
吉
澤
誠
一
郎
著

『
天
津
の
近
代

清
末
都
市
に
お
け
る
政
治
文
化
と
社
会
統
合

貴
　
志
　
俊
　
彦

』

　
著
者
は
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
東
京
大
学
で
学
位
を
授
与
さ
れ
た
博
士
論
文

「
清
末
天
津
に
お
け
る
政
治
文
化
と
社
会
統
合
－
中
國
近
代
都
市
形
成
史

論
」
を
基
礎
と
し
て
、
本
書
を
上
梓
さ
れ
た
。
本
書
の
刊
行
は
、
著
者
と
と

も
に
天
津
地
域
史
研
究
会
の
発
足
に
携
わ
り
、
こ
の
九
年
間
そ
の
運
営
に
携

わ
っ
て
き
た
者
の
｝
人
と
し
て
、
誠
に
感
概
深
い
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
は
、

氏
の
こ
れ
ま
で
の
真
摯
な
る
研
究
姿
勢
を
た
た
え
、
こ
の
労
作
に
賛
辞
を
贈

り
た
い
。

　
思
え
ば
、
こ
の
二
〇
年
近
く
の
中
国
近
現
代
史
研
究
を
め
ぐ
る
変
化
は
著

し
い
も
の
が
あ
る
。
著
者
が
大
学
院
時
代
本
書
の
原
蓋
を
構
想
し
始
め
た
と

き
、
日
本
の
中
国
近
現
代
都
市
史
研
究
は
参
照
す
べ
き
先
行
研
究
が
決
し
て

多
く
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
欧
米
の
都
市
史
研
究
、
前
近
代
中
國
都
市

史
研
究
の
諸
成
果
を
参
考
に
し
、
ま
た
著
者
の
師
で
あ
る
階
下
武
志
氏
の
朝

貢
貿
易
論
、
岸
本
美
緒
氏
ら
の
明
清
地
域
史
研
究
の
成
果
に
学
ぶ
こ
と
か
ら

始
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
で
も
多
用
さ
れ
て
い
る
馴
大
公
報
騙
な
ど
の

新
聞
史
料
が
復
刻
さ
れ
て
、
一
九
八
○
年
代
中
葉
以
降
日
本
で
も
閲
覧
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
こ
と
が
中
国
都
市
史
研
究
を
進
め
る
最
初
の
原
動
力

と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
一
九
八
○
年
代
後
半
に
は
、
中
国
各
地
の
都
市
を
実
見
調
査
す

る
こ
と
も
不
可
能
で
な
く
な
っ
た
し
、
申
国
へ
の
留
学
ブ
ー
ム
も
お
こ
っ
た
。

…
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
今
度
は
台
湾
、
中
国
と
も
公
開
さ
れ
た
文
書
史

料
は
直
接
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
で
欧

米
の
史
料
館
に
つ
い
て
の
情
報
も
容
易
に
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
ら
一
連
の
繊
来
事
に
よ
っ
て
、
中
国
史
研
究
に
対
す
る
問
題
関
心
の
あ
り

方
や
手
法
が
大
き
く
変
化
し
た
。
こ
の
よ
う
な
学
問
上
の
変
化
は
、
た
ん
な

る
「
革
命
史
観
一
か
ら
の
離
脱
、
「
民
国
史
研
究
扁
の
再
評
価
と
い
う
に
は

と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
東
ア
ジ
ア
史
研
究
再
構
築
と
で
も
い
う
べ
き
変

化
を
と
も
な
い
、
今
日
で
は
明
治
以
来
続
い
て
き
た
日
本
史
、
東
洋
史
、
西

洋
史
と
い
う
歴
史
学
の
枠
組
み
さ
え
揺
る
が
す
よ
う
な
地
殻
変
動
が
起
こ
り

つ
つ
あ
る
こ
と
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
近
年
の
日
本
に

お
け
る
中
国
都
市
史
研
銑
の
隆
盛
は
、
．
｝
う
し
た
研
究
潮
流
の
な
か
で
望

る
こ
と
が
可
能
と
思
え
る
。

　
本
書
は
、
こ
う
し
た
研
究
潮
流
の
精
髄
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
っ

て
も
過
雷
で
は
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
今
田
の
研
究
者
が
共
有
し
て
い
る

と
こ
ろ
の
、
近
代
像
の
再
検
討
、
西
欧
的
な
歴
史
観
か
ら
の
解
放
、
ナ
シ
ョ

ナ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
自
明
の
前
提
と
し
な
い
中
国
史
研
究
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
研
究
の
重
要
視
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ム
パ
ク
ト
批
判
の
再
検
討
、
地
域

的
要
因
と
国
際
的
契
機
の
相
互
関
連
の
考
察
、
そ
し
て
交
叉
す
る
各
国
語
の

多
様
な
史
料
群
な
ど
、
そ
う
し
た
息
吹
を
感
じ
さ
せ
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。

　
本
書
に
お
い
て
も
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
著
者
自
身
が
議
論
す
る
う

え
で
、
と
く
に
留
意
し
て
い
る
点
は
次
の
よ
う
な
前
提
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

近
代
に
対
す
る
捉
え
方
と
し
て
、
「
『
伝
統
臨
の
連
続
性
の
強
調
も
、
『
近

代
』
の
普
遍
性
の
指
摘
も
不
適
切
で
あ
り
、
一
九
世
紀
以
降
の
歴
史
的
経
験
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評
at：

1“

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
り
（
六
頁
）
、
「
予
定
調
和
的

な
市
昆
社
会
論
や
［
民
主
化
を
前
提
と
す
る
］
理
念
的
な
議
会
政
治
観
」
も
否

定
す
る
こ
と
で
（
一
二
頁
、
［
］
は
評
者
注
）
、
「
『
近
代
化
』
と
し
て
目
的

論
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
歴
史
過
程
が
、
実
は
地
域
的
要
因
と
国
際
的
契
機

の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
丁
寧
に
実
証
」
し
（
七
頁
）
、

「
後
世
の
歴
史
家
の
価
値
観
に
基
づ
く
『
評
価
聴
論
の
一
面
性
に
再
考
を
加

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
扁
（
二
八
二
頁
）
と
考
え
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
学
で
常
套
句
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た

「
近
代
化
偏
、
「
帝
国
主
義
」
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
、
「
市
民
社
会
」
と
い
う

歴
史
学
フ
レ
ー
ズ
に
よ
っ
て
看
過
さ
れ
て
き
た
、
一
九
慢
紀
中
葉
か
ら
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
リ
テ
イ
ヵ
ル
サ
ヵ
ル
チ
ュ
ア

世
紀
初
頭
に
お
け
る
都
市
の
政
治
文
化
の
実
相
に
迫
ろ
う
と
す
る
試
み

で
あ
る
。
な
お
、
著
者
は
、
政
治
文
化
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
門
社
会
で
暗
黙

裡
に
共
有
さ
れ
て
い
る
政
治
に
対
す
る
考
え
方
、
感
じ
方
、
行
動
の
し
か
た

の
複
合
的
産
物
」
と
の
定
義
を
与
え
て
い
る
。

　
本
書
が
、
こ
う
し
た
時
代
を
代
表
す
る
論
点
、
手
法
を
随
所
に
散
り
ば
め

な
が
ら
も
、
下
記
の
構
成
か
ち
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
と
り
あ
げ
る
テ
…
マ

は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
、
天
津
教
案
、
義
和
団
、
「
新
政
」
、
反
米
ボ
イ
コ
ッ
ト
運

動
、
辛
亥
革
命
と
い
っ
た
戦
後
の
中
国
近
代
史
研
究
に
と
っ
て
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
も
の
で
あ
り
、
著
者
が
頑
と
し
て
真
正
面
か
ら
こ
れ
ら
の
問
題
に
立

ち
向
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
堅
実
か
つ
禁
欲
的
な
研
究
者
魂
を
感
じ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
「
伝
統
的
」
な
テ
ー
マ
の
合
間

を
ぬ
っ
て
歴
史
学
の
新
奇
な
問
題
を
拾
い
集
め
て
い
る
研
究
者
か
ら
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

本
書
は
先
の
革
新
的
な
「
宣
言
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
こ
と
に
正
統
な
人

文
学
研
究
の
ス
タ
イ
ル
を
貫
い
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
清
末
の
天
津
に
お
け
る
政
治
文
化
と
社
会

統
合
の
歴
史
的
変
化
に
つ
い
て
の
解
釈
が
、
い
か
な
る
手
法
で
論
述
さ
れ
て

い
る
の
か
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
い
。
な
お
、
本
書
は
、
全
九
章
に
補
論

を
く
わ
え
、
そ
れ
ら
の
配
列
を
三
部
構
成
の
な
か
で
位
置
付
け
て
い
る
。
こ

の
三
部
と
は
、
次
の
よ
う
な
整
理
と
な
っ
て
い
る
（
一
八
1
～
九
頁
）
。
第

一
部
「
一
九
世
紀
中
葉
以
降
、
地
域
防
衛
の
た
め
の
実
践
と
そ
の
背
後
に
あ

る
価
値
観
が
社
会
統
合
に
大
き
な
意
義
を
有
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
」
、
第

二
部
コ
一
〇
世
紀
に
入
っ
て
す
ぐ
の
行
政
機
構
の
革
新
と
社
会
管
理
の
問
題

を
議
論
す
る
」
、
第
福
部
「
愛
国
主
義
の
発
揚
と
社
会
統
合
の
か
か
わ
り
を

扱
う
」
。
本
書
は
、
都
市
下
層
民
を
視
座
に
お
き
な
が
ら
も
、
地
域
秩
序
が

社
会
管
理
、
行
政
管
理
に
よ
っ
て
い
か
に
維
持
さ
れ
、
変
容
し
た
の
か
、
そ

う
し
た
変
化
の
な
か
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
い
か
に
変
化
し
た
の
か
を
全

体
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
。

　
第
－
部
　
地
域
防
衛
を
支
え
る
価
値
観
と
記
憶

　
　
第
～
章
団
練
の
編
成
／
第
二
章
火
影
と
天
津
教
案
／
第
三
章
光
緒

　
　
初
年
の
早
災
と
広
仁
堂
／
第
四
章
義
和
讃
支
配
と
団
練
神
話

　
第
H
部
　
行
政
機
構
の
革
新
と
社
会
管
理

　
　
第
五
章
巡
警
創
設
と
行
政
の
変
容
／
第
六
章
　
「
獺
扁
と
都
市
管
理
／

　
　
第
七
章
言
誤
と
習
芸
所
の
あ
い
だ

　
第
m
部
　
愛
国
主
義
に
よ
る
社
会
統
合

　
　
第
八
章
　
「
抵
制
覇
約
」
運
動
と
「
中
国
」
の
団
結
／
第
九
章
電
車
と

　
　
公
憤
…
1
市
内
交
通
を
め
ぐ
る
政
治
／
第
一
〇
章
体
育
と
革
命
－

　
　
辛
亥
革
命
時
期
の
尚
武
理
念
と
治
安
問
題
／
熱
論
瓜
俗
の
変
遷

　
以
下
、
著
者
自
ら
が
提
起
し
た
四
つ
の
論
点
を
も
と
に
整
理
し
て
み
た
い
。

①
政
治
参
加
と
公
共
性
の
展
開
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著
考
に
よ
れ
ば
、
都
市
に
お
け
る
公
共
性
の
展
開
と
は
、
「
地
方
政
治
の

構
造
の
中
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
商
会
な
ど
も
参
加
し
て
ゆ
く
な
か
で
、

み
ず
か
ら
岡
公
』
で
あ
る
と
主
張
す
る
発
醤
主
体
・
政
治
主
体
が
増
え
、
複

雑
な
離
合
集
散
を
示
し
な
が
ら
相
互
に
自
己
主
張
し
あ
う
状
況
が
う
ま
れ
る

こ
と
」
で
あ
る
と
定
義
づ
け
ら
れ
（
ご
一
頁
）
、
近
年
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て

い
る
門
公
共
性
」
論
そ
の
も
の
に
は
慎
重
に
距
離
を
お
い
て
い
る
。

　
著
者
は
、
こ
う
し
た
公
共
性
に
つ
い
て
、
本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で

あ
る
「
風
俗
」
と
い
う
用
語
で
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
が
本

書
で
特
に
第
五
章
、
そ
し
て
補
論
で
、
「
風
俗
」
を
取
り
あ
げ
て
い
る
意
味

だ
ろ
う
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
風
俗
」
と
は
「
祉
会
秩
序
の
あ
り
か
た
に
関
係

す
る
人
々
の
行
動
の
様
態
を
概
括
的
に
指
す
語
扁
（
三
六
三
頁
）
と
定
義
さ

れ
て
お
り
、
た
ん
に
各
地
嗣
有
の
響
慣
だ
け
で
な
く
、
理
想
と
み
な
さ
れ
た

醇
風
美
俗
を
も
包
括
し
な
が
ら
も
、
中
国
史
上
の
特
徴
と
し
て
こ
れ
が
「
よ

き
統
治
者
が
人
民
を
善
導
す
る
と
い
う
観
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
」
（
三
六

四
頁
）
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
う
つ
ろ
い
や
す
い
「
風
俗
」
を
、
文
教
、

暴
力
、
祭
礼
、
義
拳
な
ど
か
ら
検
証
し
、
こ
れ
が
二
〇
世
紀
初
頭
に
導
入
さ

れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
警
察
、
学
堂
な
ど
の
主
体
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら

れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
患
実
に
跡
づ
け
る
と
と
も
に
（
補
論
）
、
本
書
全
体
に
わ

た
っ
て
、
新
た
に
成
立
し
た
六
書
主
体
・
政
治
主
体
が
発
す
る
雷
説
、
例
え

ば
『
大
公
報
』
『
申
黒
山
『
国
聞
掻
撫
『
庸
報
』
な
ど
掲
載
の
「
社
説
」
「
論

説
」
や
「
投
稿
」
「
記
事
」
を
重
視
し
、
そ
れ
ら
に
地
元
志
向
の
社
会
的
・

政
治
的
活
動
を
見
繊
す
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
公
共
性
の

展
開
は
、
民
に
訴
え
か
け
る
主
体
を
増
加
さ
せ
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
論
、
政
論

を
作
り
上
げ
る
。
～
方
、
政
権
主
体
は
、
い
か
に
こ
れ
を
管
理
・
統
制
す
る

か
と
い
う
課
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
対
す
る
方
策
が
次
の
社
会

管
理
論
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
②
社
会
管
理
の
進
展

　
近
代
性
の
一
側
面
が
社
会
管
理
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
書
で

強
調
さ
れ
て
い
る
点
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
ず
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
編
成
さ
れ

た
団
練
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
地
域
主
義
の
温
床
と
み
る
従
来
の
見
郷
や
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ウ
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
自
律
的
な
機
能
単
位
と
し
て
都

市
自
治
体
が
在
地
の
社
会
意
識
の
中
で
確
立
し
た
」
と
み
る
見
解
に
検
討
を

加
え
る
。
本
書
に
お
け
る
団
練
の
重
視
は
、
団
練
が
け
っ
し
て
地
域
を
一
枚

岩
に
統
合
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
地
元
の
地
域
防

衛
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
北
京
に
お
け
る
王
朝
護
持
の
政
治
的
主
張
で
あ
る

全
国
的
な
政
治
動
向
と
の
相
互
作
用
の
結
果
と
し
て
表
出
し
て
い
た
こ
と
に

注
意
す
る
（
第
一
章
）
。

　
つ
づ
け
て
、
～
八
七
〇
年
の
反
キ
リ
ス
ト
教
暴
動
に
お
い
て
火
会
と
い
う

消
防
組
織
が
中
核
的
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
を
欧
文
、
漢
文
史
料
か
ら
明
ら

か
に
し
た
う
え
で
、
宣
教
師
た
ち
の
活
動
が
従
来
の
社
会
統
合
と
権
威
を
担

う
地
元
有
力
者
と
の
間
で
、
善
挙
を
め
ぐ
っ
て
競
合
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
（
第
二
章
）
。
こ
う
し
た
ア
ヘ
ン
戦
争
後
に
お
け
る
排
外
主

義
の
地
域
的
記
憶
は
、
第
四
章
で
と
り
あ
げ
る
義
和
団
事
件
（
著
者
は
小
林

｝
美
郷
に
義
和
國
戦
争
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
）
の
伏
線
の
一
つ
と

な
る
。

　
ま
た
、
つ
づ
く
一
八
七
〇
年
代
の
大
空
越
に
よ
っ
て
、
地
域
の
安
寧
を
図

る
た
め
、
社
会
救
済
事
業
の
実
施
が
緊
急
課
題
と
な
っ
た
。
第
三
章
で
は
寡

婦
の
た
め
の
施
設
で
あ
る
津
河
広
仁
堂
、
第
七
章
で
は
貧
民
対
策
の
教
養
局
、

囚
人
用
の
滋
民
習
芸
所
、
そ
し
て
広
仁
堂
女
工
廠
、
育
葉
叢
を
事
例
と
し
て
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と
り
あ
げ
る
。
著
者
は
、
こ
れ
ら
救
済
施
設
が
、
貧
民
救
済
と
と
も
に
教
化
、

取
締
り
の
機
能
を
備
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
職
業
教
育
の
場
を

提
供
し
て
い
た
こ
と
に
特
微
を
見
い
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
看
過
で
き
な

い
の
は
、
こ
う
し
た
救
済
機
関
の
変
化
が
当
時
の
理
想
的
な
社
会
を
作
る
た

め
に
必
要
と
さ
れ
る
価
値
理
念
の
変
化
を
も
表
峨
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
で

あ
る
。
こ
う
し
た
事
例
研
究
は
、
近
代
中
国
に
お
け
る
社
会
救
済
と
教
化
と

い
う
両
側
面
を
も
つ
事
業
の
地
域
的
特
徴
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
近
代
の

社
会
福
祉
事
業
成
立
に
関
す
る
比
較
論
を
考
察
す
る
う
え
で
の
～
助
と
な
る

だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
著
者
が
諜
題
と
し
て
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
収
容
さ

れ
る
民
が
こ
う
し
た
救
済
施
設
の
変
化
に
対
し
て
い
か
な
る
声
を
発
し
て
い

た
の
か
が
今
後
の
興
味
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
第
四
章
で
は
、
一
九
〇
〇
年
天
津
で
お
こ
っ
た
義
和
団
の
活
動

が
も
っ
た
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
本
章
は
、
こ
れ
ま
で
ジ
ョ
セ

ブ
・
エ
シ
ェ
ー
3
ッ
ク
、
佐
藤
公
彦
両
氏
の
間
で
展
開
さ
れ
て
い
る
山
東
の
義

和
拳
の
起
源
に
つ
い
て
究
明
す
る
の
で
は
な
く
、
都
市
に
お
け
る
義
和
団
の

活
動
実
態
を
通
じ
て
、
官
治
と
社
会
秩
序
の
選
果
を
議
論
す
る
。
本
章
の
考

察
に
お
い
て
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
天
津
の
義
和
団
が
都
市
の
下
層
民

を
吸
収
し
な
が
ら
も
、
南
方
出
身
者
、
外
国
人
、
回
教
徒
な
ど
を
敵
視
し
、

そ
れ
ま
で
潜
在
的
／
顕
在
的
に
あ
っ
た
都
市
社
会
の
断
層
を
露
呈
さ
せ
た
こ

と
、
そ
し
て
義
和
団
は
先
の
反
キ
リ
ス
ト
教
運
動
の
記
憶
か
ら
教
訓
や
イ

メ
ー
ジ
を
よ
み
と
ろ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
こ
の
義
和
団
事
件
を
へ
て
、
都
市
エ
リ
ー
ト
は
王
朝
体
制
の
秩
序
を
自
明

の
前
提
と
し
な
く
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
二
年
間
の
八
力
国
連
合
軍
に
よ
る

都
統
衙
門
支
配
時
期
を
へ
て
、
新
た
な
秩
序
化
が
図
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、

「
新
し
い
嗣
文
明
匝
を
め
ざ
す
方
向
」
で
あ
り
、
「
新
式
の
学
校
教
育
を
受

け
、
巡
警
の
保
護
統
制
下
で
暮
ら
す
都
市
民
の
社
会
を
め
ざ
す
方
向
」
で
あ

っ
た
（
～
八
九
百
ハ
）
。
新
た
な
都
市
行
政
の
導
入
に
対
し
て
、
著
者
は
と
く

に
都
市
行
政
の
歴
史
的
変
遷
の
な
か
に
巡
警
を
位
置
づ
け
（
第
五
章
）
、
つ

づ
く
第
六
章
で
は
民
衆
統
制
の
実
相
を
附
加
税
で
あ
る
「
掴
」
を
キ
～
ワ
ー

ド
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
巡
警
が
都
市
雑
業
層
ま
で
を
包
括

的
に
管
理
・
統
制
す
る
新
た
な
武
力
装
置
と
し
て
導
入
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、

「
掲
』
も
ま
た
街
路
の
物
売
り
、
人
力
車
夫
、
娼
妓
な
ど
都
市
下
琴
芝
に
課

す
こ
と
で
一
種
の
統
制
の
手
段
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の

は
、
都
市
雑
業
層
か
ら
す
れ
ば
、
「
掲
」
を
支
払
う
こ
と
で
同
時
に
自
ら
の

営
業
を
合
法
化
で
き
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
は
①
で
述
べ
た
公
共
性

の
展
開
と
も
リ
ン
ク
す
る
議
論
で
あ
る
。

　
③
国
民
意
識
の
深
化
と
帰
属
意
識
の
再
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ャ
イ
ニ
し
ズ
ネ
ス

　
著
者
は
、
近
年
論
争
的
局
面
を
み
た
「
中
国
人
性
」
を
意
識
し
て
か
、
「
中

国
人
」
と
い
う
帰
属
意
識
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
察
す
る
。
ま
ず
第
三
章
で
は
社
会
救
済
事
業
の
推

進
過
程
で
南
方
出
身
者
と
北
方
出
身
者
の
対
立
、
そ
し
て
両
者
の
調
整
が
あ

っ
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
、
第
五
章
の
義
和
団
事
件
の
議
論
で
は
む
し
ろ

両
者
の
矛
盾
が
顕
在
化
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
う
し
た
地
域
差
に

よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
違
い
を
超
え
て
、
「
中
国
人
」
と
い
う
意
識
が

芽
生
え
る
契
機
と
し
て
、
第
八
章
で
述
べ
る
反
米
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
を
と
り

あ
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
門
申
国
」
の
た
め
の
団
結
と
い
う
観
念
は
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
の
宣
伝
に
よ
っ
て
普
及
し
て
い
き
、
慣
習
、
出
生
地
に
よ
る
対
立

を
越
え
る
都
市
共
生
の
論
理
と
し
て
の
門
中
国
人
」
意
識
を
登
場
さ
せ
た
と

す
る
。
第
九
章
で
も
、
ベ
ル
ギ
ー
資
本
の
電
車
経
営
に
対
す
る
反
対
運
動
に
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お
い
て
、
都
市
住
民
の
「
公
憤
」
と
い
う
観
念
が
、
愛
国
的
な
「
申
国
」
を

旗
印
と
し
た
運
動
に
利
用
さ
れ
、
「
中
国
」
と
い
う
意
識
が
ロ
ー
カ
ル
な
政

治
に
埋
め
込
ま
れ
て
発
露
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
し
、
著
者
も

指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
中
国
」
と
い
う
表
象
は
、
単
純
に
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
と
収
敏
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
新
た
な
社
会

層
と
し
て
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
特
に
都
市
型
エ
リ
ー
ト
に
共
有
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
事
例
が
、
第
一
〇
章
で
と
り
あ
げ

ら
れ
る
体
育
社
で
あ
る
。
体
育
社
は
、
「
尚
武
の
精
神
扁
を
発
揮
し
、
「
国
」

を
強
く
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
。
た
だ
、
こ
の
体
育
社
、
そ
し
て
商
団
、

天
津
紅
十
字
会
の
よ
う
な
紳
商
主
導
に
よ
る
自
衛
的
な
武
装
組
織
は
、
辛
亥

革
命
、
そ
し
て
つ
づ
く
壬
子
兵
乱
の
際
、
地
域
秩
序
を
握
う
に
は
あ
ま
り
に

無
力
で
あ
り
、
愛
国
主
義
や
治
安
維
持
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
蓑
世
凱
の
よ

う
な
強
大
な
権
力
者
の
存
在
が
希
求
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
地
域
利
害
が
愛
国
主
義
に
結
び
つ
く
と
は

限
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
④
啓
蒙
と
民
衆
文
化

　
文
化
変
容
と
社
会
秩
序
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
文
化
統
合
の
あ

り
か
た
の
変
化
を
跡
付
け
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
論
点
は
、
①
で
と

り
あ
げ
た
「
風
俗
扁
を
考
察
す
る
う
え
で
の
論
点
と
重
複
す
る
が
、
本
書
が

清
末
に
民
間
信
仰
や
昆
衆
反
乱
か
ら
、
反
迷
信
運
動
、
啓
蒙
運
動
へ
の
変
化

の
胎
動
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
。
義
和
団
運
動
を

支
え
た
民
間
信
仰
に
対
し
て
、
新
し
く
設
置
さ
れ
た
学
堂
や
、
文
盲
を
対
象

と
し
た
宣
講
処
、
閲
翻
意
な
ど
教
育
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
達
は
こ
れ
に

対
抗
す
る
も
感
性
を
は
ぐ
く
む
機
能
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
（
例
え
ば
第
八

章
、
補
論
）
。

　
以
上
、
本
書
は
、
都
市
社
会
の
変
動
を
仔
細
に
追
い
、
と
く
に
紳
商
層
が

組
織
す
る
自
衛
組
織
を
～
つ
一
つ
丁
寧
に
と
り
あ
げ
、
そ
の
組
織
、
成
員
、

資
金
、
背
景
を
丹
念
に
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
理
念
先
行
的
な
「
帝
国
主

義
」
や
「
近
代
化
」
、
「
愛
国
主
義
」
の
具
体
的
実
像
に
迫
り
、
そ
の
中
身
を

詳
細
に
検
討
し
た
。
同
じ
く
天
津
史
を
研
究
し
て
い
る
評
者
と
し
て
実
感
で

き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
史
料
面
か
ら
考
え
る
と
、
そ

れ
ほ
ど
容
易
な
、
芝
噌
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
評
者
が
か
つ
て
陳
克
論

文
を
翻
訳
す
る
過
程
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ウ
の
漢
口
研
究
に
匹
敵
す
る
天

津
都
市
社
会
論
を
企
図
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
成
功
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
比
べ
て
、
著
者
が
、
こ
れ
ま
で
…
起
し
た
テ
…
マ
を
抱
き
、
中
国
、

台
湾
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
海
外
で
の
研
究
活
動
の
成
果
を
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込

み
、
本
書
を
公
刊
し
た
こ
と
に
は
、
ま
こ
と
敬
服
す
る
ほ
か
は
な
い
。

　
各
章
は
、
す
べ
て
既
発
表
論
文
を
ベ
ー
ス
に
し
て
お
り
、
多
岐
に
わ
た
る

論
点
に
は
共
感
を
空
る
。
嚇
は
、
．
．
れ
ま
で
著
者
の
既
発
表
論
文
の
う

ち
数
編
を
論
評
し
て
き
た
の
で
、
最
後
に
以
下
3
点
に
限
り
言
及
し
て
お
き

た
い
。

　
①
書
名
「
天
津
の
近
代
」
に
つ
い
て
。
博
士
論
文
の
題
監
な
ら
ば
十
分
納

得
で
き
る
内
容
だ
が
、
著
者
が
清
末
の
都
市
社
会
の
変
容
過
程
を
丁
寧
に
追

え
ば
追
う
ほ
ど
、
こ
の
書
名
に
は
違
和
感
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
歴

史
書
を
販
売
す
る
う
え
で
、
や
む
を
え
な
い
出
版
社
側
の
意
向
が
あ
っ
た
と

は
い
え
、
清
末
を
語
る
こ
と
で
門
近
代
」
を
語
り
尽
く
せ
る
と
勘
違
い
さ
せ

る
よ
う
な
書
名
は
い
た
だ
け
な
い
。
著
者
自
身
が
「
五
関
運
動
の
と
き
に

（
中
略
）
、
治
安
維
持
の
必
要
と
愛
国
主
義
の
願
望
が
厳
し
く
衝
突
す
る
局
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評書

面
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
華
民
国
北
京
韻
図
時
期
の
都
市
が
抱

え
て
い
た
課
題
の
一
端
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
」
（
ヨ
五

五
頁
）
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
愛
国
主
義
と
治
安

維
持
と
の
相
克
、
「
申
国
人
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
過
程
の
葛

藤
、
戦
後
直
後
ま
で
残
存
す
る
租
界
を
含
む
都
市
管
理
の
矛
盾
、
都
市
の
繁

栄
と
民
衆
文
化
の
展
開
は
、
そ
の
後
の
歴
史
過
程
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
表

出
さ
れ
る
問
題
で
あ
り
、
清
末
に
自
己
完
結
し
た
問
題
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。　

②
「
政
治
文
化
」
あ
る
い
は
「
風
俗
」
に
つ
い
て
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
政

治
文
化
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
「
風
俗
」
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
本
書
の

キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
が
、
著
者
の
ま
な
ざ
し
が
都
市
下
層
民
に
向
け
ら
れ
て

い
る
が
ゆ
え
に
、
～
九
〇
〇
年
以
降
急
増
し
て
い
く
彼
ら
に
政
治
意
識
や
政

治
感
覚
、
政
治
活
動
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
、
疑
問
も
で
て
く
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
の
「
政
治
」
な
る
概
念
を
い
か
に
捉
え
る
か
と
い
う

定
義
の
問
題
に
か
か
わ
ろ
う
が
、
人
間
や
組
織
の
活
動
が
す
べ
て
政
治
的
で

あ
る
と
い
え
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
彼
ら
に
あ
る
種
の
政
治
性
を

見
出
す
ま
な
ざ
し
が
、
皮
肉
に
も
著
者
が
自
明
の
前
提
と
し
て
否
定
す
る

「
近
代
」
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
③
天
津
の
都
市
空
間
の
全
体
性
か
ら
。
本
書
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、

ほ
ぼ
天
津
の
芸
界
で
あ
り
、
本
書
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
が
、

霊
力
国
租
界
の
華
人
で
あ
れ
外
国
人
で
あ
れ
、
租
界
の
住
民
に
ど
の
よ
う
に

捉
え
ら
れ
、
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
書
及
が
乏
し
い
。
天
津
と

い
う
都
市
の
変
容
過
程
を
み
る
な
ら
ば
、
華
界
、
租
界
を
包
括
し
た
都
市
社

会
を
全
体
的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
っ
た
ろ
う
。
で
な
け
れ
ば
、
条
約
開
港

地
で
あ
り
潮
力
国
租
界
を
も
つ
天
津
の
都
市
社
会
を
特
徴
的
に
捉
え
ら
れ
る

の
か
疑
問
で
あ
る
。
天
津
が
租
界
の
設
置
を
契
機
と
し
て
拡
大
し
、
都
市
化

す
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
な
お
か
つ
博
士
論
文
の
原
題
に
「
中
国
近
代
都
市
形

成
史
論
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
租
界
に
つ
い
て

も
っ
と
書
及
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
巻
末
の
参
考
文
献
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な

い
が
、
著
者
、
評
者
を
含
め
て
共
同
で
執
筆
し
た
天
津
地
域
史
研
究
会
編

『
天
津
史
i
再
生
す
る
都
市
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
i
臨
（
東
方
書
店
、
一
九

九
九
年
）
で
は
、
著
者
自
身
が
租
界
に
関
す
る
章
を
担
当
し
た
が
、
こ
の
章

で
も
っ
て
天
津
の
租
界
史
研
究
が
十
分
だ
っ
た
と
は
も
ち
ろ
ん
考
え
て
い
な

い
だ
ろ
う
。
評
者
は
、
大
陸
な
ど
に
日
本
を
投
影
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
適
用
さ

せ
る
こ
と
で
都
市
社
会
を
描
こ
う
と
す
る
手
法
に
は
批
判
的
で
あ
る
が
、
同

時
に
中
国
史
研
究
者
が
華
界
だ
け
を
注
視
し
て
都
市
像
を
描
く
こ
と
に
も
問

題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
評
者
自
身
は
、
都
市
空
間
全
体
か

ら
都
市
社
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
解
読
す
る
手
法
こ
そ
、
束
ア
ジ
ア
の
初
期

講
堂
化
過
程
論
を
考
察
す
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
手
法
だ
と
考
え
て
い

る
。　

④
天
津
都
下
衙
門
の
統
治
の
評
価
に
つ
い
て
。
か
つ
て
評
者
は
、
著
者
か

ら
東
洋
文
庫
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
都
統
衙
門
文
書
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
天
津
の
華
界
の
都
市
化
に
お
い
て
、
こ
の
芸
評
衙

門
が
統
治
し
た
工
年
間
は
重
要
な
転
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
行
研
究
で
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
し
、
本
書
で
も
書
及
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
そ
の
実
態

を
全
颪
的
に
論
じ
た
も
の
は
な
い
。
過
大
な
要
求
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

本
書
は
や
は
り
都
俗
衙
門
の
都
市
管
理
に
つ
い
て
一
章
を
さ
く
べ
き
だ
っ
た

と
思
う
。
こ
の
二
年
間
こ
そ
が
、
清
末
天
津
の
「
風
俗
」
が
劇
的
に
転
換
す

る
契
機
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
な
お
さ
ら
そ
う
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

151 （753）



　
と
も
あ
れ
、
本
書
は
、
と
り
わ
け
後
学
の
若
い
研
究
者
に
中
国
近
代
史
研

究
の
課
題
や
手
法
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

著
者
が
、
古
巣
で
あ
る
東
京
大
学
に
戻
ら
れ
て
本
書
の
よ
う
な
都
市
史
研
究

の
成
果
を
刊
行
さ
れ
、
今
後
は
そ
の
ス
タ
ッ
フ
の
一
員
と
し
て
ど
の
よ
う
な

斬
新
な
成
果
を
生
み
出
す
か
を
楽
し
み
に
し
た
い
。
ま
た
、
著
者
が
今
後
、

後
進
の
研
究
者
に
発
揮
す
る
で
あ
ろ
う
教
育
手
腕
に
つ
い
て
も
心
よ
り
期
待

を
寄
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
は
な
は
だ
拙
い
書
評
で
あ
る
が
、
著
者
の
今
後
の
研
究
、
教
育
活

動
へ
の
エ
ー
ル
を
贈
る
意
味
で
論
評
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
評
者
の

理
解
の
及
ば
な
い
点
に
対
し
て
は
、
著
者
の
寛
容
な
心
で
も
っ
て
お
許
し
願

い
た
い
。
ま
た
、
本
書
を
手
掛
か
り
に
天
津
史
を
研
究
さ
れ
た
い
と
い
う
方

に
対
し
て
は
、
貴
志
俊
彦
・
劉
海
岩
・
張
利
民
編
『
天
津
史
文
献
目
録
匝

（
凶
具
別
輯
一
一
三
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
附
属
東
洋
学
文
献
セ
ン

タ
ー
、
　
一
九
九
八
年
三
月
）
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

①
拙
稿
「
中
国
城
市
史
研
究
的
課
題
及
其
実
求
的
理
論
結
構
権
謀
」
Q
中
央
研
究

　
院
近
代
史
研
究
所
通
長
齢
第
三
〇
期
、
台
北
N
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
二

　
〇
〇
〇
年
九
月
、
七
三
～
八
九
頁
）
。

②
拙
訳
門
陳
克
響
九
世
紀
末
、
天
津
民
間
組
織
と
都
市
行
政
管
理
シ
ス
テ
ム
㎞
」

　
（
『
立
命
館
法
学
』
第
二
～
○
号
、
～
九
九
〇
年
二
月
、
～
七
九
～
二
｝
○
頁
）
。

③
注
①
の
ほ
か
、
拙
稿
コ
九
九
七
年
の
歴
史
学
界
－
回
顧
と
展
望
1
（
中

　
国
／
近
代
）
」
（
噸
史
学
雑
誌
輪
第
一
〇
七
編
第
五
号
、
山
川
出
版
社
、
　
九
九
八

　
年
五
月
、
二
五
二
～
二
五
九
頁
）
、
同
「
中
国
都
市
社
会
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
モ
デ
ル

　
構
築
に
む
け
て
1
近
年
の
B
本
に
お
け
る
都
市
史
研
究
か
ら
の
考
察
1
」

　
（
『
比
較
日
本
文
化
研
究
臨
第
五
号
、
待
兼
山
比
較
日
本
文
化
研
究
会
、
一
九
九

　
八
年
ご
一
月
、
六
五
～
八
七
頁
）
。

④
　
拙
稿
「
近
代
天
津
の
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
（
西
村
成
雄

　
編
『
現
代
中
国
の
構
造
変
動
第
三
巻
“
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ー
歴
史
か
ら
の
接

　
近
－
臨
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
、
一
七
五
～
二
〇
〇
頁
）
。

　
（
A
5
版
四
二
九
頁
二
〇
〇
二
年
二
月
　
名
古
屋
大
学
出
版
会
　
六
五
〇
〇
円
）

（
島
根
県
立
大
学
総
合
政
策
学
部
助
教
授

）
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