
宮
古
�
�

著

淸
末
政
治
�
の
再
�
成

︱
︱
日
淸
戰
爭
か
ら
戊
戌
政
變
ま
で
︱
︱

大

�

慶

之

一

戊
戌
變
法
や
政
變
に
つ
い
て
は
︑
同
時
代
	
な
關
心
に
は
じ
ま
り
︑
今
日
に
至
る
ま
で
樣
々
な
硏
究
が
存
在
す
る
︒
し
か
し
當
該
時
�
の
�

體
宴
は
︑
必
ず
し
も
十
分
に
解

さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒
そ
の
背
景
の
一
つ
に
は
︑
�
�
な
分
析
對
象
と
な
っ
て
き
た
�
料
が
政
變
の

﹁
敗
者
﹂
の
手
に
よ
る
た
め(1

)
︑
一
定
の
バ
イ
ア
ス
か
ら
�
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
加
え
て
︑
當
事
者
で
あ
る
�
同
龢
の
日
記

に
も
改
竄
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど(2

)
︑
狀
況
は
困
難
を
極
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
そ
の
よ
う
な
分
野
に
挑
む
硏
究
書
が
上
梓
さ
れ
た
︒
著
者
の
宮

古
�
�
氏
は
︑
埼
玉
大
學
敎
養
學
部
卒
業
後
︑
民
閒
企
業
勤
務
を
經
て
︑
上
智
大
學
大
學
院
�
學
硏
究
科
で
�
士

(
�
學
)
を
取
得
す
る
と
い

う
衣
色
の
經
歷
を
持
つ
︒
ま
た
在
學
時
に
は
︑
第
一
違
の
も
と
に
な
っ
た
論
考
で
︑
第
四
囘
石
橋
湛
山
怨
人
賞
を
�
賞
し
て
い
る(3

)
︒
本
書
は
︑

著
者
が
二
〇
一
四
年
に
提
出
し
た
�
士
論
�
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒

淸
末
の
政
治
�
硏
究
は
︑
ア
ヘ
ン
戰
爭
以
影
︑
日
淸
戰
爭
や
義
和
團
事
件
と
い
っ
た
重
�
な
出
來
事
に
關
心
が
集
ま
る
傾
向
に
あ
っ
た
︒
こ

れ
に
鑑
み
著
者
は
︑
序
違
に
て
戊
戌
變
法
か
ら
淸
末
怨
政

(光
緖
怨
政
)
︑
さ
ら
に
辛
亥
革
命
へ
と
至
る
�
筋
を
示
す
政
治
�
硏
究
が
な
い
と
︑
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自
身
の
問
題
 
識
を
披
瀝
す
る
︒
特
に
日
本
で
は
︑
思
想
�
を
中
心
に
成
果
が
蓄
積
さ
れ
る
一
方
で(4

)
︑
そ
れ
ら
が
政
治
�
硏
究
に
活
か
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
と
営
べ
る
︒
そ
の
た
め
各
々
の
改
革
に
お
け
る
政
策
の
實
行
が
︑
淸
!
政
府
の
權
力
�
"
に
#
ぼ
し
た
影
$
や
︑
革
命
へ
と
至
る

經
%
を

瞭
に
說

で
き
て
い
な
い
と
す
る
︒
そ
し
て
'
な
る
問
題
點
と
し
て
︑
政
策
を
檢
討
す
る
に
あ
た
り
思
想
に
焦
點
が
あ
て
ら
れ
︑
背

後
に
あ
る
政
治
	
目
	
を
見
%
ご
し
て
き
た
と
指
摘
す
る
︒
加
え
て
︑
思
想
面
か
ら
制
度
改
革
を
見
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
を
揭
げ
た
人
物
に

よ
る
︑
自
身
の
權
力
保
持
や
增
大
を
目
	
と
す
る
政
治
面
を
看
%
し
て
は
な
ら
な
い
と
�
張
す
る
︒

以
上
の
問
題
點
を
克
*
す
る
べ
く
︑
著
者
は
政
治
�
硏
究
の
立
場
か
ら
︑
變
法
+
動
が
戊
戌
政
變
に
よ
り
潰
え
る
こ
と
に
な
っ
た
政
治
%
,

を
︑
思
想
分
析
に
加
え
政
治
權
力
を
め
ぐ
る
對
立
と
い
う
觀
點
か
ら
描
き
出
す
と
い
う
課
題
を
設
定
す
る
︒
そ
し
て
︑
日
淸
戰
爭
か
ら
戊
戌
政

變
に
至
る
時
�
の
︑
淸
末
政
治
�
の
再
�
成
を
試
み
る
︒
以
下
︑
そ
の
內
容
を
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒

二

本
書
は
︑
序
違
・
.
違
を
含
め
�
七
違
か
ら
な
る
︒
そ
の
�
成
を
示
す
と
︑
'
の
よ
う
に
な
る
︒

序
違

第
一
違

日
淸
戰
爭
以
後
の
淸
!
對
外
聯
携
策
の
變
轉
%
,

第
二
違

外
國
人
接
見
時
の
儀
禮
變
/
と
�
同
龢
の
免
職
歸
1
事
件

第
三
違

戊
戌
政
變
の
契
機

︱
︱
懋
勤
殿
開
設
案
と
外
國
人
招
聘
策
︱
︱

第
四
違

補
論

︱
︱
戊
戌
政
變
3
夜
の
外
國
人
招
聘
策
と
﹁
合
邦
﹂
策
︱
︱

第
五
違

張
之
洞
と
戊
戌
變
法

︱
︱
『勸
學
5
﹄
に
お
け
る
民
權
批
6
と
淸
末
怨
政
の
�
想
︱
︱

.
違

第
一
違
は
︑
日
淸
戰
爭
以
影
の
外
7
政
策
を
め
ぐ
る
對
立
に
着
目
し
︑
戊
戌
政
變
へ
の
�
筋
を

ら
か
に
す
る
︒
先
行
硏
究
で
は
︑
こ
の
時
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�
に
つ
い
て
︽
守
舊
8=

聯
露
策
︾
對
︽
變
法
8=

親
英
日
策
︾
と
說

さ
れ
︑
そ
れ
が
變
法
を
め
ぐ
る
對
立
の
�
圖
に
も
置
き
奄
え
ら
れ
て

い
る
の
が
一
般
	
で
あ
る
︒
し
か
し
著
者
は
︑
從
來
の
解
釋
に
疑
問
を
9
し
︑
兩
8
の
對
立
は
�
料
	
裏
づ
け
を
缺
い
て
い
る
と
す
る
︒
そ
し

て
日
淸
戰
爭
開
戰
3
後
か
ら
戊
戌
政
變
3
夜
ま
で
の
外
7
政
策
の
變
:
を
︑
そ
の
爭
點
に
留
 
し
つ
つ
丁
寧
に
跡
づ
け
る
︒
ま
ず
︑
日
淸
<
和

時
�
ま
で
の
!
廷
で
は
︑
<
和
の
可
否
や
そ
こ
へ
と
至
る
手
法
の
=
い
に
か
か
わ
ら
ず
︑
大
勢
は
對
外
聯
携
︑
特
に
聯
露
策
の
重
視
で
あ
っ
た
︒

一
方
で
︑
�
同
龢
ら
�
戰
8
は
そ
れ
に
否
定
	
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
李
鴻
違
が
北
京
に
來
て
領
土
割
讓
の
可
否
が
俎
上
に
載
る
な
か
で
︑
�
同

龢
も
列
强
の
干
涉
を
利
用
し
て
割
讓
囘
B
に
C
み
を
か
け
る
方
向
に
態
度
を
變
:
さ
せ
︑
結
果
と
し
て
對
外
聯
携
策
が
!
廷
內
の
政
策
合
 
に

基
づ
く
對
外
政
策
に
な
っ
て
い
く
と
す
る
︒

三
國
干
涉
の
後
︑
ロ
シ
ア
と
の
聯
携
は
D
ば
國
策
と
な
り
︑
一
八
九
六
年
の
露
淸
密
E
閲
結
に
至
る
︒
そ
し
て
�
同
龢
が
そ
れ
を
積
極
	
に

推
F
し
た
こ
と
か
ら
︑
聯
露
策
は
守
舊
8
の
み
が
標
榜
し
た
の
で
は
な
い
と
す
る
︒
聯
露
策
は
︑
G
年
に
お
こ
っ
た
ド
イ
ツ
の
膠
州
灣
占
領
お

よ
び
ロ
シ
ア
の
旅
順
・
大
連
租
借
�
求
に
よ
っ
て
破
綻
す
る
︒
そ
こ
で
の
對
外
政
策
の
論
點
は
︑
李
鴻
違
ら
の
�
張
す
る
聯
露
策
と
︑
�
同
龢

ら
が
F
め
る
對
獨
7
涉
に
よ
る
解
決
で
あ
っ
た
︒
他
方
︑
こ
の
時
�
に
康
I
爲
を
中
心
と
し
た
變
法
8
が
︑
イ
ギ
リ
ス
・
日
本
と
聯
携
し
て
狀

況
の
打
開
を
圖
る
案
を
唱
え
る
よ
う
に
な
る
︒
し
か
し
!
廷
で
は
︑
す
で
に
他
國
の
干
涉
を
賴
り
に
外
壓
に
抵
抗
す
る
や
り
方
に
見
切
り
を
つ

け
︑
中
國
に
お
け
る
列
强
の
均
衡
を
保
ち
︑
戰
爭
を
囘
B
す
る
考
え
が
�
液
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
の
對
外
政
策
を
め
ぐ
る
淸
!
政
府
と
變
法
8

の
相
=
を
︑
筆
者
は
K
說
と
は
衣
な
り
︑︽
對
外
聯
携
懷
疑
8
︾
對
︽
對
外
聯
携
8
︾
と
結
論
づ
け
る
︒
加
え
て
從
來
の
見
解
に
あ
る
よ
う
な
︑

聯
露
策
と
聯
英
日
策
が
爭
點
と
な
る
局
面
は
︑
一
貫
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
と
�
張
す
る
︒

第
二
違
は
︑
�
同
龢
が
免
職
歸
1
に
至
っ
た
�
因
を
論
じ
る
︒
�
同
龢
を
實
質
	
に
罷
免
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
︑
西
太
后
と
す
る
說
と
光

緖
L
と
す
る
說
の
二
つ
が
存
在
す
る
︒
著
者
は
議
論
を
始
め
る
に
あ
た
り
︑
後
者
の
立
場
を
取
る
こ
と
を

示
す
る
と
同
時
に
︑
光
緖
L
が
罷

免
を
斷
行
し
た
理
由
は
︑
外
國
人
接
見
時
の
儀
禮
變
/
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
對
立
に
あ
る
と
唱
え
る
︒
そ
し
て
︑
光
緖
L
が
儀
禮
を
變
/

し
よ
う
と
し
た
理
由
と
︑
�
同
龢
が
そ
れ
に
强
硬
に
反
對
し
た
理
由
を

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
	
と
し
て
揭
げ
る
︒
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3
者
を
M
う
第
一
N
で
は
︑
�
初
に
淸
末
に
お
け
る
皇
L
の
外
國
人
接
見
に
つ
い
て
槪
觀
す
る
︒
そ
こ
で
は
︑
同
治
L
の
親
政
時
に
實
現
し

た
公
P
接
見
が
︑
光
緖
L
が
幼
少
で
卽
位
し
た
の
に
R
い
總
理
衙
門
大
臣
に
よ
る
會
見
と
な
っ
て
い
た
こ
と
︑
そ
れ
が
光
緖
L
親
政
に
よ
り
復

活
し
た
こ
と
が
整
理
さ
れ
る
︒
'
に
︑
一
八
九
七
年
の
儀
禮
變
/
拒
否
か
ら
G
年
の
容
S
に
轉
じ
る
ま
で
の
經
雲
を
︑
特
に
接
見
場
T
お
よ
び

儀
禮
の
方
法
を
中
心
に
說

す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
光
緖
L
に
よ
る
變
/
斷
行
は
︑
ド
イ
ツ
に
よ
る
膠
州
灣
事
件
︑
ロ
シ
ア
の
旅
順
・
大
連
租

借
�
求
と
い
っ
た
對
外
危
機
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
外
7
上
の
理
由
で
實
施
さ
れ
た
と
す
る
︒
ま
た
同
時
に
︑
日
淸
戰
爭
で
の
<
和
を
摸
索
し

て
各
國
に
仲
介
を
�
U
し
た
際
に
︑
V
に
公
P
接
見
儀
禮
に
關
す
る
讓
步
を
求
め
ら
れ
X
協
し
た
先
例
と
の
共
K
性
を
指
摘
す
る
︒

第
二
・
三
N
で
は
︑
�
同
龢
側
の
議
論
が
な
さ
れ
る
︒
彼
の
罷
免
に
關
し
て
は
︑
當
時
か
ら
樣
々
な
理
由
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で

著
者
は
︑
特
に
張
蔭
桓
が
Y
淸
日
本
公
P
矢
野
�
雄
に
語
っ
た
內
容
と
さ
れ
る
日
本
側
の
記
錄
を
足
が
か
り
に
︑
大
き
く
二
つ
の
�
因
が
あ
っ

た
と
ま
と
め
る
︒
第
一
は
︑
變
法
を
め
ぐ
る
光
緖
L
と
�
同
龢
の
 
見
相
=
︑
第
二
は
︑
外
國
人
接
見
の
儀
禮
變
/
を
め
ぐ
る
兩
者
の
衝
突
で

あ
る
︒
そ
し
て
︑
�
同
龢
が
儀
禮
變
/
に
頑
な
な
ま
で
に
反
對
し
た
原
因
と
し
て
は
︑
膠
州
灣
事
件
に
お
け
る
對
獨
7
涉
で
\
弄
さ
れ
︑
そ
れ

が
も
と
で
耐
え
難
い
批
6
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
�
け
た
屈
辱
が
大
き
か
っ
た
と
す
る
︒

第
三
違
は
︑
西
太
后
が
戊
戌
政
變
を
決
斷
し
た
契
機
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
こ
こ
で
も
著
者
は
︑
西
太
后
が
外
國
人
招
聘
策
︑
な
か
で
も
懋

勤
殿
を
開
設
し
外
國
人
の
]
問
官
を
招
聘
す
る
案
に
警
戒
感
を
持
っ
た
こ
と
が
︑
政
變
斷
行
の
き
っ
か
け
で
あ
る
と
の
自
ら
の
立
場
を
表

し

た
う
え
で
論
を
F
め
る
︒
ま
ず
�
初
に
︑
西
太
后
が
變
法
を
阻
^
す
る
た
め
に
�
同
龢
を
罷
免
し
た
と
す
る
K
說
に
對
し
︑
彼
女
は
變
法
に
.

始
反
對
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
か
つ
�
同
龢
と
の
關
係
惡
:
も
確
S
さ
れ
な
い
と
し
て
疑
問
を
9
す
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
以
外
の
理
由
で
西

太
后
が
�
同
龢
を
罷
免
し
た
と
す
る
說
に
も
︑
人
事
を
め
ぐ
る
一
聯
の
上
諭
は
政
治
權
力
變
動
の
觀
點
か
ら
︑
變
法
の
推
F
で
は
な
く
︑
光
緖

L
が
自
ら
の
敎
育
係
で
あ
っ
た
�
同
龢
を
罷
免
し
た
こ
と
に
對
す
る
彼
女
の
危
機
 
識
か
ら
生
じ
た
と
�
張
す
る
︒

'
に
︑
當
時
の
政
策
決
定
に
お
け
る
西
太
后
と
光
緖
L
の
關
係
を
︑
變
法
の
推
F
狀
況
と
あ
わ
せ
︑
先
行
硏
究
を
も
と
に
整
理
す
る
︒
そ
こ

で
著
者
は
︑
上
諭
な
ど
を
出
す
に
あ
た
り
︑﹁
光
緖
L
が
︑
政
治
決
定
を
下
し
︑
西
太
后
が
︑
そ
れ
を
點
檢
し
︑
承
S
し
て
﹂
お
り
︑﹁﹁
政
治
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決
定
權
﹂
は
光
緖
L
に
あ
っ
た
﹂
が
︑
西
太
后
の
 
向
を
無
視
で
き
ず
︑﹁
�
.
	
な
﹁
政
治
決
定
權
﹂
は
︑
西
太
后
に
あ
っ
た
﹂
と
す
る
︒

そ
し
て
西
太
后
か
ら
︑
懋
勤
殿
開
設
に
つ
い
て
苦
言
を
9
さ
れ
た
光
緖
L
が
出
し
た
﹁
衣
帶
の
密
詔
﹂
の
紹
介
を
皮
切
り
に
︑
自
說
を
展
開
し

て
い
く
︒
そ
こ
で
は
懋
勤
殿
の
開
設
は
︑
か
つ
て
提
唱
さ
れ
た
制
度
局
の
代
案
で
あ
っ
た
こ
と
︑
そ
の
=
い
は
外
國
人
の
招
聘
︑
と
り
わ
け
彼

ら
に
政
治
	
助
言
を
す
る
以
上
の
役
割
を
付
與
す
る
點
に
あ
っ
た
こ
と
︑
西
太
后
は
制
度
局
の
開
設
に
は
贊
同
し
た
が
︑
懋
勤
殿
に
つ
い
て
は

反
對
し
た
こ
と
な
ど
が
営
べ
ら
れ
る
︒
一
方
︑
円
議
に
見
ら
れ
る
招
聘
さ
れ
る
外
國
人
と
は
︑﹁
權
限
を
持
つ
光
緖
L
の
側
`
﹂︑﹁
]
問
官
﹂

で
あ
り
︑
與
え
ら
れ
る
權
限
の
內
容
は
︑﹁
光
緖
L
の
政
治
決
定
に
關
與
す
る
權
限
で
あ
っ
た
﹂
と
�
張
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
西
太
后
が
懋

勤
殿
開
設
案
に
强
く
反
對
し
た
�
因
を
︑
自
ら
の
﹁
政
治
決
定
權
﹂
と
も
關
わ
る
政
策
決
定
%
,
へ
の
外
國
人
の
參
與
に
求
め
る
︒

�
後
に
︑
そ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
つ
つ
︑
外
國
人
]
問
官
招
聘
へ
の
反
對
︑
光
緖
L
の
獨
斷
專
行
を
防
ぐ
た
め
に
西
太
后
が
頤
和
園
か

ら
紫
禁
城
西
側
の
西
苑
へ
移
動
し
た
こ
と
︑
訓
政
の
再
開
と
い
う
推
移
の
中
で
︑
政
變
斷
行
に
至
る
ま
で
の
經
雲
を
跡
づ
け
て
い
く
︒
そ
し
て

訓
政
再
開
の
6
斷
は
︑
西
太
后
が
外
國
人
招
聘
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
に
b
因
し
︑
そ
れ
が
變
法
8
の
�
待
す
る
伊
c
�
�
の
招
聘
や
日
英
米

と
の
聯
携
と
も
相
俟
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
結
論
づ
け
る

第
四
違
は
補
論
と
し
て
︑
戊
戌
政
變
の
�
と
な
っ
た
外
國
人
招
聘
策
と
﹁
合
邦
﹂
策
に
つ
い
て
︑
さ
ら
な
る
考
察
を
加
え
る
︒
そ
こ
で
の
焦

點
は
︑
懋
勤
殿
に
﹁
光
緖
L
の
政
治
決
定
に
關
與
す
る
側
`
﹂
を
d
え
る
案
は
︑
か
ね
て
よ
り
テ
ィ
モ
シ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
が
提
案
し
て
い
た

外
國
人
招
聘
に
基
づ
く
の
か
否
か
︑
ま
た
康
I
爲
の
﹁
合
邦
﹂
の
語
に
對
す
る
理
解
は
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
︑
の
二
點
で
あ
る
︒

第
一
N
で
は
︑
リ
チ
ャ
ー
ド
の
外
國
人
招
聘
策
が
檢
討
さ
れ
る
︒
リ
チ
ャ
ー
ド
は
自
ら
が
康
I
爲
か
ら
�
U
さ
れ
た
懋
勤
殿
の
﹁
]
問
大

臣
｣=

｢
]
問
官
﹂
を
︑
囘
想
錄
に
て
﹁
a
d
v
ise
r﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒﹁
a
d
v
ise
r﹂
の
役
割
に
つ
い
て
は
︑﹁
光
緖
L
の
政
治
決
定
に
關
與
す

る
﹂
こ
と
と
﹁
助
言
者
﹂
,
度
の
も
の
の
二
つ
が
想
定
さ
れ
る
︒
こ
れ
を
著
者
は
︑
リ
チ
ャ
ー
ド
の
囘
想
錄
に
出
て
く
る
用
法
を
分
析
し
︑
彼

の
S
識
は
少
な
く
と
も
3
者
で
は
な
い
と
�
張
す
る
︒
ま
た
彼
の
外
國
人
招
聘
案
も
︑
そ
れ
ま
で
の
提
案
內
容
か
ら
﹁
政
治
決
定
に
關
與
す
る

側
`
﹂
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
點
か
ら
著
者
は
︑
政
變
の
契
機
と
な
っ
た
伊
c
�
�
の
招
聘
は
︑
第
三
違
の
結
論
と
合
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わ
せ
て
︑
リ
チ
ャ
ー
ド
の
円
議
を
も
と
に
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
ゆ
え
に
リ
チ
ャ
ー
ド
が
﹁
合
邦
﹂
の
陰
謀
を
實
現
す
べ
く
外
國
人
の
招
聘
を

康
I
爲
ら
に
促
し
た
と
い
う
說
は
成
立
し
な
い
と
す
る
︒

第
二
N
で
は
︑
康
I
爲
の
用
い
る
﹁
合
邦
﹂
策
と
は
何
か
が
考
察
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
ま
ず
︑
康
I
爲
は
﹁
聯
結
﹂﹁
聯
合
﹂﹁
聯
邦
﹂﹁
合

邦
﹂
の
 
味
を
區
別
せ
ず
に
P
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
彼
の
言
う
﹁
合
邦
﹂
策
と
は
國
家
の
合
n
を
企
圖
し
た
も
の
で

は
な
い
と
す
る
︒
ま
た
︑
淸
と
英
米
日
の
四
國
合
同
で
の
政
策
決
定
機
�
に
類
す
る
も
の
を
設
け
る
提
案
は
︑
リ
チ
ャ
ー
ド
の
外
國
人
招
聘
案

そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
康
I
爲
に
よ
る
擴
大
解
釋
か
ら
出
て
き
た
も
の
と
す
る
︒
そ
し
て
そ
の
 
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑
緊
密
な
聯
携
を
稱
し
た

表
現
︑
も
し
く
は
そ
の
誇
張
で
あ
っ
て
︑
決
し
て
單
一
�
權
下
で
の
國
家
形
成
や
國
家
の
合
n
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
る
︒

第
五
違
は
︑
張
之
洞
と
戊
戌
變
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
變
法
に
は
︑
地
方
大
官
が
非
協
力
	
で
あ
っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
︑
開

始
當
初
か
ら
�
員
が
そ
う
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
湖
廣
總
督
の
張
之
洞
は
﹃
時
務
報
﹄
を
は
じ
め
︑
變
法
を
宣
傳
す
る
報
刊
を
荏

持
し
て
い
た
︒
一
方
で
︑
の
ち
に
張
之
洞
が
變
法
8
と
民
權
を
め
ぐ
っ
て
對
立
し
︑
そ
の
民
權
論
を
批
6
す
る
必
�
に
p
ら
れ
た
理
由
は
未
解


の
ま
ま
で
あ
る
︒
こ
の
原
因
に
つ
い
て
著
者
は
︑
從
來
の
硏
究
が
﹃
勸
學
5
﹄
で
の
�
張
を
思
想
�
	
に
分
析
し
て
き
た
點
に
あ
る
と
し
︑

﹁
政
治
家
﹂
と
し
て
の
張
之
洞
宴
を
見
て
い
く
重
�
性
を
唱
え
る
︒
そ
し
て
民
權
論
と
康
I
爲
ら
の
改
革
�
想
が
︑
張
之
洞
の
政
治
權
力
と
ど

の
よ
う
に
對
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
 
識
の
も
と
︑
大
き
く
三
つ
の
テ
ー
マ
を
揭
げ
具
體
	
に
論
じ
て
い
く
︒

第
一
の
︑
張
之
洞
が
民
權
批
6
を
行
っ
た
眞
 
︑
な
ら
び
に
第
二
の
張
之
洞
が
反
變
法
8
へ
と
轉
向
し
た
理
由
で
あ
る
が
︑
兩
者
は
關
係
が

深
い
こ
と
も
あ
り
︑
內
容
を
補
完
さ
せ
な
が
ら
言
#
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
先
行
硏
究
が
積
み
上
げ
て
き
た
﹃
勸
學
5
﹄
に
お
け
る
民
權
批
6

に
關
す
る
論
點
を
整
理
し
た
う
え
で
︑﹃
時
務
報
﹄
へ
の
干
涉
を
は
じ
め
と
す
る
當
時
の
動
向
を
檢
討
す
る
︒
ま
ず
﹃
勸
學
5
﹄
の
論
理
展
開

を
見
る
限
り
で
は
︑
張
之
洞
の
民
權
に
つ
い
て
の
考
え
方
と
﹃
時
務
報
﹄
の
論
說
は
同
內
容
で
あ
り
︑
彼
の
批
6
對
象
は
同
誌
に
よ
る
民
權
の

�
張
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
�
料
か
ら
確
S
で
き
る
張
之
洞
に
よ
る
﹃
時
務
報
﹄
へ
の
干
涉
は
︑
淸
!
官
僚
の
腐
敗
と
無
能
を
痛

烈
に
批
6
し
た
梁
q
超
の
�
違
が
揭
載
さ
れ
た
號
の
發
r
禁
止
を
命
じ
た
一
件
の
み
で
あ
る
︒
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他
方
︑﹃
湘
學
報
﹄
と
﹃
湘
報
﹄
に
は
︑
民
權
批
6
の
矛
先
が
向
け
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
張
之
洞
が
﹃
勸
學
5
﹄
を
公
に
し
た
契
機
は
︑
兩

誌
に
揭
載
さ
れ
た
論
說
︑
と
り
わ
け
易
鼐
﹁
中
國
宜
以
t
爲
强
說
﹂
が
皇
L
の
命
令
を
傳
u
す
る
經
路
か
ら
地
方
官
を
除
く
と
い
う
內
容
を
含

む
點
を
問
題
視
し
た
こ
と
に
求
め
る
べ
き
と
す
る
︒
そ
の
背
景
に
は
︑
守
舊
8
か
ら
の
激
し
い
反
撥
を
招
く
可
能
性
を
考
慮
し
︑
v
F
:
す
る

民
權
論
の
議
論
を
︑﹃
時
務
報
﹄
誌
上
で
の
そ
れ
へ
と
軌
�
修
正
す
る
目
	
が
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
か
ら
︑
著
者
は
張
之
洞
の
民
權
批
6
の
眞
 

お
よ
び
反
變
法
8
へ
の
轉
向
の
理
由
は
︑﹁
上
u
下
令
制
度
﹂
か
ら
地
方
官
を
排
除
す
る
論
w
へ
の
反
�
に
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
︒
そ
れ
は
︑

一
九
〇
一
年
の
江
楚
會
奏
で
も
同
樣
で
︑
民
 
が
!
廷
の
上
層
部
ま
で
屆
か
ず
︑
上
下
が
y
絕
す
る
現
狀
に
危
機
感
を
{
き
つ
つ
も
︑
上
奏
制

度
の
改
革
を
提
唱
す
る
な
ど
︑
地
方
官
を
排
除
し
な
い
是
正
策
を
提
示
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
︒

第
三
は
︑
戊
戌
變
法
が
地
方
大
官
を
卷
き
|
ん
だ
改
革
と
な
り
得
な
か
っ
た
原
因
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
康
I
爲
の
地
方
行
政
�
想
に
つ
い

て
檢
討
さ
れ
る
︒
彼
の
手
に
よ
る
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
第
六
上
書
﹂
は
︑
易
鼐
の
說
と
同
じ
方
向
性
を
持
っ
て
い
た
︒
そ
れ
は
中
央
か
ら
怨
た
に
人

材
を
8
}
し
︑
地
方
行
政
を
監
督
さ
せ
る
と
い
う
︑
中
央
集
權
	
な
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
康
I
爲
の
�
想
は
︑
元
來
そ
う
だ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
︒
彼
は
光
緖
L
の
召
見
が
か
な
い
︑
自
ら
の
中
央
政
界
F
出
を
確
信
す
る
に
お
よ
び
︑
議
政
機
關
公
~
の
�
張
を
や
め
る
な
ど
變
N
し
て

い
っ
た
︒
そ
し
て
︑
變
法
8
の
�
張
そ
の
も
の
も
︑
地
方
�
體
よ
り
︑
中
央
か
ら
の
一
方
	
な
政
策
の
布
吿
に
基
づ
く
も
の
へ
と
變
:
し
て

い
っ
た
︒
著
者
は
︑
こ
こ
に
變
法
+
動
か
ら
當
初
の
荏
持
者
が
離
反
し
︑
停
滯
し
て
い
く
�
因
が
顯
著
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘

す
る
︒

三

本
書
の
淸
末
政
治
�
硏
究
に
お
け
る
�
大
の
 
義
は
︑
日
淸
戰
爭
か
ら
戊
戌
政
變
ま
で
の
推
移
を
︑
一
つ
の
大
き
な
政
治
	
液
れ
と
し
て
描

出
し
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
︒
從
來
の
硏
究
は
︑
戊
戌
政
變
を
變
法
の
歸
結
と
捉
え
︑
兩
者
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
比
�
	
短
い
ス
パ
ン
の
中

で
︑
精
緻
な
分
析
を
積
み
重
ね
る
と
い
う
手
法
を
取
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
同
樣
の
傾
向
は
日
淸
戰
爭
に
も
見
ら
れ
︑
各
々
が
獨
立
し
た
テ
ー
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マ
と
し
て
重
厚
な
成
果
を
蓄
積
し
て
き
た
︒
一
方
で
︑
そ
の
閒
の
時
�
を
對
象
と
す
る
政
治
�
分
野
の
硏
究
は
相
對
	
に
少
な
く
︑
各
テ
ー
マ

同
士
の
關
係
に
留
 
し
つ
つ
體
系
	
に
考
察
す
る
と
い
う
課
題
が
殘
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
狀
況
下
で
︑
日
淸
戰
爭
の
戰
中
・
戰
後
の
<

和
を
め
ぐ
る
動
き
か
ら
說
き
b
こ
し
︑
そ
れ
が
如
何
な
る
推
移
を
經
て
變
法
︑
さ
ら
に
は
政
變
へ
と
繫
が
っ
て
い
っ
た
の
か
を
︑
複
數
の
論
考

を
K
じ
て
提
示
し
た
こ
と
は
重
�
な
成
果
と
言
え
よ
う
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑
以
下
で
は
特
に
三
點
に
し
ぼ
っ
て
︑
詳
し
く
営
べ
る
こ

と
に
し
た
い
︒

一
點
目
は
︑
日
淸
<
和
か
ら
戊
戌
政
變
に
至
る
ま
で
の
!
廷
內
の
動
き
を
︑
實
證
	
に

ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
外
政
が
內

政
に
#
ぼ
し
た
影
$
と
い
う
觀
點
か
ら
考
察
し
た
第
一
違
は
︑
本
書
の
白
眉
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う(5

)
︒
先
行
硏
究
で
は
︑
當
時
の
外
7
政
策
を

め
ぐ
る
對
立
を
論
じ
る
に
あ
た
り
︑
聯
露
策=

西
太
后
ら
守
舊
8
と
聯
英
日
策=

康
I
爲
ら
變
法
8
が
對
立
し
て
い
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
語

ら
れ
て
い
る
︒
時
に
は
︑
そ
れ
が
變
法
を
め
ぐ
る
對
立
の
分
析
に
�
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
し
か
し
著
者
は
︑
實
際
に
は
そ
の
よ
う
な
局
面

は
存
在
せ
ず
︑
淸
!
政
府
內
の
基
本
	
な
�
圖
は
︑
對
外
聯
携
8
と
對
外
聯
携
懷
疑
8
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
解

す
る
︒
加
え
て
︑
上
記
の

K
說
が
出
來
上
が
っ
た
�
因
と
し
て
︑
政
變
後
に
梁
q
超
ら
が
︑
西
太
后
を
中
心
と
す
る
政
府
の
背
後
に
ロ
シ
ア
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
で
︑

對
抗
す
る
日
本
や
イ
ギ
リ
ス
か
ら
�
助
を
引
き
出
そ
う
と
考
え
た
こ
と
が
影
$
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
自
說
を
展
開
す
る

(
本
書
六

～
七
頁
／
三
一
頁
︑
9
一
一
)
︒
�
料
に
關
し
て
は
︑
そ
の
記
営
に
一
定
,
度
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
こ
と
は
B
け
ら
れ
な
い
︒
ゆ
え
に
硏
究
に

あ
た
っ
て
は
︑
著
者
の
よ
う
に
バ
イ
ア
ス
を
考
慮
し
つ
つ
�
料
と
向
き
合
う
こ
と
が
肝
�
に
な
っ
て
く
る
︒
基
本
に
忠
實
な
�
勢
で
︑
怨
た
な

歷
�
宴
を
描
き
出
し
た
 
義
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
︒

二
點
目
は
︑
變
法
を
個
々
の
提
案
の
內
容
面
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
が
唱
え
ら
れ
た
政
治
	
思
惑
か
ら
檢
討
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
政
治
�
硏
究
︑

特
に
政
策
決
定
を
對
象
と
す
る
場
合
は
︑
お
お
む
ね
政
策
の
立
案
・
決
定
・
實
施
と
い
う
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
考
え
る
必
�
が
あ
る
︒
著
者

が
指
摘
す
る
ご
と
く
︑
本
書
が
M
う
分
野
に
お
い
て
思
想
�
硏
究
が
豐
富
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
從
來
は
立
案
の
段
階
に
關
心
が
集
ま
っ
て

い
た
こ
と
を
 
味
す
る
︒
こ
れ
に
對
し
本
書
は
︑
政
治
	
思
惑
か
ら
の
分
析
に
重
き
を
置
き
︑
提
唱
者
が
決
定
後
に
ど
の
よ
う
な
狀
況
を
現
出
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さ
せ
た
い
と
目
論
ん
で
い
た
か
に
�
目
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
單
純
に
立
案
を
檢
討
す
る
だ
け
で
な
く
︑
假
定
の
話
と
は
言
え
︑
實
施
の
段
階

も
視
野
に
入
れ
た
考
察
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
著
者
が
目
指
す
思
想
�
硏
究
を
踏
ま
え
た
政
治
�
硏
究
は
︑
こ
の
よ
う
な
手
法
に

表
れ
て
い
る
と
同
時
に
︑
一
定
の
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
と
�
價
で
き
る
だ
ろ
う
︒

三
點
目
と
し
て
︑
上
記
の
手
法
を
用
い
た
檢
討
に
よ
る
︑
も
う
一
つ
の
成
果
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
戊
戌
變
法
が
失
敗
し
た
原
因
を
︑
康
I
爲

の
思
想
の
變
轉
と
絡
め
て
說

し
た
こ
と
で
あ
る
︒
變
法
失
敗
の
背
景
の
一
つ
に
地
方
官
の
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
が
存
在
し
た
こ
と
は
︑
以
3
か
ら

言
わ
れ
て
き
た(6

)
︒
そ
こ
で
は
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
︑
西
太
后
と
光
緖
L
の
力
關
係
を
考
慮
し
て
の
日
和
見
と
解
釋
す
る
の
が
一
般
	
で

あ
っ
た
︒
對
し
て
著
者
は
︑
從
來
の
到
u
點
か
ら
一
步
踏
み
|
み
︑
變
法
が
地
方
官
を
卷
き
|
ん
だ
改
革
と
な
り
え
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
︑

康
I
爲
の
政
治
	
思
惑
に
基
づ
く
地
方
行
政
に
對
す
る
�
張
の
變
:
を
指
摘
す
る
︒
つ
ま
り
︑
地
方
官
に
よ
る
一
定
の
裁
量
を
S
め
る
當
時
の

�
"
に
反
し(7

)
︑
そ
の
權
限
を
奪
う
方
向
へ
と
F
ん
だ
こ
と
に
︑
彼
ら
の
離
反
の
�
因
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
を
�
因
と
す

る
政
變
ま
で
の
%
,
を
描
い
て
い
く
︒
こ
の
地
方
行
政
の
�
想
お
よ
び
擔
い
手
を
め
ぐ
る
攻
防
と
︑
變
法
の
挫
折
と
を
關
聯
附
け
る
分
析
は
︑

從
來
の
硏
究
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
視
角
で
あ
り
︑
當
該
分
野
の
硏
究
の
F
展
に
裨
益
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

四

�
後
に
︑
本
書
を
讀
ん
で
考
え
た
こ
と
を
三
點
営
べ
て
み
た
い
︒
第
一
に
︑
淸
!
の
政
治
制
度
を
︑
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
で
あ
る
︒
著
者

は
︑
當
面
の
目
標
に
す
え
る
淸
末
の
政
治
制
度
改
革
を
檢
討
す
る
に
あ
た
り
︑
從
來
の
視
點
が
辛
亥
革
命
�
硏
究
や
民
國
�
硏
究
の
立
場
か
ら

[
っ
て
諸
政
策
の
展
開
を
讀
み
|
ん
で
い
る
と
し
て
問
題
視
す
る
(本
書
四
頁
)
︒
そ
の
た
め
日
淸
戰
爭
か
ら
始
め
て
︑
光
緖
怨
政
・
辛
亥
革
命

へ
と
續
く
動
き
の
聯
續
性
を
 
識
し
た
分
析
を
F
め
て
い
く
︒
こ
の
よ
う
な
手
法
そ
の
も
の
は
︑
從
來
の
硏
究
を
發
展
さ
せ
る
も
の
と
し
て
�

價
で
き
る
︒
一
方
で
K
說
で
は
︑
變
法
失
敗
の
�
因
と
し
て
︑
現
實
と
改
革
と
の
乖
離
や
︑
v
激
な
體
制
變
革
に
對
す
る
拒
否
反
應
が
指
摘
さ

れ
て
い
る(8

)
︒
こ
れ
ら
を
考
慮
す
る
と
︑
政
治
制
度
改
革
を
檢
討
す
る
に
は
︑
も
う
少
し
射
,
を
長
く
取
り
︑
淸
!
の
政
治
制
度
や
政
權
�
"
が
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如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
留
 
す
る
必
�
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
今
世
紀
に
入
っ
て
F
展
を
み
た
大
淸
L
國
�
硏
究
が
參
考
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
成
果
は
︑
一
八
世
紀
以
3
を
對
象

と
す
る
硏
究
に
基
づ
く
も
の
だ
が
︑
淸
末
の
政
治
�
を
考
察
す
る
う
え
で
も
I
用
で
あ
る
︒
淸
!
は
官
僚
制
度
と
は
別
に
︑
皇
族
の
ラ
ン
ク
や

中
國
式
の
�
位
制
度
な
ど
を
結
び
つ
け
た
獨
自
の
�
位
體
系
に
よ
っ
て
�
成
員
を
序
列
:
し
秩
序
づ
け
て
い
た
︒
と
り
わ
け
︑
王
!
創
立
�
に

功
績
が
あ
っ
た
﹁
八
大
王
﹂
と
呼
ば
れ
る
親
王
家
の
當
�
た
ち
は

(中
�
以
影
滅
�
ま
で
に
︑
恭
親
王
家
・
醇
親
王
家
な
ど
四
王
家
が
�
加
さ
れ
る
)
︑

辛
亥
革
命
ま
で
變
わ
る
こ
と
な
く
政
治
上
重
�
な
地
位
を
占
め
續
け
る
︒
つ
ま
り
時
代
に
よ
る
變
:
は
あ
れ
︑
円
國
以
來
の
愛
怨
覺
羅
一
族
の

親
王
ら
が
皇
L
を
取
り
卷
き
︑
政
權
の
中
樞
を
擔
う
と
い
う
�
"
が
�
後
ま
で
殘
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る(9

)
︒
そ
し
て
秩
序
の
原
理
は
︑

血
緣
・
姻
戚
關
係
や
歸
順
時
�
︑
君
�
に
`
侍
し
て
い
る
か
な
ど
︑
皇
L
と
の
血
緣
	
・
時
閒
	
・
空
閒
	
な
﹁
`
さ
﹂
に
あ
っ
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る(10

)
︒

皇
L
へ
の
﹁
`
さ
﹂
が
重
�
に
な
る
と
い
う
點
で
は
︑
本
書
が
着
目
す
る
懋
勤
殿
開
設
も
︑
空
閒
	
な
面
で
從
來
の
秩
序
原
理
の
�
長
線
上

に
あ
る
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
誰
が
入
る
か
と
な
る
と
︑
變
法
8
の
制
度
設
計
で
は
︑
皇
族
や
滿
洲
人
I
力
者
︑
科
擧
の
上
位
合
格
者

の
參
劃
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
れ
は
皇
族
が
政
權
の
中
樞
を
擔
い
︑
科
擧
の
上
位
合
格
者
が
�
�
ポ
ス
ト
を
占
め
る
�
"
が
�
れ
る
こ
と

を
 
味
す
る
︒
奄
言
す
る
と
︑
守
舊
8
と
さ
れ
る
上
層
部
を
�
成
し
て
き
た
集
團
に
と
っ
て
は
︑
彼
ら
の
基
盤
を
脅
か
す
︑
許
容
範
圍
を
こ
え

た
提
案
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
政
策
決
定
に
深
く
關
わ
る
と
い
う
懋
勤
殿
の
役
割
を
念
頭
に
置
く
と
︑
論
理
の
衣
な
る
人
~

は
王
!
の
根
幹
に
も
關
わ
る
重
大
事
と
S
識
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
視
角
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
︑
變
法
8
の
唱
え

る
懋
勤
殿
開
設
案
が
一
方
で
持
つ
︑
政
權
�
"
そ
の
も
の
の
變
革
を
p
る
︑
傳
瓜
	
に
形
成
さ
れ
た
制
度
・
慣
�
・
規
範
へ
の
挑
戰
と
し
て
の

性
格
が
�
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑
著
者
が
 
義
を
S
め
る
事
象
︑
例
え
ば
西
太
后
が
變
法
自
體
に
は
反
對

せ
ず
祖
宗
の
成
法
に
そ
む
か
な
い
よ
う
求
め
た
こ
と

(本
書
七
七
頁
・
八
八
頁
)
︑
諸
臣
に
よ
る
制
度
局
へ
の
反
對
を
�
け
た
西
太
后
の
態
度

(本
書
九
二
～
九
三
頁
)
に
つ
い
て
も
︑
別
の
一
面
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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第
二
に
︑
政
變
や
訓
政
再
開
を
分
析
す
る
際
の
西
太
后
の
位
置
づ
け
で
あ
る
︒
著
者
の
考
え
で
は
︑
西
太
后
は
政
策
決
定
に
非
常
に
强
い
權

限
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
﹁﹁
政
治
決
定
權
﹂
は
︑
光
緖
L
に
あ
っ
た
と
は
言
え
︑
西
太
后
の
 
向
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
も
實
�
で
あ
り
︑
�
.
	
な
﹁
政
治
決
定
權
﹂
は
西
太
后
に
あ
っ
た
と
も
言
え
る
﹂
と
い
う
敍
営
に
も
表
れ
て
い
る

(本
書
八
九

～
九
〇
頁
)
︒
こ
の
ほ
か
︑﹁
光
緖
L
か
ら
の
權
力
奪
取
︑
變
法
8
の
肅
淸
︑
變
法
を
破
算
に
す
る
こ
と
︑
い
ず
れ
も
西
太
后
の
一
存
で
決
定
で

き
る
﹂︑﹁
西
太
后
に
も
自
ら
が
思
う
ま
ま
に
瓜
御
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
︒
外
7
で
あ
る
﹂
と
い
っ
た
記
営
も
あ
る

(
以
上
︑
本
書
二
一
八
頁
)
︒

こ
の
う
ち
內
政
と
比
べ
︑
外
政
に
お
け
る
裁
量
の
幅
が
狹
か
っ
た
と
い
う
指
摘
は
も
っ
と
も
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
當
時
の
西
太
后
を
光
緖
L

を
も
し
の
ぐ
絕
對
	
な
權
力
者
の
よ
う
に
�
價
す
る
に
は
︑
も
う
少
し
實
證
硏
究
を
積
み
重
ね
つ
つ
︑
愼
重
に
議
論
し
て
い
く
必
�
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

光
緖
L
が
親
政
し
て
い
た
時
�
の
政
策
決
定
%
,
に
つ
い
て
は
︑
か
つ
て
�
者
も
日
淸
戰
爭
の
<
和
を
對
象
に
硏
究
し
た
こ
と
が
あ
る(11

)
︒
そ

こ
で
は
垂
�
聽
政
と
は
衣
な
り
︑
光
緖
L
が
臣
下
を
召
見
す
る
場
に
西
太
后
が
同
席
せ
ず
︑
後
か
ら
別
に
召
見
す
る
な
ど
︑
樣
々
な
臨
時
の
措

置
が
取
ら
れ
て
い
た
︒
ま
た
政
策
決
定
に
あ
た
り
︑
光
緖
L
の
6
斷
は
不
可
缺
で
あ
る
一
方
で
︑
西
太
后
の
そ
れ
は
慣
�
と
し
て
重
�
な
決
定

を
行
う
際
に
必
�
と
S
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
皇
L
が
親
政
す
る
以
上
︑
あ
く
ま
で
光
緖
L
が
一
人
で
決
裁
す
る
の
が
原
則

で
あ
る
が
︑
實
際
に
は
政
策
決
定
に
與
る
 
欲
を
み
せ
る
西
太
后
が
存
在
す
る
た
め
︑
現
實
	
な
對
應
が
取
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒

皇
L
親
政
に
あ
た
っ
て
の
西
太
后
の
權
限
に
つ
い
て
は
︑
光
緖
L
が
成
人
す
る
際
に
も
︑
彼
女
と
臣
下
の
閒
で
驅
け
引
き
が
あ
っ
た
︒
そ
こ

で
は
垂
�
聽
政
下
の
西
太
后
が
︑
臣
下
の
總
 
に
對
し
て
自
ら
の
權
限
を
限
定
	
に
す
る
方
向
で
の
讓
步
を
p
ら
れ
て
い
た(12

)
︒
し
た
が
っ
て
︑

本
書
が
M
う
時
�
で
も
臣
下
の
大
部
分
が
︑
皇
L
だ
け
が
決
定
權
を
握
る
よ
う
C
ん
だ
な
ら
ば
︑
西
太
后
が
實
際
に
ど
こ
ま
で
政
策
決
定
に
關

與
で
き
た
か
分
か
ら
な
い
︒
本
書
が
言
#
す
る
︑
禮
部
六
堂
官
の
罷
免
を
光
緖
L
が
獨
斷
で
決
め
た
事
件
も

(本
書
八
九
～
九
一
頁
)
︑
見
方
に

よ
っ
て
は
皇
L
が
一
人
で
決
め
る
の
が
原
則
だ
か
ら
こ
そ
b
こ
り
得
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
親
政
す
る
光
緖
L
と
西
太
后
の
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關
係
に
つ
い
て
は
︑
ま
だ
ま
だ
不

な
點
が
多
く
存
在
す
る
︒
�
者
も
含
め
︑
さ
ら
に
議
論
を
深
め
て
い
く
必
�
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

第
三
は
︑
第
二
と
も
關
わ
る
が
︑﹁
政
治
決
定
權
﹂
や
﹁
政
治
決
定
に
關
與
﹂
と
い
っ
た
︑
本
來
は
皇
L
だ
け
が
握
る
政
策
の
決
定
權
に
關

わ
る
言
葉
の
 
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
著
者
は
懋
勤
殿
開
設
と
政
變
の
契
機
を
め
ぐ
る
行
論

(第
三
違
第
三
・
四
N
)
の
中
で
︑
懋
勤
殿
へ
招

聘
す
る
外
國
人
を
﹁
權
限
を
持
つ
光
緖
L
の
側
`
﹂
と
し
︑
さ
ら
に
﹁
光
緖
L
と
共
に
政
策
を
協
議
︑
立
案
し
︑
光
緖
L
の
政
治
決
定
に
深
く

關
與
す
る
懋
勤
殿
の
成
員
︑﹁
]
問
官
﹂﹂
と
說

し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
か
ら
﹁
權
限
﹂
の
內
容
を
︑﹁
光
緖
L
の
政
治
決
定
に
關
與
す

る
權
限
﹂
と
定
義
し
て
い
る

(本
書
九
五
～
九
九
頁
)
︒
こ
こ
で
の
﹁
政
治
決
定
に
關
與
﹂
と
は
︑
具
體
	
に
政
策
決
定
%
,
の
ど
の
部
分
を
指

す
の
か

示
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
詳
細
は
よ
く
分
か
ら
な
い
︒
た
だ
︑
假
に
光
緖
L
・
西
太
后
以
外
の
人
閒
が
政
策
の
決
定
そ
の
も
の
に
直
接
携

わ
り
︑
か
つ
そ
れ
が
制
度
	
に
保
障
さ
れ
る
と
な
れ
ば
政
治
上
の
大
問
題
で
あ
る
︒
ま
た
︑
實
質
	
に
決
定
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と

し
て
も
︑
そ
の
仕
組
み
を
解

す
る
必
�
が
で
て
く
る
︒
他
方
︑
い
く
ら
變
法
8
で
も
︑
反
撥
必
至
の
�
勢
下
で
︑
そ
こ
ま
で
の
提
案
を
す
る

と
は
想
宴
し
に
く
い
︒

こ
れ
に
關
聯
し
て
著
者
は
︑
別
の
部
分
で
﹁
]
問
官
﹂
の
役
割
は
﹁
內
閣
大
學
士
︑
南
書
�
に
`
い
﹂
と
書
い
て
い
る

(
本
書
九
九
頁
)
︒
ま

た
︑
招
聘
を
目
指
す
伊
c
�
�
を
﹁
皇
L
の
輔
弼
]
問
﹂
と
す
る
日
本
側
�
料
も
紹
介
す
る

(本
書
一
二
四
頁
︑
9
九
三
)
︒
こ
れ
ら
の
記
営
を

念
頭
に
置
く
と
︑
著
者
の
言
う
﹁
光
緖
L
の
政
治
決
定
に
關
與
す
る
權
限
﹂
と
は
︑
政
策
を
立
案
し
︑
皇
L
や
そ
の
他
の
成
員
と
議
論
す
る
と

こ
ろ
ま
で
で
︑
結
果
と
し
て
光
緖
L
に
よ
る
決
定
に
影
$
を
#
ぼ
し
う
る
こ
と
を
含
 
し
た
表
現
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て

も
︑
こ
れ
ら
の
語
句
の
定
義
は
本
書
に
と
っ
て
重
�
な
の
で
︑
も
う
少
し
丁
寧
な
說

が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ

に
よ
り
︑
著
者
の
 
圖
が
よ
り

確
に
傳
わ
り
︑
本
書
の
價
値
を
高
め
る
こ
と
に
繫
が
る
だ
ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
に
営
べ
て
き
た
が
︑
こ
れ
は
�
者
の
感
想
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
︑
本
書
の
價
値
を
下
げ
る
も
の
で
は
�
く
な
い
︒
む
し
ろ

著
者
が

ら
か
に
し
た
事
實
は
︑
硏
究
を
飛
�
	
に
F
め
る
可
能
性
を
持
つ
重
�
な
も
の
と
言
え
る
︒
本
書
の
成
果
は
︑
怨
た
な
議
論
を
活
潑

に
し
︑
當
該
分
野
の
F
展
に
寄
與
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
︒
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�(1
)

�
な
も
の
と
し
て
︑
中
國
�
學
會

(
�
�
)
﹃
戊
戌
變
法
﹄
�
四

册
︑
神
州
國
光
社
︑
一
九
五
三
年
に
收
め
ら
れ
た
康
I
爲
の
上
書
や

﹃
康
南
海
自
�
年
�
﹄︑
梁
q
超
﹃
戊
戌
政
變
記
﹄
中
華
書
局
︑
一
九

五
四
年
な
ど
が
あ
る
︒

(2
)

孔
祥
吉
・
村
田
雄
二
郞
﹁﹃
�
同
龢
日
記
﹄
改
�
�
實
﹂
同
﹃
淸

末
中
國
と
日
本

︱
︱
宮
廷
・
變
法
・
革
命
︱
︱
﹄
硏
�
出
版
︑
二

〇
一
一
年
︑
一
九
～
四
三
頁
︒

(3
)

宮
古
�
�
﹁
日
淸
戰
爭
以
後
の
淸
!
對
外
聯
携
策
の
變
轉
%
,
﹂

﹃
東
洋
學
報
﹄
九
三−

二
︑
二
〇
一
一
年
︑
一
～
二
七
頁
︒
こ
の
ほ

か
本
書
と
關
聯
す
る
も
の
と
し
て
︑
第
一
～
三
違
の
も
と
に
な
っ
た

論
�
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
槪
說
	
に
ま
と
め
た
﹁
戊
戌
政
變
に
關
す
る

一
考
察

︱
︱
對
外
政
策
の
變
轉
と
光
緖
L

︱
︱
﹂﹃
ソ
フ
ィ
ア
﹄

六
〇−

三
︑
二
〇
一
三
年
︑
八
二
～
一
〇
九
頁
が
あ
る
︒

(4
)

思
想
�
の
分
野
に
お
け
る
代
表
	
な
硏
究
と
し
て
︑
小
野
川
秀
美

﹃
淸
末
政
治
思
想
硏
究
﹄
み
す
ず
書
�
︑
一
九
六
九
年
が
あ
る
︒
ま

た
政
治
�
の
分
野
に
お
け
る
硏
究
に
は
︑
本
書
で
言
#
さ
れ
る
も
の

以
外
に
︑
稻
田
正
'
﹁
戊
戌
政
變
に
つ
い
て
﹂
仁
井
田
陞

(
�
)

﹃
`
代
中
國
硏
究
﹄
好
學
社
︑
一
九
四
八
年
︑
二
〇
七
～
二
四
二
頁

が
あ
る
︒

(5
)

外
政
と
內
政
の
相
互
聯
關
に
着
目
し
た
硏
究
手
法
は
︑
當
該
分
野

の
基
本
書
と
言
え
る
謁
野
正
高
﹃
`
代
中
國
政
治
外
7
�
﹄
東
京
大

學
出
版
會
︑
一
九
七
三
年
に
見
ら
れ
る
︒
本
書
で
は
︑
直
接
	
な
言

#
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
そ
れ
を
 
識
し
た
考
察
と
思
わ
れ
る
︒

(6
)

謁
野
3
揭
書
︑
四
五
四
～
四
五
五
頁
︒
こ
の
ほ
か
︑
士
大
夫
讀
書

人
層
を
離
反
さ
せ
た
こ
と
︑
變
法
8

(皇
L
)
が
軍
事
力
を
掌
握
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
︑
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

(7
)

岡
本
隆
司
は
︑
當
時
の
政
治
社
會
�
"
を
﹁
現
地
の
實
�
に
應
じ

た
施
策
を
地
方
の
裁
量
で
行
い
︑
中
央
が
點
檢
承
S
す
る
﹂
も
の
と

說

し
て
い
る

(
同
﹃
李
鴻
違
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一
年
︑
一
九

二
頁
)︒

(8
)

小
野
川
3
揭
書
︑
一
五
五
頁
／
謁
野
3
揭
書
︑
四
五
三
～
四
五
四

頁
／
川
島
眞
﹃
シ
リ
ー
ズ
中
國
`
現
代
�
②

`
代
國
家
へ
の
摸
索

1
8
9
4
-
1
9
2
5
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︑
三
四
～
三
五
頁
な
ど
參

照
︒

(9
)

例
え
ば
本
書
が
對
象
と
す
る
時
�
に
は
︑
一
八
八
四
～
一
九
〇
一

年
に
首
席
軍
機
大
臣
を
務
め
た
禮
親
王
世
鐸
︑
義
和
團
事
件
で
登
場

す
る
端
郡
王
載
漪
︑
總
理
衙
門
大
臣
を
長
ら
く
務
め
︑
內
閣
官
制

(い
わ
ゆ
る
﹁
親
貴
內
閣
﹂
)
で
總
理
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
慶
親
王
奕

劻
が
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
見
方
は
︑
著
者
が
今
後
の
課
題
と
し
て
揭

げ
る
︑
光
緖
怨
政
を
經
て
革
命
へ
と
至
る
時
�
の
硏
究
に
も
I
用
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

(10
)

杉
山
淸
彥
﹁
大
淸
L
國
と
江
戶
幕
府
﹂
懷
德
堂
記
念
會

(
�
)

﹃
世
界
�
を
書
き
直
す

日
本
�
を
書
き
直
す
﹄
和
泉
書
院
︑
二
〇

〇
八
年
︑
一
六
七
～
一
七
六
頁
／
同
﹃
大
淸
L
國
の
形
成
と
八
旗

制
﹄
名
古
屋
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
五
年
︑
四
〇
二
～
四
二
〇
頁
等

參
照
︒
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(11
)

拙
稿
﹁
光
緖
L
親
政
�
に
お
け
る
西
太
后
の
政
治
關
與
﹂﹃
ふ
び

と
﹄
六
五
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
～
二
〇
頁
／
拙
稿
﹁
日
淸
<
和
に
む

け
た
光
緖
L
の
政
策
決
定
と
西
太
后
﹂﹃
�
學
雜
誌
﹄
一
二
三−

三
︑

二
〇
一
四
年
︑
六
九
～
九
三
頁
︒

(12
)

詳
し
く
は
︑
拙
稿
﹁
光
緖
L
の
親
政
開
始
を
め
ぐ
る
淸
!
中
央
の

政
策
決
定
%
,
﹂
﹃
歷
�
學
硏
究
﹄
八
五
三
︑
二
〇
〇
九
年
︑
一
六

～
三
二
頁
參
照
︒

二
〇
一
七
年
七
§

東
京

¨
古
書
院

二
二
糎

九+

二
五
九+

一
八
頁

七
︑
〇
〇
〇
圓+

稅
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