げ
た
の
は
、

営
時
の
緊
迫
し
た
空
気
で
あ
っ
た
。
梁
啓
超
は
三
十
年
来
教
案
の
起

ら
な
か
っ
た
年
は
な
い
が
、
新
政
が
食
施
さ
れ
た
三
ヶ
月
間
に
は
一

件
の
教
案
も
起
ら
な
か
っ
た
。
然
る
に
政
愛
の
第
四
日
目
に
北
京
で

暴
徒
が
蜂
起
し
、
そ
の
後
の
ニ
ケ
月
間
に
宣
教
師
の
殺
害
事
件
が
五
、

六
件
も
起
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
或
る
程
度
人
心
の
動

向
を
物
語
っ
て
い
る
。
帝
國
主
義
の
侵
略
に
對
す
る
怒
り
は
教
案
と

し
て
爆
翌
し
た
。
新
政
食
施
の
期
間
中
に
教
案
が
起
ら
な
か
っ
た
の

は
、
民
衆
が
私
か
に
新
政
に
期
待
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
政

愛
後
ニ
ケ
年
に
し
て
華
北
に
教
案
の
大
規
模
な
も
の
と
し
て
義
和
團
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一
一
一

　

事
件
の
爆
登
し
た
こ
と
も
こ
の
間
の
消
息
を
物
語
っ
て
い
る
。
民
衆

　
　

、
の
中
に
は
清
朝
の
軟
弱
な
る
政
策
と
帝
國
主
義
の
侵
略
に
對
す
る
憤

　
　

激
が
充
満
し
て
い
た
。
そ
し
て
新
政
の
賓
施
と
共
に
中
國
人
の
眼
が

　
　

開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
魯
迅
か
紹
興
を
出
て
南
京
に
あ
っ
た
江
南
水

　
　

師
學
堂
に
學
ん
だ
の
も
こ
の
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
然
し
そ
れ
か
政

　
　

治
運
動
と
し
て
正
し
く
組
織
さ
れ
な
か
っ
た
の
が
愛
法
派
の
弱
黙
で

　
　

あ
っ
た
。

　
　
　

新
政
は
遂
に
中
途
で
挫
折
し
た
。
そ
れ
は
営
時
と
し
て
営
然
行
わ

　
　

る
べ
き
無
革
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
失
敗
し
た
。
愛
法
派
と
保
守
派

　

。
。
の
賞
力
の
相
違
は
さ
り
な
が
ら
、
私
は
こ
ｘ
に
西
太
后
を
中
心
と
す

　
　

る
満
洲
人
の
民
族
的
利
己
心
を
見
の
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
単
行

　
　

本
の
戊
戌
政
愛
記
に
は
見
え
な
い
が
、
史
料
集
「
戊
戌
愛
法
」
に
引

　
　

用
す
る
政
愛
記
に
は
梁
啓
超
の
言
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
記
さ

　
　

れ
て
い
る
。

　
　
　

撒
年
前
の
こ
と
、
英
國
の
公
使
が
醇
親
王
に
「
貴
國
の
兵
は
甚
だ

　
　
　

侍
む
に
足
り
な
い
。
方
今
外
患
が
日
に
迫
っ
て
い
る
の
に
と
う
し

　
　
　

て
早
く
何
と
か
し
な
い
の
か
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
が
、
醇
親
王

　
　
　

は
「
我
が
國
の
兵
は
家
賊
に
備
え
る
た
め
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

　
　
　

外
國
に
備
え
る
た
め
に
あ
る
の
で
な
い
」
と
答
え
た
。
又
大
學

　

士
軍
機
大
臣
の
剛
毅
は
常
に
人
に
語
っ
て
「
改
革
は
漢
人
に
利
か

　

あ
る
が
、
満
洲
人
に
は
害
で
あ
る
。
我
々
は
産
業
（
國
家
）
を
も
つ

　

て
い
る
が
、
寧
ろ
こ
れ
を
朋
友
で
あ
る
露
國
に
呉
久
て
も
奴
隷
で

　

あ
る
漢
人
に
呉
え
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
話
は

　

京
師
の
人
の
皆
聞
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
か
此
の
書
を
誼

　

む
人
に
言
い
た
い
こ
と
は
、
満
洲
人
の
保
守
派
の
人
々
の
心
事
如

　

何
と
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
二
人
の
言
葉
か
印
ち
そ
の
代
表
で
あ
る

　

以
上
か
満
洲
人
の
偏
ら
ざ
る
心
情
で
あ
っ
た
。
資
力
の
な
い
満
洲

人
は
、
新
政
が
資
施
さ
れ
る
と
政
治
の
官
権
を
漢
人
に
奪
わ
れ
る
こ

と
を
恐
れ
、
極
力
新
政
に
反
對
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
彼
等

の
反
對
は
根
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
新
政
が
な
さ
る
べ
く
し
て
挫
折

し
た
の
は
、
清
朝
が
異
民
族
の
王
朝
で
あ
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
原
因

で
あ
り
、
新
政
は
一
面
に
於
て
満
洲
人
と
漢
人
と
の
政
治
闘
争
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
保
國
會
が
大
清
帝
國
を
守
る
の
で
な
く
、
中
國
人

を
守
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
攻
撃
さ
れ
、
又
光
緒
帝
が
漢
奸

と
し
て
罵
ら
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
満
洲
人
に
と
っ
て
は
新

政
の
資
施
は
漢
人
の
政
権
奪
取
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。

　

従
っ
て
政
愛
後
に
於
て
は
そ
の
反
動
と
し
て
満
洲
人
の
漢
人
に
對
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す
る
堅
迫
は
強
化
さ
れ
る
。
知
新
報
評
論
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

　
　

次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

異
な
る
か
な
日
本
人
松
圈
氏
の
言
。
曰
く
。
「
政
愛
以
後
満
洲
人

　
　
　

の
政
策
は
Ｉ
愛
し
、
昔
は
外
交
に
注
意
し
て
い
た
が
、
今
や
内
治

　
　
　

に
注
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昔
は
漢
人
を
信
用
し
て
い
た
が
、

　
　
　

今
や
嫉
悪
す
る
よ
う
に
カ
つ
た
。
漢
人
を
嫉
悪
す
る
の
は
漢
人
が

　
　
　

役
に
立
た
な
い
か
ら
で
な
く
、
漢
人
の
才
智
を
畏
忌
し
て
い
る
か

　
　
　

ら
で
あ
る
」
と
。
（
戊
戌
鍵
法
）

　
　
　

新
政
か
滞
洲
人
と
漢
人
の
民
族
闘
９
　
の
性
格
を
１
　
び
た
こ
と
が
、

　
　

新
政
の
賓
施
を
一
肩
困
難
に
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

　
　

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㈱

　
　
　

次
に
私
は
愛
法
を
続
る
営
時
の
國
際
開
係
に
つ
い
て
述
べ
て
見
た

　
　
　

い
。
保
守
派
の
西
太
后
や
李
鴻
章
が
日
清
戦
争
前
か
ら
帝
政
ロ
シ
ャ

　
　
　

に
依
頼
し
、
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
責
で
あ
る
が
、
特

　
　
　

に
戦
後
に
於
て
は
そ
の
弱
膿
北
し
た
政
権
を
維
持
す
る
た
め
一
層
ロ

　
　
　

シ
ャ
に
接
近
し
た
。
三
國
干
渉
や
借
款
に
帝
政
ロ
シ
ャ
の
援
助
か
著

　
　
　

る
し
く
、
そ
し
て
逐
に
一
八
九
六
年
の
露
清
密
約
と
し
て
賞
を
結
ん

　
　
　

だ
。
李
鴻
章
は
こ
れ
に
よ
っ
て
二
十
年
の
平
和
を
維
持
で
き
る
と
し

3
3
9

　

て
甚
だ
得
意
で
あ
っ
た
。
雨
者
は
世
界
に
於
け
る
代
表
的
な
君
主
猫

裁
國
家
と
し
て
精
紳
的
に
も
相
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
合

は
ロ
シ
ヤ
の
旅
順
・
大
連
の
占
領
に
よ
っ
て
も
捲
か
す
、
政
愛
後
に

於
て
は
一
層
緊
密
の
度
を
加
へ
た
。
梁
啓
超
は
こ
の
黙
に
つ
い
て

　

蓋
し
ロ
シ
ヤ
と
結
ぶ
の
は
そ
れ
に
よ
っ
て
専
制
の
君
権
を
維
持
し
、

　

抑
墾
政
策
を
賞
施
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
自
分
は
政
愛
の
後
に
於

　

て
益
々
こ
の
鮎
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
…
…
又
露
人

　

を
招
い
て
蒙
古
の
騎
馬
除
八
千
人
を
訓
練
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

あ
あ
、
こ
れ
こ
そ
は
賓
に
ロ
シ
ヤ
の
コ
サ
ッ
ク
が
東
亜
の
地
を
蹟

　

路
す
る
先
華
で
あ
る
。
（
戊
戌
便
法
所
収
戊
戌
政
愛
記
）

と
論
じ
て
い
る
。

　

一
方
保
守
派
と
結
ん
で
北
方
か
ら
進
出
す
る
帝
政
ロ
シ
ヤ
に
最
も

脅
威
を
感
じ
て
い
た
の
は
英
國
と
日
本
で
あ
っ
た
。
日
本
は
日
清
戦

争
に
勝
利
し
’
た
も
の
ｘ
、
朝
鮮
に
進
出
す
る
帝
政
ロ
シ
ヤ
を
恐
れ
て

い
た
。
ド
イ
ツ
が
青
島
を
占
領
し
た
機
會
に
參
謀
本
部
は
紳
尾
・
宇

都
宮
の
二
人
を
派
遣
し
て
湖
廣
總
督
張
之
洞
に
日
本
と
結
ぶ
こ
と
を

提
案
し
た
。
一
八
九
八
年
の
春
、
ロ
シ
ヤ
が
旅
順
・
大
連
を
占
領
ナ

る
と
榊
尾
は
漢
口
で
譚
嗣
同
に
會
っ
て
い
る
。
譚
嗣
同
も
日
本
と
の

結
合
に
賛
成
し
、
南
學
會
の
講
演
で

　

自
分
は
こ
の
頃
湖
北
で
日
本
政
府
が
派
遣
し
た
官
員
三
人
と
話
し
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合
っ
た
が
、
彼
ら
は
「
中
國
と
日
本
と
は
肩
歯
相
依
る
開
係
で
あ

　

る
。
中
國
か
存
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
日
本
も
亦
滅
び
る
。

　

だ
か
ら
甚
だ
中
國
と
戦
っ
た
こ
と
を
悔
い
て
お
り
、
中
國
と
結
ぼ

　

ん
こ
と
を
希
ん
で
い
る
。
中
國
を
救
う
こ
と
は
自
ら
を
救
う
こ
と

　

で
あ
る
」
と
語
っ
た
。
（
譚
嗣
同
全
集
・
箇
中
國
情
形
危
急
）

と
述
べ
て
い
る
。
譚
と
並
び
栢
せ
ら
れ
る
唐
才
常
も

　

日
本
・
中
國
・
英
國
が
結
ん
だ
な
ら
ば
、
強
國
ロ
シ
ヤ
が
如
何
に

　

さ
か
し
く
と
も
東
方
侵
略
を
ほ
し
い
ま
ｘ
に
す
る
こ
と
が
で
き
な

　

い
。
（
戊
戌
愛
法
所
収
唐
・
脳
中
國
・
宜
呉
英
日
連
盟
）

と
い
っ
て
い
る
。
日
本
で
東
亜
同
文
會
が
組
織
さ
れ
た
の
も
こ
の
頃

で
あ
る
。
便
法
派
は
日
本
の
明
治
維
新
を
理
想
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
か
ら
精
紳
的
に
も
相
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　

一
方
康
有
鶏
や
梁
啓
超
は
英
國
と
も
結
ん
で
い
た
。
英
國
人
が
中

心
と
な
っ
て
上
海
で
廣
學
會
が
で
き
た
の
か
一
八
八
七
年
の
こ
と
で

あ
る
が
、
康
學
會
の
指
導
者
で
あ
る
英
人
李
提
摩
太

　

丿
日
ｏ
５
　
ｙ

Ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ｄ
は
光
緒
帝
に
政
治
改
革
の
意
見
書
を
奉
っ
た
こ
と
が
あ

り
、
梁
啓
超
は
彼
の
書
記
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
帝
政
ロ
シ
ヤ

の
進
出
を
恐
れ
る
英
國
も
亦
愛
法
派
を
支
持
し
、
こ
れ
と
結
ん
で
い

た
。

　

こ
の
意
味
に
於
て
新
政
が
進
行
し
て
い
た
七
月
廿
六
日
に
日
本
の

前
首
相
で
あ
り
、
日
本
憲
法
の
作
成
者
で
あ
る
伊
藤
博
文
が
中
國
を

訪
れ
た
の
は
大
き
な
政
治
的
意
義
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
伊
藤
か

天
津
か
ら
北
京
に
到
着
し
た
の
は
七
月
廿
九
日
で
、
八
月
五
日
に
光

緒
帝
に
謁
見
し
て
い
る
。
そ
の
翌
日
に
政
愛
が
起
っ
た
。
伊
藤
の
北

京
訪
問
は
そ
の
時
期
を
失
し
て
い
る
が
、
営
時
の
中
國
の
新
聞
は
二

の
こ
と
を
大
々
的
に
報
じ
て
い
る
。
伊
藤
鳥
何
か
期
す
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
便
法
派
の
背
後
に
は
日
本
人
や
英
國
人
が
動

い
て
い
た
。
康
や
梁
が
日
本
に
無
事
亡
命
で
き
た
の
も
両
國
の
援
助

に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

㈲

　

戊
戌
愛
法
は
八
月
六
日
の
保
守
派
の
ク
よ
ア
タ
ー
で
も
ろ
く
も
潰

え
去
っ
た
。
弾
座
は
強
化
さ
れ
、
獲
得
し
た
民
主
的
諸
権
利
奄
奪
わ

れ
た
。
然
し
民
衆
の
政
治
的
自
惚
は
高
め
ら
れ
、
或
る
程
度
の
出
版

・
結
此
の
自
由
を
得
た
こ
と
、
官
辨
、
官
督
商
辨
の
経
済
的
束
縛
を

破
っ
て
民
間
資
本
主
義
工
業
の
自
由
を
得
た
こ
と
、
西
洋
の
民
主
的

文
化
が
廣
く
普
及
し
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
歴
史
的
意
義
は
高
く
評
價

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
0
8
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
ヽ
洋
務
運
動
に

於
て
は
翠
に
西
洋
の
武
器
を
楡
入
し
た
ゞ
け
で
、
封
建
専
制
に
對
す

-
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る
批
判
は
何
ら
起
ら
な
か
っ
た
が
、
愛
法
運
動
は
政
治
制
度
そ
の
も

　
　

の
に
對
す
る
改
革
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
日
清
戦
争
に
績
く
帝
國

　
　

主
義
國
家
の
侵
略
に
よ
っ
て
起
っ
た
民
主
的
政
治
運
動
で
あ
り
、
ブ

　
　

。
ル
ジ
。
・
ア
民
主
革
命
に
翌
展
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
。
彼
ら
が

　
　

清
朝
の
光
緒
帝
の
力
を
齢
り
に
も
高
く
評
價
し
た
こ
と
は
勿
論
誤
り

　
　

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
政
治
運
動
と
し
て
一
度
は
経
過
し
な
け
れ
ば
な

　
　

ら
ぬ
過
程
で
あ
る
。

　
　
　

愛
法
派
は
政
愛
後
も
保
皇
派
と
し
て
活
動
を
績
け
る
。
そ
し
て
義

　
　

和
團
の
乱
以
後
、
漸
く
一
般
の
支
持
を
得
て
来
た
革
命
派
と
激
し
く

　
　

闘
う
の
で
あ
る
。
特
に
民
報
が
出
て
か
ら
、
保
皇
派
の
機
開
誌
新
民

　
　

叢
報
と
の
間
で
革
命
の
問
題
に
つ
い
て
論
争
が
展
開
さ
れ
會
雨
者

　
　

の
論
戦
の
第
一
は
満
洲
朝
に
對
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
保
皇
派
は
西

　
　

太
后
に
反
對
し
た
が
光
緒
帝
を
支
持
し
、
腸
漢
両
民
族
は
同
一
國
民

　
　

で
あ
り
、
民
族
的
對
立
は
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
對
し
革
命
派
は
満

　
　

洲
貴
族
の
反
動
性
を
攻
撃
し
、
光
緒
帝
に
よ
る
政
治
改
革
は
不
可
能

　
　

で
あ
り
、
保
皇
派
の
活
動
は
亡
ぴ
ん
と
す
る
清
朝
を
擁
護
す
る
に
外

　
　

な
ら
な
い
と
し
た
。

　
　
　

第
二
の
問
題
は
革
命
の
方
法
に
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
保
皇
派
は

Ｊ

　

君
主
立
憲
を
主
張
し
、
開
明
専
制
に
よ
・
て
徐
々
に
人
民
を
啓
蒙
し

然
る
後
民
主
政
治
を
賓
施
せ
ん
と
し
た
が
、
革
命
派
は
民
主
政
治
を

資
施
す
る
に
は
革
命
が
必
要
で
あ
り
、
清
朝
を
倒
す
と
と
が
先
決
問

題
で
あ
る
と
し
た
。

　

第
三
は
土
地
問
題
で
あ
る
。
革
命
派
は
平
均
地
権
、
土
地
國
有
を

主
張
し
た
が
、
保
皇
派
は
土
地
解
放
は
下
層
階
級
の
騒
動
を
起
し
、

中
國
は
滅
亡
す
る
と
い
っ
て
反
對
し
た
。
第
四
は
革
命
と
瓜
分
の
問

題
で
あ
る
。
革
命
は
内
乱
を
起
し
、
列
國
の
瓜
分
を
招
く
と
い
う
保

皇
派
に
對
し
、
革
命
派
は
現
在
既
に
瓜
分
か
行
わ
れ
て
お
り
、
革
命

を
行
う
の
は
猫
立
す
る
た
め
で
あ
り
、
革
命
な
く
し
て
瓜
分
を
防
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川

こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。

　

雨
者
の
論
戦
は
極
め
て
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
保
皇
派
は
光
緒

帝
を
支
持
し
て
平
和
的
に
立
憲
政
治
を
資
現
せ
ん
と
し
、
革
命
派
は

資
力
に
よ
っ
て
満
洲
人
の
支
配
を
打
倒
す
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
と

し
、
又
保
皇
派
は
下
層
民
の
蜂
起
を
恐
れ
た
が
、
革
命
派
は
下
府
民

を
も
動
員
し
て
革
命
を
な
さ
ん
と
し
た
。
日
清
戦
争
後
先
進
的
思
想

と
し
て
迎
え
ら
れ
た
愛
法
運
動
も
今
や
時
代
お
く
れ
と
な
っ
た
。
中

國
人
は
愛
法
論
を
の
り
こ
え
て
前
進
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の

論
争
は
や
が
て
革
命
派
の
勝
利
と
な
り
、
辛
亥
革
命
に
向
っ
て
前
進

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
愛
法
論
か
ら
の
辨
誕
法
的
翌
展
で
あ
る
。
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こ
む
に
中
國
思
想
稜
展
の
論
１
　
を
見
る
こ
と
か
で
き
る
。
日
本
で
は

　
　

明
治
維
新
以
後
こ
の
よ
う
な
登
展
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　

最
後
に
一
言
し
た
い
こ
と
は
富
時
に
於
け
る
日
本
と
中
國
と
の
開

　
　

係
で
あ
る
。
明
治
維
新
に
よ
っ
て
近
代
國
家
を
ま
が
り
な
り
に
も
建

　
　

設
し
た
日
本
か
、
絶
え
ず
中
國
侵
略
の
野
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は

　
　

事
賞
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
時
代
と
共
に
愛
動
か
あ
り
、
賓
藤
氏
の

　
　

言
う
如
く
、
明
治
初
年
か
ら
日
清
戦
争
ま
で
が
攻
日
論
流
行
時
代
、

　
　

日
清
戦
９
　
か
ら
明
治
の
末
ま
で
が
親
日
時
代
、
そ
し
て
大
正
の
は
じ

　
　

め
か
ら
か
排
日
時
代
、
と
中
國
の
側
か
ら
の
時
代
匹
分
も
一
面
の
具

　
　

理
を
含
ん
で
い
る
（
賞
藤
恵
秀
・
明
治
目
支
文
化
交
渉
）
。
そ
し
て
鈴
江

　
　

言
一
氏
が
孫
文
傭
の
中
で

　
　
　

支
那
市
場
に
於
け
る
日
本
の
経
済
的
地
位
の
確
立
は
日
本
ブ
ル
ジ

　
　
　

。
ア
ジ
ー
の
運
命
に
と
っ
て
生
死
の
問
題
で
あ
っ
た
に
拘
ら
ず
、

　
　
　

四
百
三
十
萬
哩
四
億
人
か
ら
な
る
此
市
場
獲
得
戦
に
於
て
日
本
は

　
　
　

他
の
競
争
者
―
欧
米
諸
國
か
ら
被
諸
鐙
的
な
立
場
に
置
か
れ
て

　
　
　

い
た
。
海
外
市
場
獲
得
戦
の
基
礎
た
る
國
家
の
武
装
に
於
て
も
産

　
　
　

業
登
達
の
高
度
に
於
て
も
日
本
は
他
の
競
９
　
者
と
は
比
較
に
な
ら

　
　
　

ぬ
劣
勢
に
あ
っ
た
。
隨
っ
て
列
國
が
原
始
的
手
段
を
以
て
す
る
支

　
　
　

那
の
領
土
や
其
他
政
治
的
経
済
的
利
根
獲
得
運
動
に
於
て
、
日
本

　

は
同
じ
行
動
に
於
け
る
競
争
の
可
能
不
可
能
よ
り
も
、
列
國
の
積

　

極
的
支
那
侵
略
の
翌
展
を
直
接
自
己
に
加
え
ら
れ
る
危
害
と
し
て

　

感
す
る
方
が
急
で
あ
っ
た
。
此
の
故
に
日
本
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

　

は
欧
米
諸
國
の
侵
略
を
支
那
自
身
が
拒
否
し
得
る
こ
と
を
切
望
し

　

た
。
此
の
切
望
に
對
し
腐
爛
恢
復
の
見
込
な
き
満
洲
政
府
の
存
在

　

は
喜
ぼ
し
い
も
の
で
な
か
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
味
う
べ
き
言
で
あ
る
。
日
本
の
國
家
・
政
府

は
と
も
か
く
と
し
て
、
日
本
人
が
中
國
が
近
代
化
さ
れ
、
狽
立
國
と

な
る
こ
と
を
希
望
し
、
援
助
し
た
善
意
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
少
く
と
も
こ
の
愛
法
の
前
後
に
於
て
そ
の
意
圖
は
何
で
あ
れ
、

客
観
的
に
は
日
本
か
帝
政
ロ
シ
ヤ
の
侵
略
に
對
す
る
た
め
、
又
清
朝

と
帝
政
ロ
シ
ヤ
を
き
り
は
な
す
た
め
に
、
中
國
の
進
歩
勢
力
と
手
を

握
り
、
こ
れ
を
援
助
し
て
い
た
こ
と
は
事
食
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治

時
代
の
日
中
交
渉
に
於
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
賓
で
あ
り
、

近
代
に
於
て
日
本
と
中
國
の
最
も
親
密
で
あ
っ
た
の
は
こ
の
頃
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妁

日
露
戦
争
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
る
。

　

中
國
の
近
代
化
運
動
は
日
本
に
比
べ
て
極
め
て
お
く
れ
て
翌
足
し

た
。
然
し
戊
戌
愛
法
か
ら
辛
亥
革
命
へ
、
五
四
運
動
か
ら
國
共
合
作

へ
、
そ
し
て
抗
日
民
族
統
一
戦
線
へ
と
、
絶
え
す
運
動
は
註
會
の
下
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部
に
１
　
透
し
、
そ
の
重
心
を
移
し
、
達
に
今
日
の
新
ら
し
い
中
國
を

建
設
し
た
。
戊
戌
愛
法
は
そ
の
第
一
の
段
階
と
し
て
大
き
な
歴
史
的

意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
六
日
稿
了
）

註①
菖
文
瀾
「
中
國
近
代
史
」
、
宋
雲
彬
「
康
有
恪
」

　

華
南
「
中
國
民
族
解
放
運
動
史
」

　

沈
鏡
如
「
戊
戌
麦
法
典
日
本
」
（
歴
史
研
究
一
九
五
四
ノ
六
）

　

等
を
９
　
照
。
苗
文
瀾
の
書
は
具
体
的
な
事
賞
か
豊
富
で
あ
る
。

②
康
有
鴛
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
如
く
建
べ
て
い
る
。

　

四
十
日
之
間
。
要
挾
逼
逍
者
二
十
事
。
一
徳
之
強
租
膠
州
。
人
所
共
知
也
。

　

其
二
則
英
欲
借
我
款
三
豊
１
　
。
而
俄
不
許
矣
。
其
三
欲
開
大
連
滞
通
商
。

　

俄
不
許
矣
。
其
四
欲
開
南
寧
通
商
。
。
俄
不
許
矣
。
其
五
借
英
款
不
成
。
而

　

内
河
全
許
駿
行
翰
船
矣
。
其
六
西
貢
焼
教
堂
。
法
索
我
償
款
十
萬
矣
。
其

　

七
姚
協
賛
調
補
山
東
道
。
徳
人
限
二
十
四
黙
鍾
撤
去
矣
。
其
八
津
銀
銭
路

　

過
山
東
。
三
電
徳
廷
。
徳
不
許
矣
。
其
九
改
道
過
河
南
。
徳
亦
不
許
。
後

　

請
英
美
使
言
之
乃
許
矣
。
其
十
聶
軍
語
俄
教
習
。
而
訂
明
不
縁
統
領
節
制

　

矣
。
其
十
一
俄
教
習
去
留
須
候
俄
廷
旨
矣
。
其
十
二
俄
人
勒
逐
徳
教
習
四

　

人
矣
。
其
十
三
直
隷
山
西
東
三
省
練
兵
。
必
須
前
俄
教
習
矣
。
云
云
（
戊
戌

　

政
髪
記
）

③
常
時
便
法
超
勤
の
一
つ
の
中
心
を
’
な
し
て
い
た
の
は
湖
南
で
あ
っ
た
。
梁

　

啓
超
は
こ
れ
に
つ
い
て

　

蓋
営
時
正
徳
人
侵
奪
膠
州
之
時
。
列
國
分
割
中
國
之
諭
大
起
。
故
湖
南
志

　

士
人
人
作
亡
後
之
圖
。
思
保
湖
南
之
脚
立
。
而
両
立
之
畢
。
非
可
空
言
。

　

必
其
人
民
習
於
政
術
、
能
有
自
治
之
賞
際
然
後
可
。
故
先
馬
此
會
以
撫
習
。

　

以
錫
他
日
之
基
。
且
将
因
此
而
推
諸
於
南
部
各
省
。
則
他
日
雖
過
分
割
。

　

而
南
支
那
曾
可
以
不
亡
。
此
會
之
所
以
名
鳥
南
學
也
。
（
戊
戌
政
愛
記
）

　

と
建
べ
て
い
る
。
南
學
會
は
巡
撫
陳
賓
策
按
察
使
黄
蓮
憲
も
そ
の
指
導
者

　

で
あ
り
、
恰
も
地
方
議
會
の
如
き
で
あ
っ
た
。

④
梁
啓
超
は
洋
務
運
動
に
つ
い
て

　

我
中
國
自
同
治
後
所
謂
便
法
者
。
若
練
兵
也
。
開
催
也
。
通
商
也
。
交
渉

　

之
有
總
署
使
館
也
。
教
育
之
有
同
文
方
言
館
及
中
國
學
堂
也
。
皆
嘆
１
　
之
所

　

謂
改
革
者
也
。
夫
以
練
兵
諭
。
将
帥
不
由
學
校
而
出
。
能
知
兵
乎
。
選
兵

　

無
度
。
任
意
招
募
。
牛
属
流
巧
。
体
之
臓
壮
所
不
知
。
識
字
呉
否
所
不
計
。

　

鋤
用
命
乎
。
…
…
夫
此
諸
事
者
。
則
三
十
年
末
名
臣
曾
國
藩
・
文
祚
・
沈
孫

　

禎
・
李
鴻
章
・
張
之
洞
之
徒
。
所
婚
力
而
始
成
之
者
也
。
然
其
効
若
此
。

　

然
則
不
便
其
本
。
不
易
其
俗
。
不
定
其
規
模
。
不
簿
其
全
局
。
而
依
然
若

　

此
之
支
支
節
節
以
便
之
。
則
雖
使
各
省
得
許
多
督
撫
皆
若
李
鴻
章
張
之
洞

　

之
才
之
識
。
又
恢
以
十
年
無
事
。
聴
之
使
若
李
鴻
章
張
之
洞
所
馬
。
則
於

　

中
國
之
弱
之
亡
能
梢
有
救
乎
。
吾
知
必
不
能
也
。
（
戊
戌
政
愛
記
）

　

と
論
じ
て
い
る
。
日
清
戦
筝
後
洋
務
運
動
に
對
す
る
批
判
か
各
方
面
か
ら

　

起
っ
て
い
る
か
、
梁
の
議
論
は
最
も
核
心
を
つ
い
て
い
る
。
爾
こ
の
こ
と

　

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
國
に
於
け
る
官
僚
軍
事
工
業
の
一
考
察
」
（
ヒ
ス

　

ト
リ
ア
第
九
貌
）
を
１
　
照
さ
れ
た
い
。

⑤
愛
法
派
と
保
守
派
の
中
間
に
立
ち
、
「
中
學
侭
俵
、
洋
學
馬
用
」
と
唱
え
て

　

便
法
に
反
對
し
た
の
は
張
之
洞
で
あ
る
。
彼
の
勧
學
篇
は
一
八
九
八
年
に

　

出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で

　

民
擢
之
説
。
無
一
益
而
有
百
害
。
若
人
皆
自
主
。
不
轟
滅
人
類
不
止
。
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と
逍
べ
て
い
る
。
彼
は
西
洋
の
技
術
の
優
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
た

　

が
、
政
治
の
礎
革
に
は
絶
對
反
對
で
、
特
に
民
椎
説
は
具
向
か
ら
之
を
否

　

定
し
た
。

⑥
姥
法
派
の
中
で
最
も
急
進
的
で
あ
っ
た
の
は
譚
嗣
同
で
あ
る
。
彼
は
太
平

　

天
國
を
支
持
し
、
こ
れ
を
銀
座
し
た
曾
國
藩
を
攻
撃
す
る
。
巾
國
の
封
建

　

道
徳
で
あ
る
五
倫
に
對
す
る
批
判
も
最
も
鏡
い
。
彼
の
弟
子
の
中
か
ら
黄

　

興
の
如
き
人
物
が
出
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
思
想
的
に
改
革
派
か
ら
革
命
派

　

へ
の
橋
を
か
け
た
人
で
あ
る
。
そ
の
思
想
に
つ
い
て
は
楊
正
典
の
「
譚
嗣

　

同
」
を
參
照
さ
れ
た
い
。

⑦
康
有
錫
は
一
八
九
八
年
の
上
書
で
常
時
の
華
北
の
瞼
悪
な
空
気
に
つ
い
て

　

自
台
事
後
。
天
下
皆
知
朝
廷
之
不
可
侍
。
人
無
固
志
。
奸
先
生
心
。
陳
渉

　

畷
耕
於
朧
上
。
石
勒
倚
嗚
於
東
門
。
所
在
而
有
。
近
泌
尤
衆
。
伏
莽
遍
於

　

山
渾
。
教
民
遍
於
腹
背
。

　

と
逍
べ
て
い
る
。
恰
も
義
和
国
の
胤
を
諏
見
し
て
い
た
か
の
如
く
で
あ
る
。

　

彼
ら
の
曼
法
涯
動
も
か
ざ

⑧
槌
法
運
動
は
資
本
主
義
の
発
展
に
道
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
。
譚
嗣
同
か

　

湖
南
で
近
代
産
業
を
企
査
し
て
い
た
こ
と
は
、
梁
啓
超
の
譚
嗣
同
傅
に

　

於
是
湖
南
侶
辨
之
事
。
若
内
河
小
輪
船
也
。
商
辨
鍍
務
也
。
湘
専
緻
路
也
。

　

…
…
皆
君
所
側
論
聊
誉
者
也
。

　

と
言
っ
て
居
り
、
又
日
計
戦
争
後
の
外
國
資
本
の
進
出
に
刺
戟
さ
れ
て
企

　

業
熱
の
あ
が
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
一
八
九
七
年
に
張
之
洞
は

　

敷
年
以
来
江
浙
湖
北
等
省
。
陸
績
添
設
紡
紗
・
綴
糸
・
供
繭
各
廠
約
三
十

　

家
。
此
外
械
造
之
貨
。
蘇
温
江
寧
等
處
。
有
購
機
器
製
造
洋
酒
・
洋
蝋
・
火
柴

　

・
幄
米
・
自
末
火
者
。
江
西
亦
有
西
法
養
誼
綴
糸
之
請
。
院
西
亦
有
集
股

　

開
設
機
器
紡
織
局
。
四
川
巳
囃
械
創
設
煤
油
並
議
立
洋
燭
公
司
。
山
西
亦

　

集
股
興
辨
煤
餓
。
開
設
商
務
公
司
。
…
…
自
此
各
省
気
象
日
新
。
必
且
愈
推

　

愈
廣
。
（
光
緒
政
要
）

　

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
盛
ん
な
有
縁
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
便
法
江
動

　

は
又
か
ｘ
る
社
會
的
気
運
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

又
梁
啓
超
は
便
法
か
具
え
た
人
心
の
愛
化
に
つ
い
て

　

八
股
既
庖
。
数
月
以
来
。
天
下
移
風
。
敷
千
萬
之
士
人
。
皆
不
得
不
舎
其

　

免
園
冊
子
帖
恬
壽
章
。
乎
購
萬
國
之
故
及
各
種
新
學
。
乎
同
地
圖
。
學
講

　

譚
出
之
西
書
。
昔
之
夢
々
然
不
知
有
大
地
。
以
中
國
篤
世
界
褐
立
無
二
之

　

國
者
。
今
則
忽
然
開
目
。
憬
然
知
中
國
以
外
倚
有
如
許
多
國
。
而
頑
階
侶

　

傲
之
意
見
。
可
以
頓
悍
矣
。
雖
僅
敷
月
。
八
股
旋
復
。
而
耳
目
既
開
。
民

　

智
謀
進
。
自
有
不
甘
於
謬
晒
者
。
菖
藩
頓
決
。
泉
涌
濤
奔
。
非
復
如
昔
日

　

之
可
以
徘
閉
抑
泌
矣
。
（
戊
戌
政
愛
記
）

　

と
逍
べ
て
い
る
。

⑨
革
命
派
を
代
表
し
て
論
陣
を
張
っ
た
の
が
章
炳
麟
で
あ
る
。
そ
の
脆
は
「
駁

　

康
有
総
論
革
命
書
」
（
中
國
近
代
史
資
料
選
輯
所
収
）
に
詳
し
い
。

⑩
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
魯
迅
と
留
日
學
生
の
啓
蒙
革
命
運
動
」
（
中
國

　

研
究
一
九
五
六
・
九
琥
）
で
論
じ
て
お
い
た
。
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Politics in the 1898 Reformation

　　　　　　　　　　　　　　　　

ΥａｓｕｏＫｉtａｙama

　　

The 1898 reformation was the first of ａ series of democratic move-

ments in modern China. It was ａ reform movement organized by the

lower but progressive bureaucracy and the gentry, and it had as its pro-

gram ａ reorganization of the Six Ministries of the Central Government

and creation of local agencies for civil administration. It was　more

thoroughgoing than the so-called Yang-wu movement. The adherentsバ）f

the movement helped Yuan Shih-k'ai seize military power in order to

weaken the Manchu aristocracy with the Empress Dowager as theirleader.

However, the movement which was necessarily anti-Manchu, was crashed

by the hand of the Manchu aristocracy which had nothing in mind than

their own racial interest. Though it collapsed, the role of the move-

ment was not small in the sense that the leaders of the movement found

in it the necessity of becoming more “ world-minded ”and it gave a first

blow to Manchu despotism. The failure of the 1898 movement led to the

rise of revolutionary movement, finally resulting in the downfall 0f the

Manchu dynasty.
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