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出
吸
法
自
彊
の
論
を
天
下
に
由
民
め
た
の
は
一
八
九
六
年
八
月
(
沓
暦

七
月
。
以
下
月
日
は
太
陽
暦
に
よ
る
〉
上
海
で
護
刊
さ
れ
た

「
時
務

報
」
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
よ
り
一
年
前
の
九
五
年
八
月
北
京
に
お
い

て
強
風
干
曾
と
い
う
聞
学
舎
が
組
織
さ
れ
た
。
こ
の
強
摩
曾
こ
そ
は
日
清

戟
字
後
最
初
に
結
集
さ
れ
た
革
新
運
動
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
諸
報

D
 

紙
の
護
刊
、
撃
堂

・
撃
曾
の
群
生
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

強
皐
曾
は
ま
ず
北
京
で
護
命
日
し

っ
し、

で
上
海

も
2山
両又

とけ
をら
護，れ
刊
し機

「
中
外
紀
聞
」

と
「
強
皐
報
」

聞
紙
と
し
て
日
刊
の

た
。
と
こ
ろ
が
翌
一
八
九
六
年
一
月
に
は
早
く
も
強
皐
曾
は
禁
止
さ

れ
、
機
関
誌
も
停
刊
し
た
。
そ
し
て
同
年
八
月
に
「
時
務
報
」
が
創

刊
さ
れ
た
の
だ
が
、
時
務
報
館
は
残
っ
て
い
た
強
撃
曾
の
資
金
を
使

っ
て
設
立
さ
れ
た
。
か
つ
ま
た
そ
の
創
立
者
で
あ
る
在
康
年
は
上
海

②
 

強
皐
曾
の
入
舎
者
だ
っ
た
。
世
間
で
は
「
時
務
報
」
は
「
強
撃
報
」

内

藤

申

戊

の
後
身
だ
と
思
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
い
う
闘
係
だ
か
ら
こ

の
際
強
皐
曾
の
こ
と
そ
調
べ

、
さ
ら
に
は
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
慶

撃
曾
に
も
ふ
れ
て
み
た
い
。
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廃
皐
曾

一
八
八
七
年
に
英

・
米

・
濁
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
た

ち
が
上
海
に
慶
翠
曾
な
る
も
の
を
作
っ
た
。
そ
の
目
的
は
中
園
の
人

士
を
啓
蒙
す
る
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
書
の
ほ
か
に
自
然
科
皐

や
政
治
経
済
の
洋
書
を
翻
課
出
版
す
る
に
あ
っ
た
。
こ
の
舎
を
は
じ

め
た
の
は
ウ
ィ
リ
ア
ム

ソ
ン
意
康
臣
と
い
う
、
上
海
に
い
た
宣
教
師

だ
が
、
彼
は
こ
の
年
ス
コ

ジ
ト
ラ
ン
ド
の
グ
ラ
ス
ゴ

l
で
解
散
し
た

聖
教
書
曾
の
印
刷
機
械
を
贈
ら
れ
た
の
で
こ
の
仕
事
に
着
手
し
た
の

①
 

だ
っ
た
。

こ
れ
よ
り
さ
き

上
海
の
米
人
宣
教
師
ヤ
ン
グ

・
ア
レ
ン

林
築
知
等
は
一
入
六
八
年
よ
り
「
数
命
日
新
聞
」
と
い
う
週
刊
誌
を
出



し
て
い
た
が
、
宗
教
専
門
誌
で
あ
る
た
め
買
行
き
が
悪
く
一
八
七
二

一
八
八
七
年
貨
準
曾
髄
曾
と
と
も
に
こ
の
新
聞
は
月

年
停
刊
し
た
。

刊
誌
と
し
て
復
活
し
、

一
八
八
九
年
に
は
「
首
同
国
公
報
」
と
改
名
さ

れ
、
そ
の
内
容
も
俸
道
記
事
の
ほ
か
に
、
歴
史

・
地
理
・
吐
曾

・
風

俗
の
記
事
を
も
載
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
雑
誌
は
一
九

O
六
年
ア

レ
ン
が
死
ぬ
時
ま
で
績
い
た
。
こ
の
雑
誌
は
費
行
部
数
回
千
に
も
及

@
 

ん
だ
と
い
う
胸
、
そ
れ
は
恐
ら
く
小
野
川
民
が

「
日
謹
君
主
起
る

と
共
に
、
そ
の
戟
宇
に
闘
す
る
論
説

・
記
事
が
信
頼
す
べ
き
こ
と
に

よ
っ
て
注
目
さ
れ
、
・
:
:
光
緒
二
十
年
ト
臥
蔦
国
公
報
の
貰
行
は
二

・倍
と
な
り
:
:
:
再
版
を
刷
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る

時
期
の
こ
と
を
指
す
も
の
だ
ろ
う
。
慶
皐
曾
は
も
ち
ろ
ん
雑
誌
「
高

園
公
報
」
の
ほ
か
に
数
百
種
の
軍
行
本
を
出
版
し
た
。
日
清
戟
宇
か

ら
は
特
に
時
務
開
係
の
書
に
力
を
入
れ
た
ら
し
く
テ
ィ
モ
シ

1
・

リ
チ
ャ

l
ド
李
提
摩
太
の
「
泰
西
新
史
慣
要
」

「
時
事
新
論
」
や
ア

レ
ン
の

「文
事
興
国
策
」

な
ど
は

非
常
に
買

「中
東
戟
紀
本
末
」

つ
い
に
は
上
海
道
蓋
か
ら
護
禁
を
食
っ
た
が
私
版
が
横
行
す
る

⑥
 

ほ
ど
だ
っ
た
。

れ

慶
皐
曾
の
仕
事
が
丁
度
時
宜
に
際
曾
し
た
わ
け
だ
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が
、
し
か
し
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
獲
法
運
動
に
慶
皐
曾
が
貢
献
し
た

こ
と
に
つ
い
て
は
リ
チ
ヤ

l
ド
の
偉
さ
が
大
い
に
興
っ
て
い
る
。
い

っ
た
い
プ
ロ
テ
'ス
タ
ン
ト
の
中
国
布
教
は
歴
史
が
浅
く

一
九
世
紀

初
に
モ
リ
ソ
ン
が
は
じ
め
て
来
華
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
上
英
米

な
ど
の
母
国
は
フ
ラ
ン

ス
の
よ
う
に
停
道
に
熱
心
で
な
か
っ
た
の
で

新
教
の
信
者
獲
得
は
な
か
な
か
捗
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
宣
教
師
た

ち
は
む
か
し
天
主
数
宣
教
師
た
ち
が
や
っ
た
よ
う
に
教
育
侍
道
、
融
商

療
停
遣
に
よ
っ
て
中
国
人
に
浸
透
し
よ
う
と
努
め
た
。
リ
チ

ャ
l
ド

は
数
育
停
道
者
の
代
表
的
人
物
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
の
よ
う
な

傑
物
は
「
た
だ
一
人
し
か
出
な
か
っ
た
」
と
「
西
洋
文
化
の
支
那
侵

魚
返
課
本

略
史
」
の
著
者
ヒ
ュ
ー
ズ
は
い
っ
て
い
る
九
六
頁

。
軍
な
る
宣
教

師
の
域
を
脱
し
て
、
彼
は
中
国
近
代
化
へ
の
指
導
者
に
ま
で
の
し
上

っ
た
の
で
あ
っ
た
。
活
文
測
の

「
中
国
近
代
史
」
記
恥
は
彼
の
活
躍
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を
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。

甲
午
戟
宇
中
、
親
露
涯
の
西
太
后
、李
鴻
章
は
親
英
涯
の
光
緒
帝
、

翁
同
訴
を
塵
迫
し
、
親
英
汲
は
失
敗
し
た
。
贋
皐
曾
は
親
英
波
が

屈
服
に
甘
ん
じ
て
い
な
い
の
を
見
て
、
費
法
を
勘
告
す
る
よ
い
チ

ャ
ン
ス
だ
と
考
え
た
。
そ
こ
で

一
八
九
五
年
リ
チ
ャ

l
ド
を
北
京

に
波
遺
し
て
要
路
の
大
臣
に
曾
見
せ
し
め
、
か
つ
光
緒
帝
に
長
文

の

「
新
政
策
」
‘
一
篇
を
進
呈
さ
せ
た
。

:
:
:
光
緒
帝
は
こ
の
よ
う

な
新
政
策
の
可
否
が
よ
く
分
ら
な
か
っ
た
が
、
帝
の
側
近
で
あ
る
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翁
同
備

・
孫
家
蒲
山
一
剛
一れ
ず
慣
や
文
廷
式
蹄
仰
昨
ら
は
リ
チ
ャ

l

ド
の
勘
告
を
受
け
て
時
務
警
を
讃
み
は
じ
め
製
法
に
傾
い
た
。

リ
チ
ャ

l
ド
が
上
海
か
ら
北
京
に
上
京
し
た
の
は
一
八
九
五
年
の
何

@
 

月
の
こ
と
か
は
っ
き
り
は
分
ら
な
い
が
七

・
八
月
ご
ろ
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
強
風
干
曾
が
創
立
さ
れ
た
の
が
入
月
で
、
九
、
十
月
に

は
立
役
者
の
康
有
矯
は
南
京
上
海

へ
出
か
け
て

い
る
の
で
、
そ
の
間

リ
チ

ャ
l
ド
は
梁
啓
超
を
自
分
の
個
人
秘
書
と
し
て
強
翠
舎
を
リ
l

ド
し
て
い
た
ら
し
い
。

強
翠
曾
が

一
八
九
六
年
一
月
に
は
封
禁
さ

れ
、
郵
法
の
時
期
未
だ
し
と
み
て
リ
チ
ャ

l
ド
は
二
月
ご
ろ
上
海
に

引
き
上
げ
向。

活
文
繍
民
は
「
張
間
学
曾
の
支
持
者
は
翁
同
甑
・
孫
家

捕
で
あ
り
、
指
導
者
は
リ
チ
ャ

l
ド
で
あ
る
。

リ
チ

ャ
l
ド
は
書
局

・
雪
国
の
名
を
借
り
て
、
じ
つ
は
英
米
安
」
背
景
と
し
て
帝
政
窯
問
駄

に
封
し
を
組
織
せ
し
め
た
」
の
だ
と
き
め
つ
け
て

い
る
。
露
悌
濁
の

て
の

三
園
干
渉
は
親
露
源
の
勝
利
を
意
味
す
る
か
ら
、
こ
れ
に
封
す
る
英

米
の
動
き
の
一
つ
の
表
わ
れ
が
リ
チ

ャ
l
ド
の
行
動
だ
っ
た
の
だ
と

い
う
見
方
も
で
き
る
。

賢
皐
曾
の
曾
長
は
海
閥
線
税
務
司
ロ
パ

1
ト

-ハ

l
ト
、
幹
部
に
は
英
米
濁
の
総
領
事
、

税
務
司、

買
業
家
が
名

@
 

を
列
ね
、
単
な
る
侍
道
機
関
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

強
由
宇
曾

強
事
命
日
創
立
の
詳
し
い
い
き
さ
つ
は
よ
く
分
ら
な
い
。

諸
書
の
記
事
を
照
合
し
て
み
る
と
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る

か
と
恩
わ
れ
る
。

一
入
九
五
年
三
月
七
日
康
有
馬
は
弟
子
の
梁
磨
趨
を
伴
っ
て
北
京

に
上
京
し
た
。
そ
れ
は
日
清
戦
字
の
敗
戦
の
報
が
次
々
に
も
た
ら
さ

れ
る
最
中
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
月
足
ら
ず
ま
え
の
二
月
十
二
日
に

は
山
東
半
島
の
威
海
衡
が
陥
落
し
、
李
鴻
章
御
自
慢
の
北
洋
経
除
は

全
滅
し
、
名
将
丁
汝
昌
は
自
殺
し
た
。
日
本
軍
は
山
東
作
戦
を
完
了

し
、
激
海
湾
の
制
海
機
を
完
全
に
握
っ
た
。

一
方
朝
鮮
満
州
の
陸
戦
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で
は
す
で
に
卒
壌
に
破
れ
、
披
順
を
失
っ
て

い
る
清
軍
は
遼
河
の
線

で
日
本
軍
を
食
い
と
め
よ
う
と
し
て
大
軍
を
投
入
し
、
最
後
の
努
力

を
傾
け
た
の
だ
が
、
三
月
四
日
に
牛
荘
、
七
日
に
営
口
、
十
日
に
田

庄
蓋
と
い
う
風
に
遼
河
下
流
の
重
要
地
鮎
が
全
部
陥
落
し
、
日
本
軍

は
遼
河
卒
野
を
卒
定
し
て
し
ま
っ
た
。
海
軍
は
全
滅
し
、
陸
軍
の
方

も
最
も
精
鋭
だ
と
さ
れ
て
い
た
准
軍
や
湘
軍
が
負
け
て
し
ま

っ
た
の

で
清
園
が
わ
で
は
北
京
を
守
る
自
信
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

考
え
ら
れ
る
方
策
は
二
つ
あ
っ
た
。

一
つ
は
一
時
都
を
奥

早
急
に
襲
法
自
彊
策
を
質
行
し
て
挽
回
を
は
か
る
こ

と
、
も
う
一
つ
は
北
京
陥
落
以
前
に
矯
和
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
主

地
へ
遁
し
、



戟
漉
や
康
有
矯
な
ど
は
前
者
を
主
張
し
た
が
、
西
太
后
は
結
局
後
者

を
選
ん
だ
。
日
本
軍
は
戟
線
を
機
大
し
過
ぎ
て
刀
を
出
し
切
っ
て
い

た
し
、
軍
費
の
方
も
底
を
つ
い
て
い
た
の
だ
し
、
四
月
十
七
日
の
馬

開
傑
約
調
印
の
わ
ず
か
三
日
後
に
三
園
干
渉
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
も

あ
り
、
結
果
的
に
み
れ
ば
嬬
和
は
そ
ん
な
に
悪
い
慮
置
で
も
な
か
っ

た
と
い
え
る
の
だ
が
、
進
歩
的
な
知
識
人
に
は
と
に
か
く
構
和
が
気

に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

上
京
し
た
康
有
矯
は
六
月
三
十
日
の
第
四
上
書
ま
で
は
光
緒
帝
を

動
か
し
て
朝
議
を
饗
法
の
方
向
へ
も
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
主
力
を
傾
け

た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
二
十
五
才
の
光
緒
帝
は
新
知
識
の
書
物
を

愛
護
は
し
た
が
、
ま
だ
費
法
に
ふ
み
き
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
ず
、

ま
た
そ
れ
を
賀
行
す
る
だ
け
の
貫
権
も
な
か
っ
た
。
康
有
震
は
若
い

皇
帝
を
動
か
す
こ
と
を
一
時
諦
め
て
官
僚
と
知
識
人
の
啓
蒙
に
方
針

を
切
り
か
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
と

も
か
く
彼
は
こ
の
期
聞
に
三
つ
の
上
書
を
奉
っ
て
い
る
。
五
月
二
日

に
は
有
名
な
公
車
上
書
を
、
六
月
二
日
に
第
三
上
書
を
、
六
月
三
十

日
に
第
四
上
書
。
公
車
上
書
は
十
八
省
千
二
百
徐
人
の
翠
人
の
連
名

で
(
但
し
今
日
残
っ
て
い
る
題
名
に
は
六

O
三
人
の
名
前
し
か
な
い
)
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行
わ
れ
た
。
こ
の
年
の
四
月
に
曾
試
が
行
わ
れ
、
康
有
馬
も
こ
の
時

進
士
に
及
第
し
た
の
だ
が
、
そ
の
曾
試
に
躍
、
ず
る
た
め
に
全
園
の
皐

四
月
十
五
日
に
馬
閥
棟
約
締
結
の

電
報
が
北
京
に
着
く
と
康
有
粛
は
直
ぐ
に
梁
啓
超
に
命
じ
て
北
京
に

@
 

い
る
翠
人
た
ち
の
署
名
を
集
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

人
が
北
京
に
集
っ
て
い
た
の
で
、

啓
蒙
運
動
の
手
は
じ
め
と
し
て
康
有
矯
は
ま
ず
日
刊
の
新
聞
を
輩

「
寓
園
公
報
」
と
稽
し
、

「
小
野
川
書
」
一
一
臥
に
よ
れ
ば
、
贋

皐
曾
の
「
首
同
国
公
報
」
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
か
ら
と
い
う
の
で
リ
チ
ャ

d
H
H
U

J

h

-

。

ザ十
1
1
L
中
ト

こ
の
新
聞
は
は
じ
め

の
ち
に

「
中
外
紀
聞
」
と
改
名
し
た
。

ー
ド
の
す
す
め
で
改
名
し
た
の
だ
と
い
う
か
ら

そ
の
時
期
は
リ
チ

-39-

ヤ
ー
ド
の
上
京
以
後
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の
リ
チ
ャ

l
ド

の
上
京
の
時
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
ま
た
民
園
初
年
の
梁
啓
超
の
演

九
の
中
に
こ
の
新
聞
の
こ
と
を
「
中
外
公
報
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。

叢
刊
戊
成
四

護
刊
の
日
付
も
分
ら
な
い
。
「
康
南
海
自
編
年
譜
」
・
二
二
四
頁
に

従
っ
て
奮
暦
六
月
と
し
て
お
く
。
刊
行
の
費
用
は
康
有
矯
の
自
緋

，

で
、
し
か
も
無
料
で
配
達
し
た
の
だ
か
ら
、
陳
一
蛾
一
忠
一
一
幹
必
告
や
張
権

銭
円
澗
が
援
助
し
て
く
れ
た
が
足
ら
ず
、
奮
暦
八
月
の
節
季
湖
一
問
即
時
併

に
は
衣
服
を
全
部
質
入
れ
'し
て
溜
っ
た
借
金
を
排
っ
た
と
い
う
。
首

時
北
京
に
は
印
刷
機
械
が
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
購
う
金
も
な
か
っ
た

⑪
 

「
京
報
」
護
費
所
に
た
の
ん
で
粗
末
な
木
活
字
印
刷
で
印
刷

の
で
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さ
せ
、
京
報
と
い
っ
し
ょ
に
貴
人
や
士
大
夫
の
家
に
配
達
し
て
も
ら

っ
た
。
霊
行
部
数
は
上
記
梁
啓
超
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め
は
二
千
部
だ

⑫
 

っ
た
の
が
一

月
徐
の
後
に
は
三
千
部
と
な
っ
た
。
記
事
は
障
問
屋
曾
の

雑
誌
か
ら
鞠
載
す
る
も
の
以
外
に
は
数
百
字
の
短
か
い
論
設
が
一
篇

あ
っ
た
羽
一
誠
一

一
だ
け
で
、
こ
れ
は
梁
酪
超
と
室
弘
酬
が
毎
日
書
い

た
。
こ
の
新
聞
は
北
京
の
人
士
に
封
し
て
あ
る
程
度
啓
蒙
の
役
目
を

果
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
同
時
に
保
守
的
な
官
僚
た
ち
の
反
感

を
も
買
っ
た
。
そ
れ
が
京
報
の
霊
行
者
に
ひ
び
い

て
、
の
ち
に
は
配

達
し
て
く
れ
な
く
な
っ
た

蹴
拙
趨
。
梁
啓
超
は
し
か
し
、
こ
の
経
験

に
味
を
し
め
て
ジ
ャ

ー
ナ
リ

ス
ト
と
し
て
身
を
立
て
よ
う
と
決
心
し

た
ら
し
く
、
翌
年

「
時
務
報
」

創
排
の
下
地
は
こ
の
時
に
培
わ
れ
た

ょ
う
で
あ
る
。
科
穆
に
落
第
し
た
彼
が
つ
い
に
進
士
に
な
る
こ
と
を

「
中
外
紀
聞
」
は
一

断
念
し
た
の
も
こ
の
頃
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

入
九
六
年
一
月
一一一

日
尚
一
語
↑
昨
強
聞
蓄
が
封
禁
さ
れ
る
と
同
時

に
停
刊
し
た
。

「
政
襲
記
」
主
に
よ
れ
ば
嘗
時
北
京
に
は
報

糊
欄

を
箆
る
者
も
命
国
製
曾
を
震
る
者
も
な
か
っ
た
の
だ
が
、
康
有
箆
が
こ

⑭
 

れ
を
創
め
た
の
だ
と
あ
る
。

新
聞
創
刊
後
ま
も
な
く
康
有
震
は
中
園
で
最
初
の
事
曾
で
あ
る
強

撃
曾
を
北
京
に
お

い
て
組
織
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
清
朝
で
は
政

治
結
社
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
翠
曾
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
も
の

だ
が
、
貫
質
的
に
は
そ
れ
は

一
種
の
政
黛
で
あ
っ
た
。
北
京
で
は
保

守
振
の
力
が
強
く
曾
の
護
展
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
康
有
馬

は
次
で
上
海
に
強
翠
曾
を
つ
く
り
、
江
南
の
進
歩
的
人
士
を
糾
合
し

た
。
強
事
曾
は
御
史
楊
崇
伊
の
弾
劾
を
被
り
、
わ
ず
か
四
ヶ
月
ほ
ど

で
禁
止
さ
れ
た
が
一
時
は
い
わ
ば
全
中
園
の
革
新
分
子
を
一
つ
に
組

@
 

織
し
た
大
運
動
で
あ
っ
た
。
ザ
祭
繭
康
が
「
こ
れ
ま
こ
と
に
中
園
非
常

の
盛
患
な
り
一
と
稽
揚
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
強
皐
曾
の
具
櫨
的
な

目
標
は

は
じ
め
北
京
で
は
世
界
の
情
勢
を
知
ら
し
め
る
た
め
の
圃

- 40ー

書
館
と
新
聞
祉
の
創
設
で
あ
っ
た
が
、
上
海
張
撃
舎
で
は
次
の
五
項

日
に
な
っ
た
。

一
、
日
本
や
西
洋
の
書
籍
の
職
課
。
二
、
新
聞
霊
行
。

三
、
圏
書
館
開
設。

四
、
博
物
儀
器
院
開
設
。
玉
、
政
治
撃
校
設
立

J
Y
評
問
。
こ
の
う
ち
融
課

・
新
聞

・
撃
校
に
か
ん
し
て
は
強
雲
田
の

あ
と
に
次
々
と
質
現
し
て
い

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
曾
の
護
曾
が
正
確
に
何
時
だ
っ
た
か
は
よ
く

叢
刊
戊
成
四

分
ら
な
い
。

「
康
南
海
自
編
年
譜
」
・
一
三
四
頁
に
、
一
入
九
五
年

七
月
初
唯
一
一T
一
説
明
八
に
康
有
震
と
陳
織
と
が
客
を
集
め
、
出
席
者

か
ら
数
千
金
の
義
損
金
を
得
た。

陳
織
を
提
調
に
翠
げ
た
云
々
と
あ

北
京
強
皐
曾

る
の
が
護
曾
式
に
嘗
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
康
有
馬
は
多
く
の
人
を



集
め
て
、
京
師
に
お
い
て
曾
を
つ
く
る
こ
と
の
必
要
は
は
じ
，め
か
ら

考
え
て
い
た
が
、
報
紙
を
も
っ
て
宣
侍
し
た
の
ち
開
曾
し
た
方
が
よ

い
と
陳
織
に
忠
告
さ
れ
た
の
で
そ
れ
に
従
っ
た
。
新
聞
を
創
め
て
二

ヶ
月
、
輿
論
も
漸
く
つ
い
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
話
の
分
る
者
が
次

第
に
多
く
な
っ
た
の
で
、
人
を
集
め
て
宴
禽
を
張
り
、
開
曾
を
成
立

さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
三
度
も
失
敗
し
た
。
た
だ
陳
織
と
沈
曾
植
子
培

だ
け
は
い
つ
も
賛
成
し
て
く
れ
た
、
と
自
編
年
譜
に
述
懐
し
て
い

る
。
結
局
三
回
失
敗
し
た
の
ち
七
月
初
に
や
っ
と
開
舎
に
漕
ぎ
つ
け

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
護
禽
式
の
自
に
委
世
凱
・
楊
鏡
・
丁
玄

鈎

・
出
曾
植
・
出
曾
桐
一
信
一
嗣
十
翰
・
張
孝
謙

・
陳
某
は
そ
の
場
で

事
務
局
長
の

醸
金
の
約
束
を
し
て
数
千
金
が
集
っ
た
。
陳
織
を
提
調
如
き
も
の

百
M
M

品
唱

に
奉
げ
、
張
孝
謙
を
そ
の
補
佐
と
し
た
。
康
有
矯
は
序
文
と
章
程
を

起
草
し
た
。
こ
れ
よ
り
三
日
に
一
度
、
作
子
橋
の
崇
雲
草
堂
に
曾
合

を
開
き
、
来
者
は
日
に
多
く
な
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
書
屈
の
翰
文
粛

が
群
書
を
寄
附
し
た
い
と
い
っ
た
の
で
、
琉
璃
廠
の
中
に
書
戴
文
庫

を
設
け

委
孟
華
を
上
海
に
仮
し
て
翻
課
書
を
購
入
さ
せ
た
り
し

た
。
こ
の
時
北
京
に
は
世
界
地
圃
の
一
枚
も
な
か
っ
た
の
で
わ
ざ
わ

⑪
 

ざ
上
海
で
苦
心
し
て

一
枚
の
世
界
地
圃
を
探
し
て
購
っ
て
き
た
と
こ
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ろ
が
曾
員
は
熱
心
に
み
た
と
い
う
。
そ
の
後
英
米
の
公
使
が
洋
書
や

圃
器
を
寄
附
し
て
く
れ
た
り
し
て
曾
の
規
模
は
日
に
慶
く
な
っ
た
。

そ
こ
で
劉
坤
一
鯛
髄
・
張
之
洞
糊
醐
・
王
文
語
紬
開
ら
に
手
紙
を
遺

っ
て
各
五
千
金
を
、
宋
慶
・
藷
士
成
か
ら
も
数
千
金
を
得
、
曾
員
は

ま
す
ま
す
多
く
千
人
ほ
ど
に
な
っ
た
駅
誠
一
。
曾
が
盛
に
な
る
と
同

時
に
保
守
恨
の
反
援
も
し
だ
い
こ
具
瞳
七
し
て
き
た
。
徐
相
⑩
協
拙
併
大

ー

ィ

摩

士

吏

部
倫

書
や
御
史
の
袴
成
博
が
弾
劾
の
上
奏
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

を
陳
織
と
出
子
培
が
知
ら
せ
て
く
れ
、
危
い
か
ら
早
く
離
京
す
る
よ

う
に
康
有
震
に
す
す
め
た
。
陳
・
出
の
二
人
は
終
始
康
有
矯
の
助
力

者
だ
っ
た
。
康
有
震
は
上
海
で
も
強
撃
曾
を
開
く
目
的
も
あ
っ
て
、

後
事
を
梁
啓
超
に
託
し
て
十
月
十
七
日
ヰ
机
悶
に
北
京
を
立
っ
て
天

浮
か
ら
上
海
に
向
っ
た
。

「
湯
論
叢
」
一
一
一
時
や
「
沼
近
代
史
」
仁
主
に
は
遊
曾
の
際
の
こ
と

を
「
文
廷
式
が
出
面
一
日
明
凶
取
し
て
曾
を
組
織
し
た
」
と
い
っ
て

一占、

い
る
し
、
湯
論
叢
頁
ノ
は
「
彊
皐
曾
的
護
起
人
」
と
い
う
い
い
方
を

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
康
有
矯
や
梁
啓
超
の
書
い
た
も
の
に
は
交
廷

式
の
名
は
出
て
こ
な
い
。
張
元
演
の

「
戊
成
政
一
嬰
的
回
憶
」
晴
朗

羽
一
一
一
巳
に
も
度
々
集
っ
た
人
の
名
の
巌
初
に
文
廷
式
を
掌
げ
、
か
っ

そ
の
時
に
は
康
有
震
は
北
京
に
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。
張
元

- 41ー

慣
が
出
席
し
た
の
は
康
有
矯
の
也
京
後
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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そ
の
は
あ
い
に
も
文
廷
式
を
翠
げ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
文
廷
式
は
始

移
顔
を
出
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
護
曾
の
際
も
多
分
文
廷

式
が
曾
長
格
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
に
も
拘
ら
ず
康

梁
と
も
に
文
廷
式
の
名
を
い
わ
な
い
の
に
は
伺
か
理
由
が
あ
る
の
で

柑
国
暦
十
二

は
な
い
か
。

一
八
九
六
年

一
月
一
二
日
月
七
日
に
楊
崇
伊
の
強
翠

奮
ニ

曾
調
劾
が
行
わ
れ
て
強
風
平
曾
は
封
禁
さ
れ
、
翌
年
三
月
三
十
日
月
十

町
に
文
廷
式
は
「
革
職
、
永
不
叙
用
、
並
駆
逐
国
籍
、
不
准
在
京
」
つ

ま
り
克
職
、
首
都
迫
放
の
魔
罰
を
受
け
て
い
る

4
芳
一
録
。
罰
を
受

⑩
 

け
た
の
は
文
廷
式
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
明
か
に
す
る
資

料
が
な
い
の
で
こ
れ
は
一
つ
の
疑
問
と
し
て
保
留
す
る
よ
り
し
か
た

が
な
い
。
御
史
楊
山
中市
伊
は
李
鴻
章
の
親
類
で
、
こ
の
弾
劾
も
李
の
意

湯
論
議

2
、

を
受
け
て
行
っ
た
と
い
う

一
六
頁
カ
李
鴻
章
が
何
故
文
廷
式
だ
け

を
目
の
敵
に
し
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
と
も
か
く
文
廷
式
は
中

心
人
物
の
一
人
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
北
京
強
撃
曾
の
構
成
分
子
の

中
心
は
康
有
箆
・
梁
啓
超
一
波
と
文
廷
式
・
陳
蛾
・
出
子
培
な
ど
の

進
歩
的
北
京
官
僚
と
リ
チ
ャ

l
ド
な
ど
の
外
人
と
三
つ
に
大
別
し
得

る
と
思
う
。
日
清
戦
争
の
後
半
か
ら
主
戦
涯
と
主
和
涯
に
分
れ
て
大

論
宰
を
展
開
し
た
。
廷
臣
た
ち
は
以
前
か
ら
后
黛
一
段
と
帝
黛
献
酬

と
に
二
分
さ
れ
て
い
た
が
、
后
黛
は
主
和
滅
、
帝
黛
は
主
戟
振
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
結
局
主
和
汲
が
勝
っ
た
わ
け
だ
。
主
戟
涯
の
領
袖
は

翁
同
紙
や
李
鴻
藻
な
ど
で
、
こ
と
に
翁
同
紙
は
光
緒
帝
の
師
侍
だ
っ

た
閥
係
で
帝
黛
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
文
廷
式
は
光
緒
帝
の
愛
妾
瑳

妃
珍
妃
の
師
で
あ
り
、
そ
の
闘
係
で
翰
林
侍
讃
察
士
に
異
例
の
出
世

を
し
た
人
物
だ
か
ら
む
ろ
ん
帝
議
で
あ
り
、
主
戦
波
だ
っ
た
。
日
清

構
和
の
議
に
お
い
て
敗
れ
た
帝
黛

・
主
戦
波
が
挽
回
の
活
路
を
饗
法

自
彊
策
に
も
と
め
た
心
理
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
す
な
わ
ち
康
有

矯
一
一
恨
の
主
戟

・
襲
法
汲
と
結
び
つ
く
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
康
有

震
一
一
阪
の
運
動
が
な
く
て
も

そ
の
黛
抵
的
封
立
事
情
か
ら
し
て
反

-42ー

西
太
后
的
、
反
李
鴻
章
的
な

か
つ
改
革
的
な
一
グ
ル
ー
プ
を
形
成

す
べ
き
勢
で
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
保
守
波
の
強
い
北
京

に
あ
っ
て
は
そ
の
活
動
の
程
度
、
思
担
の
程
度
に
は
自
ら
限
界
が
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
。
康
有
震
が
上
海
へ
立
っ
た
十
月
十
七
日
以

@
 

後
も
強
撃
曾
の
曾
合
は
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
若
い
梁
啓
超
と

安
孟
華
だ
け
で
集
曾
が
う
ま
く
い
く
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
や

は
り
文
廷
式
あ
た
り
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

λ
ノ。

北
京
の
官
僚
の
話
に
な
っ
た
つ
い
で
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は

翁
同
館
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
帝
黛

・
主
職
汲
の
旗
頭
で
は
あ
っ
た



が
、
が
ん
ら
い
保
守
的
思
想
の
持
主
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
張
皐
曾
の

刺
戟
な
ど
に
よ
っ
て
費
法
自
彊
論
を
よ
く
讃
ん
で
改
革
論
者
に
な

り
、
は
て
は
二
年
後
の
戊
成
費
法
の
推
進
者
に
な
っ
た
。
康
有
震
を

光
緒
帝
に
推
翠
し
た
の
は
彼
で
あ
っ
た
か
ら
、
康
有
馬
の
自
編
年
譜

や
梁
啓
超
の
「
政
嬰
記
」
に
は
翁
同
紙
の
こ
と
は
彼
等
の
パ
ト
ロ
ン

と
し
て
よ
く
警
か
れ
て
い
る
。
矢
野
仁
一
博
士
は
「
清
朝
末
史
研
究
」

に
「
翁
同
紙
と
康
有
矯
」
と
い
う
一
節
を
設
け
て

か
れ
は
貰
に
康
有
矯
の
た
め
に
、
光
緒
帝
に
接
近
す
る
機
曾
を
作

か
れ
の
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
戊
成
の
費
法

し
た
が
っ
て
戊
成
の
政
掛
克
也
起

っ
た
も
の
で
、

の
や
う
な
政
治
改
革
も
起
ら
ず
、

ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
は
れ
る
。

頁

と
ま
で
書
い
て
い
る
。
ま
た
語
嗣
同
の
上
欧
陽
癖
彊
書
の

一
つ
に

康
長
素
有
篤
信
え
て
強
皐
曾
を
作
り
、
之
を
主
る
者
、
内
に
常
熟
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翁
同
紙
あ
り
、
外
に
南
皮
張
之
洞
あ
り
、
名
士
の
曾
す
る
者
千
ば

霧

全

集

か
り
、
款
を
集
む
る
こ
と
亦
敷
首
向
。
:
:
:
三
三
四
頁

と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
翁
の
後
援
が
い
か
に
有
力
観
さ
れ
た
か
を
物

語
っ
て
い
る
。
翁
は
軍
機
大
臣
で
あ
る
ほ
か
に
銃
慶
宮
行
走
靴
鵬
附

捌
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
帝
と
二
人
き
り
で
話
を
す
る
特
権
を
持

@
 

て
お
り
軍
機
大
臣
の
中
で
も
特
別
の
登
言
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
翁
同
紙
と
強
風
宇
曾
の
開
係
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
よ

く
分
ら
な
い
。

一
に
抄
録
さ
れ
て
い
る
「
翁
文
恭
公

「
叢
刊
戊
成
L

日
記
」
を
み
て
も
康
有
痛
や
強
闇
字
合
同
の
文
字
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な

い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
少
く
と
も
は
じ
め
の
う
ち
は
世
間
で
思
っ
て

い
た
ほ
ど
に
は
関
係
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
強
皐
曾
の
曾

合
に
出
席
し
た
こ
と
な
ど
は
ま
ず
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
寄

附
金
を
出
し
た
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る
。
た
だ
彼
は
戸
部
尚
書
だ

っ
た
の
で
、
戸
部
の
務
算
の
一
部
を
曾
に
支
出
し
た
り
、
印
刷
機
械

叢
刊
戊
戊
四
。

を
分
け
て
や
っ
た
り
し
た
と
察
繭
康
は
い
っ
て
い
る
・
三
八
六
頁

翁
同
紙
に
つ
い
て
は
彼
の
強
撃
曾
に
劃
す
る
支
援
よ
り
は
む
し
ろ
強

- 43ー

事
舎
の
彼
に
封
す
る
影
響
の
方
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
入
九
六
年
一
月
二
一
日
に
強
皐
曾
は
禁
ぜ
ら
れ
、
三
月
二
九
日

に
文
廷
式
慮
罰
の
上
識
が
下
り
、
同
時
に
翁
同
紙
の
光
緒
帝
と
濁
見

す
る
特
権
も
奪
わ
れ
、
朝
廷
に
お
け
る
進
歩
的
勢
力
は
一
時
西
太
后

仮
に
屈
す
る
こ
り
」
に
な
っ
た
。
「
こ
こ
に
お
い
て
開
新
の
風
は
地
を

掃
え
り
」
と
康
有
痛
は
歎
じ
て
い
る
伺
舗
。
こ
の
時
期
か
ら
舞
蓋
は

上
海
に
う
つ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
北
京
強
皐
曾
の
後
日
語
を
少
し
つ

け
加
え
て
お
こ
う
。
ま
ず
、

十
日
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
集

光
緒
二
三
年

「
知
新
報
」
第
二
十
冊
五
月
一
日

合
同
は
ど
う
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。
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の
「
朗
蓄
彬
彬
」
一
一
一
J
-
M
4
と
い
う
記
事
を
引
こ
う
。

京
師
の
強
皐
曾
の
封
禁
以
後
、

一
、
ニ
の
有
志
の
士
が
小
曾
と
借

え
て
数
日
に

一
度
、
向
然
亭
や
奈
花
寺
な
ど
に
集
っ
て
研
究
曾
を

や
っ

て
い
た
。
の
ち
官
帯
周
が
再
開
さ
れ
て
も
こ
の
禽
は
そ
れ
と

は
別
に
行
わ
れ
、
熱
心
に
質
皐
を
研
究
し
て

い
た
。
近
ご
ろ
き
く

と
こ
ろ
で
は
集
る
者
は
し
だ
い
に
衆
く
数
十
人
に
な
り
、
資
を
集

め
て
琉
璃
廠
の
中
の
立
振
な
・
家
を
賃
借
し
て

い
る
そ
う
だ
。
総
理

衛
門
の
文
市
係
で
人
を
公
選
す
る
の
で
、
曾
で
は
西
文
に
通
ず
る

者
数
人
を
招
い
て
、
毎
日
九
時
か
ら
三
時
ま
で
曾
員
は
勉
強
し
て

他
日
に
期
し
て
い
る
。
曾
中
に
常
住
し
て
い
る
人
は
刑
部
主
事
の

張
元
桝
菊
生
だ
そ
う
だ
。

張
一
万
械
は
い
う
ま
で
も
な
く
強
事
曾
の
有
力
な
曾
員
だ
っ
た
人
で
あ

る
。
ま
た
強
風
平
曾
は
洋
替
の
諦
帯
や
儀
器
な
ど
を
集
め
て
い
た
。
強

事
曾
の
書
籍
そ
の
他
は
一
月
二
十
一
日
の
封
禁
と
と
も
に
歩
軍
統
領

笹
山
棋
に
持
ち
去
ら
れ
た
が
、

の
御
史
胡
内
子
笈
が
洋
書
の
必
要
を
説
き
、

封
禁
後
ま
も
な
く

二
月
五
日
に
帝
議

官
緋
の
書
周
と
し
て
復

活
し
て
欲
し
い
と
い
う
上
奏
を
行
っ
た
。

そ
し
て
三
月
五
日
に
綿

理
街
門
が
胡
字
震
の
上
奏
の
よ
う
に
さ
し
て
頂
き
た
い
と
願
い
出

た
の
で
こ
の
奏
議
は
容
れ
ら
れ

強
摩
書
局
を
改
め
て

官
書
局
と

し

西
書
の
購
入
、

書
籍

・
新
報
の
楠
課
と
出
版
を
行
う
こ
と
と

し
、
月
に
千
雨
の
橡
算
を
計
上
し
て
工
部
尚
書
の
孫
家
粛
を
滅
し
て

管
理
さ
す
こ
と
に
な
っ
た

4
当
地
録
。

こ
の
こ
と
は
い
わ
ば
翁
同
紙

一
波
の
捲
き
返
し
が
や
や
成
功
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
官
番

局
は
旗
充
さ
れ
て
一
八
九
八
年
京
師
大
撃
堂
と
な
る
。
の
ち
の
北
京

梁
筏
超
演
説
。
後

日

一

一

一

一

大
事
の
前
身
で
あ
る
戊
戊
四
二
五
五
断
。
以
上
は
「
湯
論
議
」
八

一一三
O
頁
の
記
事
を
少
し
詳
し
く
調
べ
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

移
り
に
北
京
に
お
け
る
曾
の
名
に
つ
い
て
一

言
し
て
お
こ
う
。
強

翠
舎
と
い
う
名
稽
の
ほ
か
に
強
撃
醤
局
ま
た
は
強
風
平
曾
書
局
と
い
う

一二

名
が
あ
る
。

「
報
翠
史
」
一
頁
に
よ
れ
ば
は
じ
め
強
翠
禽
と
い
い
、

中
途
で
強
皐
曾
番
局
と
改
め
た
と
い
う
。
寄
附
金
が
集
っ
て
上
海
か

-44一

ら
数
十
種
の
書
籍
を
購
入
し
て
来
た
の
で
、
北
京
の
後
孫
公
園
に
曾

所
を
設
け
た
と
あ
る
か
ら
、
こ

こ
を
聞
書
館
粂
出
版
所
と
す
る
つ
も

り
で
書
周
の
名
を
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
張
元
横
の
回
憶

叢
刊
戊
成
四

談

・
ゴ
三
三
頁
に
よ
れ
ば
十
日
ご
と
の
集
曾
に
は
ベ
つ
に
曾
の
名
は

な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
世
間
で
は
こ
の
曾
所
の
名
が
強
翠
曾
だ
と

思
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
文
献
に
よ
っ
て
は
強
摩
書
周
即
強
事
曾

也
と
い
う
い
い
方
を
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ

ぅ
。
し
か
し
曾
の
賞
事
者
た
ち
は
強
皐
曾
は
事
禽
の
名
稿
だ
と
考
え



て
い
た
よ
う
だ
。
文
献
鵡
周
目
立
一
八
一
読
戊
に
よ
っ

て
は
強
拳
舎
は

べ
つ
に
強
皐
書
局
を
附
設
し
て
い
た
と
明
記
し
て
い
る
。
強
閉
却
す
曾
の

名
が
何
時
か
ら
は
っ
き
り
用
い
ら
れ
た
か
は
康
有
矯
の
自
編
年
譜
や

梁
啓
超
の

「
政
饗
記
」
な
ど
を
み
て
も
よ
く
分
ら
な
い
。

結
問
暦
八
月

上
海
強
皐
曾

一
入
九
五
年
十
月
十
七
日
二
九
日
康
有
箆
は
北

京
を
離
れ
、
十
九
日
天
津
に
着
き
、
三
日
間
山
海
闘
の
防
備
を
視
察

し
、
二
九
日
上
海
に
着
い
た
。
前
述
の
ご
と
く
北
京
で
は
よ
う
や
く

身
透
が
危
険
に
な
っ
て
き
た
こ
と
と

強
事
曾
を

上
海
に
も
つ
く

り
、
中
支
南
支
の
人
士
を
糾
合
し
て
全
国
的
運
動
に
ま
で
盛
り
上
げ

ょ
う
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
張
之
澗
を
抱

き
こ
も
う
と
思
っ
た
の
で
上
海
か
ら
す
ぐ
に
江
寧
南
京
へ
出
か
け

た
。
南
江
線
督
粂
江
寧
将
軍
の
劉
坤

一
が
母
の
喪
に
服
す
る
一
年
鈴

の
問
、
張
之
洞
は
劉
の
職
を
代
行
す
る
こ
と
に
な
阿
南
京
に
来
て
い

た
の
で
あ
る
。康
有
矯
は
二
十
徐
日
間
南
京
に
滞
っ
て
、
隔
日
に
一
度

づ
っ
深
夜
に
至
る
ま
で
張
之
洞
と
曾
談
し
た
。
強
事
曾
開
設
の
説
得

に
は
成
功
し
た
が
、
康
の
説
く
孔
子
改
制
論
に
は
賛
成
さ
れ
な
い
ば
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か
り
か
こ
う
い
う
考
え
を
遊
表
し
て
は
い
け
な
い
と
勘
告
さ
れ
た
。

と
も
か
く
南
京
で
は
事
は
大
い
に
順
調
に
運
ん
だ
鞘
閉
そ
こ
で
康

有
馬
は
上
海
に
も
ど
っ
て
曾
を
聞
く
こ
と
に
し
た
。
舎
の
序
文
競

一一
l
E
は
張
之
洞
の
名
儀
で
康
有
矯
が
草
し
、
章
程
ι
34
一川一誠
一
は

責
紹
箕
と
梁
鼎
芽
が
作
っ
た
伺
一
酬
。
曾
員
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
十
六

人
が
入
曾
し
輔
、
遠
方
か
ら
数
人
の
賛
助
を
得
た
。
曾
員
中
に
正

康
年
も
名
を
列
ね
て
い
る
。
張
之
洞
は
こ
の
頃
す
で
に
北
京
の
宮
廷

に
お
け
る
弾
座
の
空
気
を
察
知
し
て
い
た
の
で
、
千
五
百
雨
の
寄
附

7こは
のし
だ 7ニ
カ〉カ2

ら
自康
分査
は局
名 ι

撃
を現
列 Zt
ね ユ;
る口
3γ わ

;ま長
及か
ぶら
まと
L、カミ
レ、

て群
入才
曾が
を集
断つ

っ
た
。
さ
ら
に
の
ち
に
は
禽
を
止
め
よ
と
電
報
で
勘
告
し
て
き
た
が

康
有
矯
は

「曾
章
大
い
に
行
わ
る
。
中
止
す
る
能
わ
ず
」
と
返
事
を

し
た
闘
一
語
譜
。
上
海
の
張
園
の
そ
ば
の
家
を
借
り
て
開
曾
し
た
と

張
之
洞

こ
ろ
遠
近
響
躍
し
た
が
江
寧
の
所
か
ら
は
誰
も
(
梁
鼎
芽
な
ど
を

E
U
 

8
告

指
す
)
来
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
方
々
か
ら
の
製
肘
が
あ
っ
た
の

だ
か
ら
楊
崇
伊
の
劾
奏
が
な
く
て
も
曾
は
つ
ぶ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の

自
編
。

だ
と
康
有
矯
は
述
懐
し
て
い
る
年
譜
有
力
な
禽
員
は
黄
遜
憲

・
黄

こ

報

皐

紹
箕

・
正
康
年

・凶
今
春
燈

・
陳
賓
深

・
陳
三
立
な
ど
で
あ
っ

f
史

-

E
7
以
上
は
十

一
月
か
ら

一
入
九
六
年
一
月
ま
で
の
こ
と
で
あ

る。
康
有
痛
は
奮
暦
十
二
月
ト
悶
肘
五
に
は
母
の
誕
生
日
で
鯖
園
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
か
ね
て
曾
の
主
要
目
的
の
一
つ
で
あ
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っ
た
「
彊
皐
報
」
の
謹
刊
を
急
い
で
、
一
八
九
六
年
一
月
十
二
日
に

創
刊
挽
を
出
し
た
仲
間
町
一
点
空
間
。
こ
れ
に
は
光
一
緒
の
年
蹴
と
と

も
に
孔
子
紀
年
を
掲
げ
た
の
で
南
京
の
連
中
は
び
っ
く
り
し
た
と
い

う
。
上
海
一狙
撃
曾
の
設
立
趣
旨
に
つ
い
て
は
「
小
野
川
書
」

広

に

詳
し
い
の
で
省
略
す
る
。

「
強
皐
報
」
は
日
刊
紙
で
、
木
活
字
本
の

「中
外
紀
聞
」
と
は
異
り
、
こ
の
方
は
鉛
活
字
で
印
刷
さ
れ
た
小
冊

で
あ
っ
た
。
紙
代
は
無
料
だ
っ
た

4
元

一蹴
。
報
紙
創
刊
後
ま
も
な

く

一
月
廿
一
日
に
は
前
述
の
強
墨
曾
封
禁
の
上
識
が
下
っ
た
の
で
、

強
事
報
は
も
ち
ろ
ん
停
刊
し
た
。

上
海
強
撃
曾
が
解
散
し
た
と
き
曾
に
は
七
百
鯵
雨
の
資
金
が
残
っ

て
い
た
。
梁
啓
超
の
「
創
排
時
務
報
源
委
」
佐一
山
一
誠
一
叫
に
曾
計
上

の
詳
し
い
い
き
さ
つ
が
述
べ
て
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
曾
が
借
り
て

い
た
建
物
の
家
賃
が
一
年
分
排
っ
て
あ
っ
た
の
で
、
牢
年
分
三
百
五

十
元
を
返
し
て
も
ら
っ
た
。
ま
た
曾
の
所
購
の
器
物
書
籍
な
ど
を
買

っ
た
金
が
二
百
徐
元
で
き
、
結
局
全
部
合
せ
て
千
二
百
雨
以
上
が
残

っ
た
。
こ
の
金
が
す
な
わ
ち
「
時
務
報
」
の
創
立
資
金
と
な
っ
た
わ

け
で
あ
る
。

康
有
矯
は
強
事
報
輩
刊
に
際
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
自
分
は
錦
園

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
武
昌
に

い
た
在
康
年
に
輩出
翰
を
一
度
、

電
報
を
二
度
出
し
て
僻
を
低
く
し
て
来
援
を
請
う
た
@
庄
は
な
か
な

か
返
事
を
よ
こ
さ
ず
、
結
局
彼
が
上
海
に
来
た
時
に
は
上
海
強
皐
曾

梁
「
創
餅
時

は
解
散
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
務
報
源
委
」

。

し
た
が
っ
て
在
康
年

は
強
皐
曾
に
封
し
て
は
有
力
な
曾
員
で
あ
っ
た
と
い
う
に
止
ま
り
、

質
質
的
な
協
力
は
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
稿
の
「
在
康

年
略
侍
」

一九
頁
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
頃
庄
は
武
田
回
で
張
之

洞
の
建
て
た
自
彊
書
院
の
編
輯
と
雨
湖
書
院
の
数
師
を
し
て
い
た
。

張
之
洞
は
庄
康
年
が
武
昌
を
去
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
し
き
り
に
止
め
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た
に
も
抱
ら
ず
結
局
職
を
捨
て
て
上
海
に
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
彼

の
こ
の
決
意
と
、
北
京
に
お
い
て

「
中
外
紀
聞
」
執
筆
の
仕
事
を
失

っ
た
梁
啓
超
と
、
二
つ
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
結
集
し
て
半
年
後
の
時
務

報
の
創
刊
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

強
皐
舎
の
名
簿
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
諸
書
に

散
見
す
る
も
の
を
集
め
て
み
た
。
正
式
曾
員
と
単
な
る
臆
援
者
と
の

直
別
な
ど
は
な
か
な
か
分
ら
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
全
人
名
を
羅

曾
員
名
一
覧
表

列
す
る
こ
と
に
し
た
。
役
職
名
は
だ
い
た
い
強
撃
曾
嘗
時
の
も
の
。

" 
〉
は
字
。



同
中
心
人
物
U

康
有
矯

租
詰
(
庚
夏
〉

梁
啓
超
(
卓
如
)

安
孟
華
(
蒲
博
)

陳
蛾
(
次
亮
〉

出
曾
植
ハ
子
培
〉

文
廷
式
(
芸
閣
〉

慶
東
南
海

工
部
主
事

翠
人

慶
東
新
曾

贋
東
順
徳

江
西
戸
部
郎
中
、
撰
「
庸
書
」

漸
江
嘉
興

総
理
衛
門
章
京

江
西
捧
郷

翰
林
院
侍
讃
事
士

李
提
摩
太
(
リ
チ

ャ
l
ド〉

英
園

慶
皐
曾
督
緋

〔
曾
員
・
後
援
者
〕

翁
同
紙
(
叔
卒
)

品
調
斌
孫
(
強
夫
)

李
鴻
藻
〈
蘭
孫
、
寄
雲
)

王
文
部
(
憂
石
)

嚢
世
凱
(
慰
亭
)

孫
家
需
(
墜
臣
〉
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江
蘇
常
熟

同

上

了
立
鈎
ハ
叔
衡
)

抗
曾
桐
(
子
封
、
紫
封
〉

樺
(
君
主
)

曾
贋
鈎
(
重
伯
)

王
曾
英
(
幼
霞
〉

張洪
良
品
(
右
丞
〉

醐
光
典
(
謹
卿
)

慶
(
覗
三
〉

宋議
士
成
(
功
亭
)

程
文
期
〈
従
閣
〉

龍
殿
揚
(
観
臣
)

〔
上
海
強
事
曾
〕

在
康
年
(
穣
卿
〉

黄
遵
憲
(
公
度
〉

張
之
洞
(
孝
達
)

梁
鼎
芽
(
星
海
)

劉
坤
一
ハ
明
荘
〉

江

標
(
建
霞
〉

江
蘇
丹
徒

工
部
主
事

漸
江
嘉
興

翰
林
院
編
修
、
洗
子
培

兄
弟

直
隷
南
皮
孝
人
、
張
之
洞
子

湖
南
湘
郷
翰
林
院
編
修
、
曾
園
藩
孫

都
察
院
給
事
中

戸
科
掌
印
給
事
中

湖
北
責
岡

安
徽
合
肥

山
東
蓬
莱

安
徽
合
肥

漸
江
銭
塘

資
東
嘉
膳

直
隷
南
皮

慶
東
番
寓

湖
南
新
寧

漸
江
元
和

翰
林
院
検
討

武
将

勾，.
aaτ 

軍
機
大
臣
、
戸
部
尚
書

同
紙
従
孫

河
北
高
陽
軍
機
大
臣
、
植
部
尚
書

新
江
仁
和
直
隷
線
督
、
北
洋
大
臣

河
南
項
域

安
徽
寄
鯨
工
部
尚
書

徐
世
昌
〈
菊
人
〉
河
北
天
津
親
哀
世
凱

在
大
獲
(
伯
唐
)
漸
江
銭
塘
内
閣
中
書

楊
鋭
(
叔
幡
、
鈍
叔
)
四
川
綿
竹
内
閣
中
書
、
戊
成
殉
難

張
元
横
(
菊
生
〉
漸
江
海
瞳
総
理
衛
門
章
京

武
将

軍
人

軍
人

進
士

湖
南
按
察
使

署
雨
江
総
督

湖
北
按
察
使
、
張
之
洞
幕
友

喪
中

翰
林
院
編
修
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王
之
春
(
爵
業
、
有
裳
)

陳
三

立

(
伯
膿
)

審

(
季
直
)

!J~ 諦
嗣
同
(
復
生
〉

左
孝
同
(
子
具
〉

黄
髄
芳
(
激
闘
)

黄
紹
箕
(
伸
強
〉

黄
紹
第
(
叔
鏑
、
叔
煩
)

周
化
鈎
(
一肌
帆
)

出
瑞
麗
(
愛
治
)

禁
庶
昌

(
純
飛
)

鈎
(
伸
魯
〉

志喬
樹
楠
(
茂
萱
)

山
今
春
燈
(
雲
階
)

陳
貧
深
(
伯
潜
)

屠
仁
守
(
静
夫
)

〔好
ま
し
く
な
い
入
曾
者
〕

振
孝
謙
(
巽
之
)

江
西
義
寧

江
蘇
南
通

湖
南
朝
陽

湖
南
湘
陰

淑
江
瑞
安

同湖
南

幅
建
侯
官

四
川
越
義

四
)11 

騎
西
西
林

幅
建
問
鯨

湖
北
孝
感

河
南
商
城 湖

南
清
泉

湖
北
布
政
使
、
撰
「
漉

海
庖
一言
」

吏
部
主
事
、
陳
賛
鏡
子

翰
林
院
修
撰

道
員
、
左
宗
栄
子

遇
政
使

上

侍
讃
、
髄
芳
子

|司

上

翰
林
院
編
修
、
樫
芳
従
子

吏
部

道
員

道
員

部道
郎員

翰
林
院
編
修

丁
玄
鈎
(
淑
衡
)

椿
成
博
(
孝
通
)

張
伸
析
(
次
間
〉

参
考
文
献
略
稽
表

湯

論

叢

七
十
年
数
育

一五

叢
刊
戊
成

胡林
近
代
史

報小出
撃野版

川史
史 書 料

政

費

記

文
化
人
鑑

活
近
代
史

讃

全

集

抜
康
自
編
年
譜
。
恐
卸
前
出
丁
立
鈎
。

漸
江
徐
杭

江
西
道
御
史
、
欲
劾
奏
者

湖
北
江
夏

湯
志
鈎
「
戊
戊
鑓
法
史
論
叢
」

丁
致
時
編
「
中
国
近
七
十
年
来
教
育
記
事
」
一
九

一
九
五
七

書

中
園
近
代
史
資
料
叢
刊
「
戊
成
時
現
法
」

胡
演
「
戊
戊
襲
法
」

一
九
五
六

林
増
卒
「
中
国
近
代
史
」

一
九
五
八

張
静
盛
輯
註
「
中
園
近
代
出
版
史
料
」

小
野
川
秀
美
「
清
末
政
治
思
祖
研
究
」

才
公
振
「
中
園
却
瓶
事
史
」

一
九
五
五

梁
啓
超
「
戊
成
政
健
記
」

一
九
五
四

橋
川
時
雄
「
中
国
文
化
人
物
線
鑑
」

活
文
洲
「
中
園
近
代
史
」
上
編
第
一
分
冊
、

修
訂
入
版

「
語
嗣
同
全
集
」

一
九
五
回

一
九
五
七

-48一

一
九
六

O

重
刊
本

重
刊
本

一
九
四

O一
九
五



張

年

譜

許
同
幸
「
張
文
裏
公
年
譜
」

一
九
四
六

責

安
若
鵬
「
黄
遜
憲
停
」

一
九
五
七

俸
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註①
戊
成
後
法
時
期
の
園
学
曾
お
よ
び
報
紙
の
事
情
に
つ
い
て
は
「
湯
論
叢
」

の
「
戊
成
嬰
法
時
的
事
曾
和
報
刊
」
の
章
に
詳
し
い
。
屋
場
蛍
設
立
に
つ
い

て
は
「
七
十
年
教
育
」
五
頁
以
下
が
年
表
的
知
識
を
輿
え
て
く
れ
る
。
謬

合
同
・
事
堂
・
報
館
の
縁
起
や
章
程
等
の
資
料
は
「
叢
刊
戊
成
」
第
四
冊
の

「
事
曾
等
組
織
」
の
項
が
よ
く
集
め
て
い
る
。
乙
の
中
の
梁
啓
超
の
「
強

閣
字
合
同
封
禁
後
之
事
曾
事
堂
報
館
」
の
一
文
(
彼
の
「
戊
成
政
援
記
L

よ
り

引
用
)
は
事
曾

・
事
堂
名
の
一
一
覧
表
を
掲
げ
て
い
る
。

②

「
胡
寄
」
三
七
頁
、
「
林
近
代
史
L

三
六
三
頁
。
雨
書
と
も
涯
康
年
の

上
海
強
皐
曾
入
舎
に
つ
い
て
は
出
典
を
あ
げ
て
い
な
い
が
、
張
之
洞
の

「
上
海
強
慶
場合同序
」
(
康
有
食
代
作
)
の
附
記
を
奈
爾
康
が
一
八
九
六
年

に
書
い
て
お
り
、
そ
の
中
に
在
康
年
入
曾
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(
叢
刊
戊
成
四
・
三
八
六
頁
)
察
爾
康
は
瞭
事
曾
の
人
、
「
中
東
戦
紀
本

来
」
の
編
者
、
そ
の
経
歴
は
不
詳
。

①

「
基
督
教
文
字
播
道
事
業
談
」
「
出
版
史
料
ニ
編
」
所
枚
。
三
三
五
頁

註
六
。

①

向

上

註

三

。

①
「
小
野
川
書
」
一
八

O
頁
。

@

向

上

一

八

一

頁

。

①
奈
爾
康
(
註
②
)
の
文
に
「
乙
未
(
一
八
九
五
)
六
月
間
、
京
師
有
擬

関
報
館
之
議
、
:
:
:
時
則
質
事
曾
督
緋
李
君
提
摩
太
、
方
自
渇
走
京
師
、

日
以
新
聞
宇
之
盆
、
循
告
逮
官
貴
人
、

:
:
:
」
と
あ
り
、
六
月
は
新
暦
の
七

八
月
に
わ
た
っ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
文
中
に
「
丙
申
(
一
八
九
六
)
正
月

:
是
時
李
君
自
京
返
沼
。
」
と
あ
る
。
正
月
は
新
暦
の
二
、
三
月
。

③
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
三
省

一
九
八
頁
、
菊
池
貴
晴
氏
の
「
庭
事
曾
」
の
項

に
よ
る
。

①

乙
の
遜
の
経
緯
は
「
康
南
海
自
編
年
譜
」

O
頁
)
に
よ
る
。

⑬

「

程

報

界
放
迎
曾
演
説
詞
」
叢
刊
戊
戊
四

・
二
五
四
頁
。

⑪
京
報
に
つ
い
て
は
「
報
謬
史
」
三
三
、

四
頁
を
見
よ
。
北
京
の
正
陽
門

外
に
報
房
が
あ
り
、
日
々
の
朝
廷
の
文
替
類
を
印
刷
し
て
一
部
十
文
で
貰

っ
た
。
木
活
字
印
刷
の
私
設
官
報

(
日
刊
)
と
い

っ
た
も
の
。

⑫
「
中
外
紀
間
」
の
護
行
部
数
は
、
小
野
川
書

一
八
一
頁
K
、
康
南
海
自

編
年
譜
に
よ
っ
て
千
部
と
し
て
お
く
と
あ
る
が
、
中
外
紀
聞
は
梁
啓
超
が

主
に
や
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
梁
の
記
事
を
信
用
し
て
お
ζ

う
と
思
う
。

「政
襲
記
」
一
二
六
頁
お
よ
び
註
⑩
演
説
。

⑬

姿

孟
撃
に
は
停
記
が
な
い
。
調
べ
得
た
こ
と
を
列
翠
し
て
お
ζ

ぅ
。

一

八
七
四
|
一
九
一
五
。
字
は
閣
情
博
、
筆
名
は
憂
珠
、
鳳
民
珠
室
主
人
、
脱
は

婚
庵
。
賢
東
省
順
徳
燃
の
人
。
康
有
矯
門
下
で
は
彼
と
潜
若
潟
と
が
詩
名

を
も
っ
て
鳴
っ
た
。
箸
は
「
娩
庵
集
」

ニ
忽
が
あ
る
(
文
化
人
鑑
五

O
六

頁
)
。
「泡
近
代
史
」
は
、
委
は
康
有
震
の
大
門
徒
の

一
人
、

梁
啓
超
と
同

等
の
地
位
に
あ
り
、
康
問
中
最
一
頑
固
の
一
波
で
君
楢
主
義
者
だ
(
三
二

O

頁
)
と
し
て
い
る
。
公
車
上
書
題
名
記
や
保
闘
合
同
の
名
簿
に
は
む
ろ
ん
名

を
列
ね
て
い
る
。

一
八
九
六
年
冬
に
瞭
東
よ
り
上
海
に
出
て
時
務
報
の
仕

事
を
手
縛
っ
た
(
湯
論
叢
二
三
一
頁
)
。

張
伯
禎
の
「
張
筆
渓
遺
稿
」
の

(
「
叢
刊
戊
戊
」
四

- 49一
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中
に
「
憶
瑠
芦
田
市
筒
先
生
」
の
一
文
が
あ
る
。
(
叢
刊
戊
成
四
・
二
八
二
頁
)
。

⑬
「
報
慰
史
」

一
一
一
二
頁
に
よ
れ
ば
、
中
関
人
の
創
め
た
新
聞
に
漢
口
の

「
昭
文
新
報
」

(
一
八
七
三
夜
刊
)
上
海
の
「
匪
報
」
(
一
八
七
四
震
刊
)

香
港
の
「
循
環
日
報
」
(
同
上
)
上
海
の
「
新
報
」
(
一
八
七
六
設
刊
)

庇
州
の
「
政
報
」
(
一
八
八
六
護
刊
)
が
あ
り
、
あ
と
の
四
つ
は
み
な
外

聞
事
情
を
よ
く
知
っ
た
人
々
の
つ
く
る
所
だ
っ
た
が
、
倦
む
ら
く
は
世
間

が
未
だ
新
聞
を
誠
む
こ
と
の
重
要
さ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
あ
る
。
買
に
報

紙
の
機
能
を
護
揮
し
た
も
の
、
特
に
そ
れ
が
北
京
で
愛
刊
さ
れ
た
と
い
う

貼
で
「
中
外
紀
問
」
の
意
義
が
あ
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

⑬

張
孝
謙
の
経
歴
は
不
明
。
翰
林
院
編
修
。
康
自
編
年
譜
に
よ
れ
ば
、
首

時
軍
機
大
臣
の
一
人
だ
っ
た
李
鴻
藻
の
「
得
意
門
生
」
だ
っ
た
の
で
、
そ

の
人
物
に
は
疑
問
が
あ
っ
た
が
、
沈
曾
植
が
推
血
申
し
た
の
だ
と
い
う
。
こ

の
男
が
う
る
さ
い
こ
と
を
言
っ
た
り
、
し
た
り
し
て
康
有
箆
を
悶
ら
せ
た

こ
と
が
年
譜
に
記
さ
れ
て
い
る
。

⑬
「
強
風
平
曾
叙
」
は
「
叢
刊
成
皮
」
四
・
三
八
四
頁
お
よ
び
「
政
後
記
」

一
二
七
頁
所
収
。

⑪
梁
啓
超
が
後
年
北
京
大
摩
で
の
観
迎
演
説
曾
の
話
の
中
に
こ
の
世
界
地

園
の
乙
と
を
面
白
く
語
っ
て
い
る
。
強
副
学
舎
が
封
禁
さ
れ
た
時
に
歩
軍
統

領
(
警
察
)
が
書
籍
や
儀
器
と
と
も
に
持
ち
去
っ
た
が
、
そ
の
後
ど
う
な

っ
た
か
分
ら
な
い
と
。

(
談
刊
戊
成
四
・
二
五
五
頁
)

⑬

徐
桐
は
保
守
滋
の
中
で
は
許
剣
の
よ
か
っ
た
人
物
だ
っ
た
が
、
極
端
な

外
人
嫌
い
だ
っ
た
。
西
太
后
に
信
任
あ
り
、
光
緒
帝
は
彼
の
頑
迷
を
嫌
っ

た
。

(
矢
野
仁
一
「
清
朝
末
史
研
究
」
七
頁
)

⑬

「
政
後
記
」
一
一
一
頁
の
「
烈
笹
山
脳
連
材
停
」
に
よ
る
と
、
文
廷
式
が

嗣
則
さ
れ
た
と
同
じ
時
、
す
な
わ
ち
欝
勝
二
月
十
七
日
に
官
官
の
冠
達
材
が

斬
罪
に
廃
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
官
官
の
身
分
で
西
太
后
に
、
政
を

帝
に
返
せ
と
い
う
意
見
書
を
上
っ
た
か
ど
で
西
太
后
の
怒
を
買
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
強
事
曾
と
は
直
接
関
係
は
な
い
。
因
み
に
文
廷
式
じ
し
ん
は
こ

の
底
分
を
受
け
る
ま
え
に
、
前
年
病
に
託
し
て
北
京
を
出
て
い
た
(
政
俊

記
六

O
頁
)
。

⑧
十
日
に
一
度
集
曾
し
た
と
「
湯
論
叢
」
二
二
七
頁
に
あ
る
の
は
、
曾
員

が
し
だ
い
に
多
く
な
っ
た
時
期
、
す
な
わ
ち
康
有
箆
離
京
後
あ
た
り
の
こ

と
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

@
翁
同
紙
の
櫛
力
に
つ
い
て
は
矢
野
仁

一
「
清
朝
末
史
研
究
」
六
頁
に
詳

し
い
。

西
太
后
涯
の
満
人
軍
機
大
臣
剛
毅
が
リ
チ
ャ

l
ド
に
語
っ
た
話

に
、
今
日
帝
に
封
し
て
勢
力
の
あ
る
の
は
翁
一
人
だ
け
で
、
軍
機
大
臣
首

席
の
趨
親
王
も
、
総
理
街
門
首
席
の
恭
親
王
も
並
ん
で
い
る
だ
け
だ
、
自

分
ら
は
帝

K
封
し
て
は
何
の
勢
力
も
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
主

戦
汲
の
李
鴻
務
(
軍
機
大
臣
)
な
ど
も
翁
の
こ
の
帝
と
濁
見
す
る
特
櫛
を

ひ
ど
く
妬
ん
で
い
た
と
い
う
(
康
自
編
年
譜
。
「
議
刊
戊
戊
」
四
・
一
三
三

頁
)
。
翁
は
こ
の
特
権
を
武
探
と
し
て
西
太
后
波
の
軍
機
大
臣
で
あ
る
孫

筑
波
・
徐
用
儀
を
逐
い
出
し
た
(
六
月
五
日
、
十
六
日
)
の
で
つ
い
に
西

大
后
の
怒
り
を
買
い
、
続
四
既
宮
行
走
を
寵
免
さ
れ
帝
と
密
談
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
(
「
政
後
記
」

五
九
頁
)
。

⑧
張
之
洞
が
雨
江
総
督
粂
江
寧
将
軍
に
署
せ
ら
れ
た
の
は
、
「
清
季
重
要

職
官
年
表
」
(
一
九
五
九
)
に
よ
れ
ば
、
光
緒
廿
年
十
月
五
日
(
一
八
九

四
年
十
一
月
二
日
)
か
ら
廿
一
年
十
一
月
十
八
日
(
一
八
九
六
年

一
月
二

日
)
ま
で
で
あ
る
。
乙
の
悶
張
之
洞
の
原
任
の
湖
底
総
督
の
職
は
湖
北
巡

撫
諦
総
淘
が
粂
署
し
て
い
た
。

(
一
九
六
一
・
二
・
一
二
)
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On Ｃｈ‘ianjj-hsiieh-hui弼學會

―Biographical Notes on Wang Ｋ‘ang-nien汪康年－

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＳｈｉｇｅｎｏｂｕＮａｉtｏ

　　　

The westernized army that had cost Li Hung-chang 李鴻章his fif-

teen years' labours　proved a failure in the Sino-Japanese War, and

this gave rise to ａ movement for institutional “ reform, " leading to

the birth of an　organization called Ｃｈ‘iang-hsiieh-hui.　０ｎthe other

hand, in the early nineteenth century Protestant missionaries began

to propagate their faith, and their efforts proved successful, at least,

partly by employing medicine and education as their means. Timothy

liichard was one of these missionaries. His activities were not limited

to education but the enlightenment of the Chinese literati who were

affiliated with the Society for the Diffusion of Christian and General

Knowledge among the Chinese (Kuang-hsiieh-hui廣學會) established

in

　

Shanghai

　

in

　

1887.

　

Ch‘iang-hsiieh-hui

　

was also set up by such

young progressive scholars of south China as Ｋ‘ang Yu-wei 康有迅

and Liang Ｃｈ‘i-ch‘ａｏ梁啓超aswell as progressive officialsin Peking,

and Timothy Richard played　the　role of adviser. Seeing that pro-

gressive movement would not succeed in the much conservative atomo-

sphere of Peking, Ｋ‘ang Yu-wei organized another Ch‘iang-hsiieh-hui

in Shanghai, but it was disbanded by order of the Empress Dowager

and her clique after only ａ few months' ｅχistence. Peking's Ｃｈ‘iang-

hsiieh-hui survived as Kuan-shu-chii 官書局, while in Shanghai the

movement revived in the form of ａ journal, Shih-wu-pao時務報，

started

　

by Ｋ‘ang Yu-wei　Siχ months after the　dissolution　of　the

society.

　

The journal was continued for three years, and responsible

for making ａ fourishing period of the movement.
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