
｢大
兵
雲
集
﹂
下
の
首
都
防
衞
に
つ
い
て

︱
︱
日
淸
戰
爭
�
に
お
け
る
督
辦
軍
務
處
を
中
心
に
︱
︱

根

無

怨

太

郞

は
じ
め
に

第
一
違

指
揮
瓜
一
の
�
	

第
二
違



防
處

第
三
違

督
辦
軍
務
處
の
理
想
と
現
實

(一
)
設
置
の

提

(二
)
勇
營
へ
の
監
視

第
四
違

戰
後
の
防
衞
體
制
再
�

お
わ
り
に

は
じ
め
に

一
九
世
紀
後
�
︑
太
�
天
國
や
捻
軍
な
ど
の
諸
反
亂
を
經
た
淸
�
で
は
︑
そ
れ
ら
の
鎭
壓
に
力
を
發
揮
し
た
も
の
と
し
て
湘
軍
︑
淮
軍
と

い
っ
た
勇
營

(義
勇
兵
)
の
存
在
が
あ
る
︒
や
が
て
︑
こ
れ
ら
の
勇
營
を
基
盤
と
し
て
︑
そ
の
領
袖
で
あ
っ
た
曾
國
藩
や
李
鴻
違
と
い
っ
た
官
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僚
が
︑
總
督
や


撫
な
ど
の
地
方
官
に
任
命
さ
れ
て
い
く
︒
こ
れ
ら
督
撫
は
そ
の
麾
下
の
勇
營
を
維
持
す
る
た
め
︑
自
身
の
下
僚
を
省
內
の
�

職
に
就
け
る
な
ど
︑
�
第
に
財
政
や
軍
事
の
權
限
を
擴
大
さ
せ
て
い
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
狀
況
は
﹁
督
撫
專
政
﹂
と
よ
ば
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ

の
﹁
督
撫
專
政
﹂
が
�
も
展
開
さ
れ
た
地
域
こ
そ
︑
首
都
北
京
を
擁
す
る
直
隸
省
で
あ
っ
た
︒
直
隸
省
に
は
︑
一
八
七
〇
年
以
來
︑
李
鴻
違
が

直
隸
總
督
�
北
洋
大
臣
と
し
て
天
津
に
あ
り
︑
そ
の
麾
下
の
淮
軍
と
共
に
北
洋
地
域
や
直
隸
省
の
防
衞
を
擔
っ
た
︒
こ
の
﹁
督
撫
專
政
﹂
に
つ

い
て
は
︑
後
の
軍
閥
割
據
に
繫
が
る
地
方
分
權
�
や
︑
中
央

(�
廷
)
と
地
方

(
督
撫
)
の
對
立
で
あ
る
か
を
め
ぐ
り
︑
こ
れ
ま
で
に
議
論
が

行
わ
れ
て
き
た(1

)
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
諸
論
は
い
ず
れ
も
督
撫
の
動
向
を
営
べ
る
こ
と
に
力
點
が
置
か
れ
て
お
り
︑
�
廷
の
視
點
に
つ
い
て
は
十

分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
督
撫
專
政
﹂
下
に
お
け
る
直
隸
省
の
防
衞
體
制
に
つ
い
て
︑
先
に
筆
者
は
そ
れ
が
北
京
を
中
心
と
し
た
同
心
圓
狀
の
階
層
�

�
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た(2

)
︒
こ
の
同
心
圓
�
�
で
は
︑
そ
の
外
周
に
あ
た
る
部
分
に
淮
軍
が
�
置
さ
れ
︑
中
心
部
で
の
�
留
は
忌
 
さ
れ
た
︒

こ
れ
に
は
︑
向
背
常
な
ら
ず
︑
治
安
を
容
易
に
亂
す
も
の
と
い
う
︑
�
廷
の
勇
營
に
對
す
る
警
戒
が
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
う
し
た
�
置
�
�

が
以
後
︑
ひ
と
ま
ず
安
定
し
て
﹁
督
撫
專
政
﹂
の
體
制
を
荏
え
た
︒

や
が
て
︑
こ
の
﹁
督
撫
專
政
﹂
に
と
っ
て
!
壞
の
始
ま
り
と
な
る
出
來
事
が
"
こ
る
︒
一
八
九
四
年
に
勃
發
し
た
日
淸
戰
爭
と
淸
�
の
敗
北

で
あ
る
︒
も
と
よ
り
︑
日
淸
戰
爭
は
東
ア
ジ
ア
#
上
の
劃
�
$
な
事
件
で
あ
る
が
︑
こ
れ
を
淸
�
內
部
よ
り
見
れ
ば
︑
そ
の
敗
北
は
李
鴻
違
の

沒
落
を
齎
し
た
︒
開
戰
に
際
し
李
鴻
違
は
%
極
$
で
あ
り
︑
西
太
后
も
ま
た
そ
れ
に
同
&
す
る
︒
一
方
で
光
緖
(
と
そ
の
側
)

((
黨
)
︑
*

に
監
察
御
#
な
ど
の
言
官
や
â
林
院
侍
讀
學
士
な
ど
の
少
壯
官
+
か
ら
成
る
淸
議
-
官
僚
は
︑
開
戰
に
積
極
$
で
あ
っ
た
︒
こ
の
た
め
日
淸
戰

爭
�
の
淸
�
に
關
し
て
は
︑
�
廷
內
部
の
動
向
︑
つ
ま
り
(
黨
と
后
黨

(西
太
后
-
)
︑
ま
た
李
鴻
違
と
(
黨
な
ど
と
い
っ
た
二
者
の
動
向
や
政

爭
な
ど
に
焦
點
が
あ
て
ら
れ
て
き
た(3

)
︒

と
こ
ろ
で
︑
日
淸
戰
爭
に
際
し
て
�
廷
は
︑
滿
洲
な
ど

線
へ
の
軍
の
增
-
や
︑
海
路
よ
り
の
日
本
軍
の
北
京
︑
天
津
へ
の
攻
擊
に
備
え
る

た
め
︑
各
省
に
あ
る
勇
營
の
﹁
北
上
﹂
を
命
じ
た
︒
そ
の
結
果
︑
直
隸
省
は
﹁
大
兵
雲
集
﹂
と
稱
さ
れ
る
に
至
る(4

)
︒
こ
の
よ
う
に
各
省
か
ら
直
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隸
省
に
多
數
の
勇
營
が
集
結
し
た
狀
況
と
は
︑
捻
軍
の
直
隸
省
1
入
以
來
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
中
で
�
廷
は
一
八
九
四
年
一
一
2
二
日
に
怨
た
な
機
關
を
設
置
し
た
︒
督
辦
軍
務
處
で
あ
る
︒
督
辦
軍
務
處
は
一
八
九
八
年
六

2
に
解
散
さ
れ
た
が
︑
そ
の
性
格
な
ど
は
﹁
臨
時
對
日
作
戰
$
參
謀
本
部
﹂
や
﹁
大
本
營
の
如
﹂
き
﹁
戰
時
�
高
瓜
帥
機
關
﹂
と
論
3
さ
れ
て

き
た(

5
)

︒
だ
が
先
営
の
よ
う
に
從
來
は
�
廷
內
の
政
爭
が
重
視
さ
れ
て
き
た
た
め
︑
督
辦
軍
務
處
に
つ
い
て
は
上
営
の
說
5
に
と
ど
ま
り
︑
十
分

な
考
察
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
督
辦
軍
務
處
が
殘
し
︑
ま
た
そ
れ
に
論
3
し
た
#
料
も
極
め
て
少
な
い
と
い
う
事
6
も
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
︒

)
年
で
は
︑
督
辦
軍
務
處
に
つ
い
て
王
剛
氏
が
專
論
を
著
し
︑
馬
忠
�
氏
も
そ
の
�
成
員
で
あ
っ
た
榮
祿
と
の
關
聯
に
お
い
て
論
じ
て
い
る(6

)
︒

特
に
︑
王
剛
氏
の
論
�
は
先
営
の
#
料
$
制
8
の
中
で
檔
案
#
料
を
9
搜
し
た
勞
作
で
︑
督
辦
軍
務
處
に
關
す
る
唯
一
の
專
論
で
あ
る
︒
そ
の

中
で
王
剛
氏
は
督
辦
軍
務
處
の
設
置
:
;
を
詳
細
に
論
じ
︑
*
に
︑
そ
の
役
割
に
つ
い
て
も
列
擧
し
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
王
剛
氏
は
督
辦
軍
務
處
と
當
時
の
政
策
決
定
の
中
樞
機
關
で
あ
る
軍
機
處
の
關
係
を
﹁
<
補
閏
之
處
︑
也
<
=
�
之
處
﹂
と
す
る
︒

ま
た
︑
そ
の
役
割
を
檔
案
#
料
の
內
容
か
ら
九
項
目
に
分
類
し
て
い
る
︒
こ
の
中
で
も
︑
皇
(
の
裁
可
を
仰
が
ず
︑
直
接
に
各
軍
へ
の
指
示
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
﹁
執
行
權
﹂
と
︑
各
軍
の
?
軍
狀
況
を
チ
ェ
ッ
ク
︑
督
促
す
る
よ
う
な
﹁
監
督
權
﹂
に
關
し
て
は
︑
軍
機
處
の
3
ば
な
い

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う(7

)
︒

し
か
し
︑
王
剛
氏
は
槪
し
て
檔
案
#
料
の
タ
イ
ト
ル
を
列
擧
す
る
の
み
で
︑﹁
監
督
﹂
や
﹁
執
行
﹂
の
具
體
$
な
對
象
や
內
容
︑
そ
の
理
由

な
ど
に
つ
い
て
5
確
に
は
営
べ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
督
辦
軍
務
處
の
役
割
に
つ
い
て
も
︑
先
営
の
軍
機
處
と
の
關
係
の
よ
う
に
槪
括
$
に
:
ぎ
︑

そ
の
實
態
や
A
義
な
ど
を
却
っ
て
埋
沒
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
日
淸
戰
爭
後
の
展
B
︑
つ
ま
り
督
辦
軍
務
處

が
日
淸
戰
爭
C
結
の
直
後
で
は
な
く
︑
四
年
後
の
一
八
九
八
年
に
解
散
さ
れ
た
こ
と
に
關
し
て
の
論
3
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
�
廷
が
一
體
何
を
D
�
な
役
割
と
し
て
督
辦
軍
務
處
に
求
め
た
の
か
︑
そ
し
て
そ
の
A
義
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た

の
か
を
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
︒
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そ
の
際
に
は


防
處
に
關
し
て
も
言
3
す
る
︒


防
處
は
北
京
の
治
安
維
持
機
�
で
あ
る
が
︑
そ
の
設
置
は
督
辦
軍
務
處
と
同
日
で
あ
り
︑

�
成
員
も
E
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
︒
管
見
の
限
り
で
は
︑


防
處
に
つ
い
て
專
論
は
著
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
馬
忠
�
氏
が
督
辦
軍
務

處
や
榮
祿
と
の
關
聯
に
お
い
て
言
3
し
︑
渡
邊
修
氏
が
步
軍
瓜
領
衙
門
や
北
京
の
治
安
體
制
か
ら
槪
略
し
て
い
る(8

)
︒

先
営
の
よ
う
に
︑
督
辦
軍
務
處
と


防
處
は
重
複
す
る
點
が
多
い
︒
そ
の
た
め
︑
兩
者
は
何
ら
か
の
關
聯
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の

點
に
關
し
て
︑
渡
邊
氏
は
考
察
す
る
こ
と
が
な
く
︑
馬
忠
�
氏
は
﹁
相
輔
相
成
﹂︑
す
な
わ
ち
相
互
に
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
営
べ
る
︒

大
體
に
お
い
て
︑
筆
者
は
馬
忠
�
氏
の
指
摘
を
G
當
な
も
の
と
考
え
る
︒
だ
が
︑
馬
忠
�
氏
は


防
處
が
い
っ
た
い
何
を
契
機
と
し
て
設
置
さ

れ
た
も
の
な
の
か
︑
そ
の
具
體
$
な
原
因
を
営
べ
て
い
な
い
︒
故
に
︑
督
辦
軍
務
處
と


防
處
の
關
係
が
﹁
相
輔
相
成
﹂
と
の
槪
括
$
な
指
摘

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑


防
處
の
設
置
の
契
機
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
︒
こ
の
よ
う
に


防
處
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
︑
相
互
に
補
完
す
る
機

關
で
あ
っ
た
督
辦
軍
務
處
の
實
態
や
役
割
が
よ
り
5
確
に
な
る
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
こ
の
督
辦
軍
務
處
の
實
態
を
解
5
す
る
こ
と
は
︑
�
廷
の
側
か
ら
見
た
﹁
督
撫
專
政
﹂
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
理
解

す
る
こ
と
に
繫
が
る
と
思
わ
れ
る
︒
先
に
も
営
べ
た
よ
う
に
︑
督
辦
軍
務
處
の
設
置
は
︑
勇
營
が
直
隸
省
に
﹁
雲
集
﹂
し
て
き
た
中
で
の
こ
と

で
あ
る
︒
そ
の
勇
營
こ
そ
︑﹁
督
撫
專
政
﹂
の
基
盤
で
あ
っ
た
︒
一
方
で
︑
そ
の
場
I
と
な
る
直
隸
省
は
︑
�
廷
に
と
っ
て
﹁
根
本
重
地
﹂
で

あ
る
首
都
北
京
を
擁
す
る
︒
故
に
︑
�
廷
の
﹁
督
撫
專
政
﹂
に
對
す
る
A
思
が
�
も
强
く
表
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
︒

第
一
違

指
揮
瓜
一
の
�
	

督
辦
軍
務
處
の
設
置
は
︑
一
八
九
四
年
一
一
2
二
日
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
で
本
違
で
は
先
學
の
成
果
に
依
據
し
︑
督
辦
軍
務
處
の
設
置
に

至
る
ま
で
の
�
廷
內
部
の
動
向
に
つ
い
て
営
べ
る
こ
と
と
す
る
︒

淸
�
に
お
い
て
政
策
決
定
の
中
樞
は
數
名
の
大
臣
を
擁
す
る
軍
機
處
で
あ
っ
た
︒
日
淸
戰
爭
の
直

に
お
け
る
軍
機
大
臣
は
︑
禮
親
王
や
孫
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毓
汶
︑
徐
用
儀
︑
許
庚
身
と
い
っ
た
后
黨
で
あ
る
︒
軍
機
處
が
こ
の
よ
う
な
�
成
と
な
っ
た
の
は
︑
淸
佛
戰
爭
時
の
甲
申
易
樞
に
端
を
發
す
る
︒

甲
申
易
樞
と
は
︑
淸
佛
戰
爭
中
の
一
八
八
四
年
四
2
に
西
太
后
が
山
西
・
北
寧
で
の
敗
戰
を
口
實
に
"
こ
し
た
政
變
で
あ
っ
た
︒
こ
の
政
變
に

よ
り
西
太
后
は
︑
軍
機
處
と
總
理
衙
門
の
首
班
で
あ
っ
た
恭
親
王
を
罷
免
し
︑
軍
機
處
は
后
黨
を
中
心
に
�
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る(9

)
︒
こ
う
し

た
狀
況
に
不
滿
を
募
ら
せ
た
の
が
淸
議
-
官
僚
で
あ
っ
た(10

)
︒

や
が
て
�
鮮
を


る
日
本
と
の
外
=
=
涉
が
行
わ
れ
て
い
く
中
で
︑
先
営
の
よ
う
に
�
廷
內
の
議
論
は
D
戰
︑
開
戰
囘
 
へ
と
二
分
さ
れ
て

い
っ
た
︒
一
八
八
七
年
よ
り
親
政
を
開
始
し
た
光
緖
(
は
︑
戶
部
尙
書
Q
同
龢
と
禮
部
尙
書
李
鴻
藻
︑
そ
し
て
淸
議
-
官
僚
と
共
に
D
戰
論
を

唱
え
た
︒
一
方
︑
一
八
九
四
年
一
一
2
に
自
身
の
S
曆
祝
典
の
開
催
を
V
え
る
西
太
后
や
李
鴻
違
は
囘
 
論
者
で
あ
っ
た
︒
當
時
︑
天
津
に

あ
っ
た
李
鴻
違
は
直
隸
總
督
�
北
洋
大
臣
と
し
て
︑
直
隸
省
の
他
に
山
東
や
盛
京
の
﹁
沿
海
�
地
﹂
を
I
管
し
︑
同
地
に
お
け
る
淮
軍
︑
北
洋

海
軍
を
瓜
括
し
て
い
た
︒
*
に
は
日
本
を
は
じ
め
と
し
て
諸
外
國
と
の
外
=
の
實
務
に
あ
た
っ
て
い
た(11

)
︒

や
が
て
一
八
九
四
年
七
2
一
四
日
に
は
︑
日
本
側
よ
り
第
二
�
絕
=
書
が
發
せ
ら
れ
る(12

)
︒
こ
れ
を
Y
け
た
�
廷
で
は
︑
D
戰
論
に
立
つ
光
緖

(
が
自
身
の
A
向
を
政
策
決
定
に
反
映
さ
せ
る
た
め
︑
Q
同
龢
と
李
鴻
藻
を
總
理
衙
門
と
軍
機
處
の
合
同
會
議
に
參
加
さ
せ
た
︒
だ
が
光
緖
(

の
A
向
に
も
關
わ
ら
ず
︑
總
理
衙
門
と
軍
機
處
は
開
戰
を
躊
躇
し
た
︒
ま
た
︑
李
鴻
違
も
諸
外
國
の
&
停
を
B
み
︑
淮
軍
の
大
規
模
な
-
兵
に

は
踏
み
切
ら
な
か
っ
た
︒
結
果
$
に
︑
�
廷
は
﹁
和
戰
﹂
の
い
ず
れ
に
も
態
度
を
決
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た(13

)
︒

こ
う
し
た
中
で
︑
七
2
二
五
日
の
豐
島
沖
の
海
戰
︑
二
九
日
の
成
歡
︑
Z
山
の
戰
い
が
行
わ
れ
︑
八
2
一
日
に
は
日
淸
兩
國
に
よ
る
宣
戰
布

吿
が
な
さ
れ
た
︒
そ
し
て
九
2
一
六
日
の
�
壤
の
戰
い
に
敗
北
し
た
淸
軍
は
�
鮮
�
島
よ
り
一
\
さ
れ
︑
盛
京
地
方
へ
の
撤
]
を
餘
儀
な
く
さ

れ
た
︒
一
聯
の
戰
況
の
中
で
︑
李
鴻
違
は
﹁
奉
天
は
地
廣
く
兵
單
に
て
︑
臣
處
と
相
^
つ
る
こ
と
_
き
に
:
ぐ
︑
且
つ
將
軍
3
び
練
兵
大
臣
の

�
紮
せ
る
處
爲
れ
ば
︑
I
<
る
一
切
の
&
度
︑
未
だ
遙
制
す
る
に
a
な
ら
ず
︑
應
に
重
臣
を
特
鯵
し
て
督
辦
せ
し
め
︑
以
て
&
b
に
a
に
し
て

責
成
を
專
ら
に
す
る
を
	
ふ
べ
し
﹂
と
の
上
奏
を
行
い
︑
指
揮
系
瓜
を
瓜
一
す
る
た
め
に
﹁
重
臣
﹂
の
-
b
を
求
め
た(

14
)

︒

こ
れ
を
Y
け
た
�
廷
で
は
︑
盛
京
地
方
の
防
衞
に
つ
い
て
︑
當
時
四
川
提
督
で
あ
り
毅
軍

(
豫
軍
)
を
c
い
て
い
た
宋
慶
を
﹁
幫
辦
大
臣
﹂
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﹁
幫
辦
北
洋
軍
務
﹂
と
し
て
九
連
城
に
-
b
し
︑
東
三
省
練
兵
大
臣
定
安
︑
盛
京
將
軍
裕
祿
と
の
﹁
合
力
籌
防
﹂
を
命
じ
る
︒
ま
た
李
鴻
違
に

對
し
︑
北
洋
の
防
衞
に
﹁
責
の
旁
貸
す
る
無
し
﹂
と
す
る
一
方
で
︑
盛
京
地
方
に
つ
い
て
も
﹁
應
に
瓜
籌
�
g
し
て
稍
も
諉
卸
<
る
を
得
ざ
る

べ
し
﹂
と
命
じ
た(15

)
︒
こ
の
よ
う
な
動
き
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑

線
に
お
け
る
指
揮
系
瓜
は
李
鴻
違
の
上
奏
を
經
た
後
も
依
然
と
し
て
瓜
一

さ
れ
な
か
っ
た(16

)
︒

一
方
︑

線
の
狀
況
に
つ
い
て
︑
�
廷
で
は
か
つ
て
太
�
天
國
や
捻
軍
な
ど
に
對
し
﹁
戡
定
の
功
﹂
が
あ
る
恭
親
王
の
再
登
用
を
求
め
る
聲

が
"
こ
る
︒
こ
れ
ら
は
D
に
淸
議
-
官
僚
よ
り
提
案
さ
れ
た
も
の
で
︑
E
軍
の
指
揮
權
を
恭
親
王
へ
と
一
本
�
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る(17

)
︒
こ

う
し
た
淸
議
-
の
�
	
が
"
こ
る
中
で
︑
や
が
て
南
書
h
行
走
の
李
�
田
︑
陸
寶
忠
︑
張
百
熙
ら
も
恭
親
王
の
再
登
用
を
求
め
る
上
奏
を
行
っ

た
︒
こ
れ
に
Q
同
龢
も
同
&
し
︑
恭
親
王
の
再
登
用
を
西
太
后
に
求
め
る
よ
う
営
べ
た
上
奏
を
行
う
︒
*
に
陸
寶
忠
ら
は
+
部
尙
書
徐
桐
に
働

き
か
け
て
上
奏
を
行
わ
せ
た
ほ
か
︑
�
廷
式
や
張
謇
と
い
っ
た
淸
議
-
も
こ
れ
に
同
&
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
西
太
后
は
九
2
二
九
日
に
﹁
著
し

て
管
理
總
理
各
國
事
務
衙
門
事
務
と
し
︑
竝
び
に
總
理
海
軍
事
務
に
添
-
し
︑
軍
務
を
會
同
辦
理
せ
し
む
﹂
と
の
懿
旨
を
發
す
る
に
至
っ
た(18

)
︒

だ
が
︑
こ
れ
は
軍
機
處
で
の
再
登
用
を
営
べ
た
も
の
で
は
な
い
︒
*
に
︑
當
時
の
總
理
衙
門
は
甲
申
易
樞
以
來
︑
后
黨
が
多
く
を
占
め
て
お
り
︑

海
軍
衙
門
も
そ
の
設
置
以
來
︑
李
鴻
違
が
實
務
を
擔
っ
て
い
た(19

)
︒
そ
の
た
め
︑
懿
旨
が
下
さ
れ
た
後
も
張
謇
な
ど
の
淸
議
-
は
︑
引
き
續
き
恭

親
王
の
軍
機
處
へ
の
再
登
用
を
求
め
た(20

)
︒

や
が
て
一
〇
2
に
日
本
軍
は
鴨
綠
江
を
渡
河
し
︑
*
に
同
2
末
に
は
盛
京
地
方
の
九
連
城
を
攻
略
す
る
な
ど
︑
戰
場
は
淸
の
領
域
內
へ
と
擴

大
し
た
︒
こ
の
戰
況
下
で
︑
一
〇
2
三
一
日
に
は
Q
同
龢
が
﹁
京
師
殆
危
の
6
形
﹂
を
光
緖
(
に
営
べ
る(21

)
︒
ま
た
k
日
の
一
一
2
一
日
に
は
︑

步
軍
瓜
領
と
し
て
北
京
の
治
安
維
持
を
擔
っ
て
い
た
榮
祿
が
︑
軍
務
を
親
王
に
﹁
專
理
﹂
さ
せ
る
よ
う
求
め
た
上
奏
を
行
っ
た(22

)
︒
そ
し
て
慶
親

王
は
﹁
恭
親
王
に
宜
し
く
軍
務
を
督
辦
せ
し
め
よ
﹂
と
﹁
力
陳
﹂
し
た(23

)
︒

し
か
し
︑
西
太
后
は
依
然
と
し
て
恭
親
王
を
敵
視
し
︑
軍
機
處
へ
の
復
職
に
は
難
色
を
示
す
︒
そ
こ
で
﹁
辦
理
軍
務
$
權
力
﹂
を
恭
親
王
に

付
與
し
な
が
ら
も
︑
軍
機
處
以
外
で
の
登
用
が
摸
索
さ
れ
た(24

)
︒
そ
の
結
果
︑
一
一
2
二
日
に
は
︑
恭
親
王
を
首
班
と
し
︑
慶
親
王

(后
黨
)
︑
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Q
同
龢

((
黨
)
︑
李
鴻
藻

((
黨
)
︑
榮
祿

(后
黨
)
︑
長
麟

((
黨
)
を
�
成
員
と
す
る
督
辦
軍
務
處
が
怨
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑

同
日
に
は


防
處
も
設
置
さ
れ
た
が
︑
そ
の
�
成
員
は
督
辦
軍
務
處
と
E
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た(25

)
︒

第
二
違



防
處


違
で
は
先
學
の
成
果
に
依
據
し
て
︑
D
に
�
廷
內
部
の
動
向
か
ら
督
辦
軍
務
處
の
設
置
に
至
る
經
雲
を
営
べ
た
︒
そ
こ
で
は
西
太
后
と
恭

親
王
の
政
爭
が
︑
設
置
の
D
な
�
因
と
さ
れ
て
い
る
︒

だ
が
︑
こ
こ
で
m
A
し
た
い
の
は
︑
督
辦
軍
務
處
が
設
置
さ
れ
る
直

に
お
い
て
﹁
京
師
殆
危
の
6
形
﹂
が
强
&
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
︒

こ
の
點
に
つ
い
て
︑
榮
祿
は
先
の
上
奏
で
﹁
未
だ
畿
輔
を
固
め
ず
し
て
能
く
戰
を
言
ふ
者
<
ら
ざ
る
な
り
﹂
と
上
奏
に
至
っ
た
理
由
を
営
べ
︑

*
に
﹁
擬
し
て
	
ふ
ら
く
は
⁝
特
に
王
大
臣
を
鯵
び
て


防
處
を
設
立
し
︑
軍
務
を
專
理
せ
し
め
︑
以
て
責
成
を
專
ら
に
す
る
を
﹂
と
し
て
い

る(
26
)

︒
こ
こ
で
言
3
さ
れ
た


防
處
と
は
︑
北
京
に
危
機
が
n
る
中
で
從
來
の
步
軍
瓜
領
に
よ
る
治
安
維
持
を
强
�
す
る
た
め
︑
臨
時
に
設
置
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
設
置
の
際
に
は
︑
王
大
臣
が
中
心
と
な
り
指
揮
系
瓜
が
整
え
ら
れ
た
︒
そ
し
て
榮
祿
も
営
べ
る
よ
う
に
︑


防
處

は
こ
れ
ま
で
に
二
度
の
先
例
が
あ
っ
た
︒
一
八
五
三
年
の
太
�
天
國
に
よ
る
北
伐
と
一
八
六
八
年
の
捻
軍
の
直
隸
省
へ
の
1
入
で
あ
る(27

)
︒

こ
の


防
處
に
つ
い
て
は
︑
榮
祿
以
外
に
も
Q
同
龢
や
禮
親
王
︑
慶
親
王
も
設
置
を
求
め
て
い
る(28

)
︒
い
ず
れ
も
︑
先
営
の
よ
う
な
北
京
の
安

E
保
障
が
A
識
さ
れ
る
中
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た(29

)
︒

た
だ
殘
念
な
が
ら
︑


防
處
に
關
し
て
は
設
置
以
後
の
動
向
を
示
す
#
料
が
極
め
て
少
な
く
︑
そ
の
實
態
な
ど
は
不
5
で
あ
る(30

)
︒
し
か
し
︑

以
後
の
經
雲
が
ど
う
で
あ
れ
︑
設
置
に
際
し
�
廷
は
督
辦
軍
務
處
と


防
處
を
區
別
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
兩
者
に
�
待
さ
れ
た
役
割
は
衣

な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
で
は
日
本
軍
の
來
襲
を
危
ぶ
む
中
で
︑
�
廷
は
具
體
$
に
何
を
北
京
の
目
下
の
脅
威
と
し
︑


防
處

の
設
置
に
踏
み
切
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
は
︑
そ
の
設
置
を
求
め
た
榮
祿
の
動
向
が
手
掛
か
り
と
な
る
︒

榮
祿
は
步
軍
瓜
領
と
な
る

に
は
西
安
將
軍
で
あ
っ
た
︒
だ
が
先
営
の
西
太
后
の
S
曆
祝
典
に
參
加
す
る
た
め
に
來
京
を
命
じ
ら
れ
︑
一
八
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九
四
年
一
〇
2
一
〇
日
よ
り
北
京
に
滯
在
し
て
い
た(31

)
︒
や
が
て
榮
祿
は
一
〇
2
二
七
日
に
步
軍
瓜
領
に
任
命
さ
れ
︑
そ
の
直
後
の
一
一
2
一
日

に
先
の
上
奏
を
行
い
︑
k
日
に


防
處
が
設
置
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
時
系
列
に
鑑
み
れ
ば
︑
榮
祿
の
步
軍
瓜
領
就
任
と


防
處
の
設
置
は
一

聯
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
そ
し
て
こ
の
榮
祿
の
步
軍
瓜
領
就
任
の
き
っ
か
け
こ
そ
︑
�
廷
が
目
下
の
脅
威
と
み
な
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る(32

)
︒

こ
れ
よ
り
先
︑
八
2
初
め
の
開
戰
を
契
機
と
し
て
︑
�
廷
は
北
京
の
治
安
維
持
の
强
�
を
步
軍
瓜
領
衙
門
3
び
順
天
府
︑
五
城
御
#
に
命
じ

た
︒
そ
の
內
容
は
保
甲
や
門
�
の
園
底
で
あ
っ
た(33

)
︒
こ
の
よ
う
な
中
で
︑
一
人
の
日
本
人
ス
パ
イ
が
天
津
で
摘
發
さ
れ
た
︒
こ
の
事
件
は
石
川

案
と
い
わ
れ
る
も
の
で
︑
摘
發
さ
れ
た
ス
パ
イ
の
名
は
石
川
伍
一
と
い
う
︒
石
川
は
︑
八
2
四
日
に
天
津
城
外
の
紫
竹
林
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
租

界
か
ら
城
內
に
入
っ
た
と
こ
ろ
を
拘
束
さ
れ
た
︒
以

よ
り
買
收
し
て
い
た
天
津
軍
械
局
書
辦
︑
劉
棻
の
家
へ
と
向
か
う
o
�
で
あ
っ
た
︒
そ

の
後
︑
石
川
と
劉
棻
は
天
津
知
縣
李
振
p
に
よ
る
取
り
&
べ
を
Y
け
る(34

)
︒

だ
が
當
初
︑
天
津
の
李
鴻
違
は
こ
れ
を
�
廷
に
報
吿
し
な
か
っ
た
︒
�
廷
が
こ
の
事
件
を
關
知
し
た
の
は
︑
八
2
一
三
日
に
+
科
給
事
中
余

聯
沅
が
行
っ
た
上
奏
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
︒
余
聯
沅
は
﹁
印
聞
く
な
ら
く
天
津
の
拿
<
せ
る
倭
人
の
奸
細
︑
炸
藥
を
用
ひ
て
火
藥
局
を
轟
す
る

を
擬
す
る
を
供
出
す
︑
竝
び
に
京
城
內
に
奸
細
亦
た
少
な
か
ら
ず
と
供
せ
る
等
の
語
あ
り
︒
⁝
r
に
詭
謀
の
測
り
叵
き
を
以
て
︑
加
A
嚴
防
せ

ざ
る
べ
か
ら
ず
︑
此
れ
の
炸
藥
を
用
ふ
る
を
擬
す
る
は
尤
も
凶
狠
に
屬
す
る
に
似
た
り
﹂
と
営
べ
て
い
る(35

)
︒

こ
の
よ
う
な
李
鴻
違
の
t
勢
や
︑
*
に
劉
棻
が
︑
李
鴻
違
の
甥
で
あ
る
天
津
軍
械
局
總
辦
候
補
u
張
士
珩
の
下
で
の
胥
+
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら(
36
)

︑
事
件
は
複
雜
�
の
樣
相
を
w
し
た
︒
�
廷
內
の
淸
議
-
官
僚
や
對
日
D
戰
論
者
が
こ
れ
に
よ
り
李
鴻
違
を
糾
彈
し
た
の
で
あ
る(37

)
︒
以
後
︑

こ
の
事
件
は
李
鴻
違
の
彈
云
と
張
士
珩
の
處
罰
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
︒
だ
が
︑
こ
こ
で
看
:
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
︑
余
聯
沅
も
﹁
尤
も
凶

狠
に
屬
す
る
に
似
た
り
﹂
と
警
戒
を
露
わ
に
し
た
︑
石
川
に
よ
る
火
藥
局
の
爆
破
計
劃
で
あ
る(38

)
︒

余
聯
沅
の
上
奏
を
Y
け
た
�
廷
は
︑
步
軍
瓜
領
衙
門
や
五
城
御
#
に
﹁
形
迹
疑
ふ
べ
き
の
人
﹂
を
捕
x
し
︑
北
京
の
治
安
を
强
�
す
る
よ
う

命
じ
た(

39
)

︒
ま
た
︑
總
理
衙
門
も
李
鴻
違
に
宛
て
た
電
報
の
中
で
火
藥
局
の
爆
破
計
劃
の
<
無
を
y
ね
て
い
る(40

)
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
�
廷
が
石
川
案

― 121 ―

709



の
中
で
も
特
に
火
藥
局
の
爆
破
計
劃
に
つ
い
て
m
A
を
拂
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
う
し
た
�
廷
の
t
勢
を
見
越
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
淸
議
-
官
僚
な
ど
は
爆
破
計
劃
に
對
す
る
李
鴻
違
の
t
勢
を
擧
げ
︑
こ
れ
を
糾

彈
し
て
い
る(41

)
︒
こ
れ
ら
を
Y
け
︑
�
廷
も
爆
破
計
劃
に
つ
い
て
*
に
詳
細
な
&
査
を
行
う
よ
う
李
鴻
違
に
命
じ
た(42

)
︒

�
廷
が
こ
の
よ
う
に
爆
破
計
劃
を
重
大
視
し
た
の
は
︑
同
樣
の
事
件
が
北
京
で
行
わ
れ
る
こ
と
へ
の
危
惧
が
あ
っ
た
︒
例
え
ば
工
部
尙
書
懷

塔
布
は
﹁
現い

ま

倭
夷
搆
衅
の
際
に
値
た
り
て
︑
奸
宄
を
盤
詰
す
る
こ
と
尤
も
當
務
の
|
た
り
︑
天
津
等
の
處
曾か

經つ

て
薙
髮
改
裝
の
倭
人
を
拿
獲
す

る
こ
と
多
名
な
る
を
風
聞
せ
ば
︑
則
ち
京
師
地
面
は
五
方
雜
處
な
れ
ば
︑
亦
た
其
の
必
ず
無
き
を
保
し
難
し
︑
况
や
火
藥
局
は
軍
火
を
存
d
せ

る
重
地
た
れ
ば
︑
尤
も
加
A
防
範
せ
ざ
る
能
は
ず
﹂
と
営
べ
て
い
る(43

)
︒

こ
の
よ
う
な
中
で
︑
â
林
院
�
修
張
百
熙
が
﹁
京
督
は
地
廣
く
人
稠
な
れ
ば
︑
尤
も
奸
細
を
伏
藏
す
る
に
易
し
⁝
惟
だ
思
ふ
ら
く
は
步
軍
瓜

領
�
日
已
に
事
緊
�
に
關
り
︑
目

尤
も
係
る
I
は
輕
き
に
非
ず
︒
大
學
士
福
錕
部
務
の
外
︑
差
�
繁
多
な
り
て
︑
重
ぬ
る
に
慶
典
の
�
差
を

以
て
せ
ば
︑
尤
も
日
に
給
す
る
に
暇
あ
ら
ざ
る
爲
り
︑
責
す
る
に
奸
細
を
訪
拏
す
る
の
重
務
を
以
て
せ
ば
︑
精
力
實
に
�
ら
く
は
�
ば
ず
﹂
と

し
て
︑
現
職
の
步
軍
瓜
領
福
錕
の
=
代
を
求
め
た(44

)
︒
こ
こ
で
﹁
責
す
る
に
奸
細
を
訪
拿
す
る
の
重
務
を
以
て
せ
ば
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
張
百

熙
の
上
奏
は
日
本
人
ス
パ
イ
の
活
動
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

こ
の
�
	
に
對
し
︑
軍
機
處
は
=
代
に
言
3
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
だ
が
︑
そ
の
後
に
も
北
京
で
は
日
本
人
工
作
員
や
︑
日
本
と
の
內
�

者
の
存
在
が
報
吿
さ
れ
て
お
り
︑
や
が
て
一
〇
2
末
に
﹁
福
錕
差
�
�
多
し
﹂
と
の
理
由
か
ら
︑
步
軍
瓜
領
を
榮
祿
に
=
代
す
る
上
諭
が
下
さ

れ
た(

45
)

︒
こ
の
よ
う
な
經
雲
か
ら
も
5
ら
か
な
よ
う
に
︑
當
時
の
北
京
で
は
︑
日
本
人
ス
パ
イ
の
存
在
や
︑
そ
れ
に
よ
る
破
壞
活
動
の
可
能
性
が
危
惧

さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
が
︑
�
廷
が
目
下
の
脅
威
と
み
な
し
︑
榮
祿
の
步
軍
瓜
領
就
任
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
や
が
て
﹁
京

師
殆
危
の
6
形
﹂
が
)
づ
く
中
で
︑
こ
の
よ
う
な
脅
威
が
榮
祿
や
�
廷
に
再
�
識
さ
れ
︑


防
處
の
設
置
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る(

46
)

︒
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第
三
違

督
辦
軍
務
處
の
理
想
と
現
實

(一
)
設
置
の

提


違
で
は
︑
北
京
で
の
日
本
人
ス
パ
イ
の
活
動
に
對
す
る
�
廷
の
恐
怖
が
︑


防
處
設
置
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
を
営
べ
た
︒
で
は
同
日
に

設
置
さ
れ
た
督
辦
軍
務
處
は
︑
何
に
對
す
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

督
辦
軍
務
處
は
︑
そ
の
設
置
時
の
經
:
や
﹁
軍
務
を
督
辦
す
る
﹂
と
の
名
稱
か
ら
︑
軍
務
E
般
の
瓜
�
を
擔
っ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
︒

江
南
u
監
察
御
#
鍾
德
祥
が
﹁
此
れ
E
局
の
一
大
轉
機
な
り
﹂
と
営
べ
た
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
見
方
は
設
置
を
後
押
し
し
た
淸
議
-
官
僚
に
顯

著
で
あ
っ
た(47

)
︒

督
辦
軍
務
處
の
具
體
$
な
働
き
と
し
て
︑
例
え
ば
志
銳
は
先
に
自
身
が
推
擧
し
︑
旅
順
を
守
備
し
て
い
た
淮
軍
の
將
官
︑
衞
汝
成
に
つ
い
て

﹁
⁝
該
員
募
る
I
の
淮
勇
未
だ
得
力
な
る
能
は
ず
︑
且
つ
缺
額
頗や

や
多
し
﹂
と
営
べ
る
︒
そ
の
上
で
﹁
竝
び
に
	
ふ
ら
く
は
督
辦
軍
務
王
大
臣

に
飭
令
し
︑
卽
ち
に
該
員
を
將
て
撤
]
し
て
瓜
帶
を
*
奄
せ
し
め
︑
以
て
事
機
を
貽
�
す
る
を
免
れ
ん
こ
と
を
﹂
と
す
る
︒
だ
が
︑
こ
の
�
	

に
應
じ
︑
督
辦
軍
務
處
が
淮
軍
の
將
官
の
人
事
に
介
入
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
や
が
て
︑
一
一
2
二
一
日
に
は
旅
順
が
陷
落
し
た
︒
そ
の
際

に
︑
�
走
を
疑
わ
れ
た
衞
汝
成
の
&
査
︑
捕
x
を
命
じ
ら
れ
た
の
は
李
鴻
違
で
あ
っ
た(48

)
︒
ま
た
後
に
は
︑
左
庶
子
戴
鴻
慈
も
﹁
賞
罰
違
;
﹂
の

作
成
を
督
辦
軍
務
處
に
求
め
て
い
る
︒
だ
が
︑
こ
れ
に
對
し
て
も
督
辦
軍
務
處
は
そ
の
求
め
に
應
じ
て
い
な
い(49

)
︒

實
際
の
指
揮
に
關
し
て
は
︑
國
子
監
司
業
瑞
洵
が
慶
親
王
の
出
馬
を
求
め
た
︒
瑞
洵
は
︑
天
津
︑
大
沽
一
帶
に
慶
親
王
を
�
屯
さ
せ
︑
�
廷

內
の
督
辦
軍
務
處
に
あ
る
恭
親
王
と
﹁
內
外
相
輔
け
て
遙
か
よ
り
制
し
)
き
よ
り
監
し
︑
共
に
旋
斡
を
圖
﹂
る
よ
う
営
べ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑

恭
親
王
や
慶
親
王
と
い
う
督
辦
軍
務
處
の
首
班
と
�
席
に
よ
る
指
揮
系
瓜
の
瓜
一
︑
强
�
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た(

50
)

︒
し
か
し
︑
慶
親
王
の
出

馬
や
督
辦
軍
務
處
に
よ
る
指
揮
な
ど
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
︒
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督
辦
軍
務
處
が
指
揮
な
ど
の
軍
務
を
瓜
括
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
兩
江
總
督
劉
坤
一
の
登
用
に
5
示
さ
れ
て
い
る
︒

旅
順
が
陷
落
す
る
と
︑
�
廷
は
一
二
2
末
に
上
諭
を
發
し
︑
劉
坤
一
を
欽
差
大
臣
に
任
じ
て
長
城
內
外
の
諸
軍
に
對
す
る
指
揮
權
を
付
與
し

た
︒
淮
軍
が
敗
]
を
重
ね
る
中
で
︑
湘
軍
を
c
い
た
劉
坤
一
を
"
用
し
︑
そ
の
下
に
指
揮
系
瓜
を
瓜
一
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る(51

)
︒

し
か
し
︑
直
後
に
劉
坤
一
は
そ
の
撤
囘
を
求
め
る
上
奏
を
行
っ
た
︒
そ
こ
で
は
﹁
擬
し
て
	
ふ
ら
く
は
旨
も
て
臣
を
將
っ
て
督
辦
軍
務
處
に

=
し
︑
恭
親
王
等
に
隨
同
し
て
軍
務
を
辦
理
せ
し
め
︑
抑
も
或
い
は
湘
軍
二
三
十
營
を
指
撥
し
て
臣
の
瓜
帶
に
歸
し
︑

敵
に
馳
赴
せ
し
め
︑

一
路
の
師
に
當
た
ら
﹂
せ
る
よ
う
に
と
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
欽
差
大
臣
へ
の
"
用
の
代
替
案
と
し
て
︑
劉
坤
一
は
督
辦
軍
務
處
の
指
揮
下
で
の

自
身
の
登
用
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た(52

)
︒

だ
が
︑
�
廷
は
こ
れ
を
た
だ
ち
に
却
下
し
た
︒
そ
し
て
︑
改
め
て
劉
坤
一
を
欽
差
大
臣
と
し
︑
そ
の
下
に
指
揮
系
瓜
を
瓜
一
す
る
こ
と
を
定

め
る
︒
こ
れ
を
Y
け
た
劉
坤
一
は
﹁
竝
び
に
隨
時
咨
も
て
督
辦
軍
務
王
大
臣
に
商
り
G
愼
に
辦
理
﹂
す
る
A
向
を
示
し
︑
楡
關

(山
海
關
)
に

向
か
っ
た(53

)
︒
以
上
の
よ
う
な
�
廷
の
t
勢
か
ら
は
︑
積
極
$
に
督
辦
軍
務
處
の
下
に
指
揮
系
瓜
を
瓜
一
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
見
ら
れ
な
い
︒

こ
こ
で
︑
督
辦
軍
務
處
の
實
態
を
探
る
手
掛
か
り
と
し
て
︑
設
置
を
宣
言
し
た
上
諭
を
見
て
み
た
い
︒
そ
こ
で
は
﹁
現
在
畿
輔
に
大
兵
の
雲

集
せ
ば
︑
著
し
て
恭
親
王
を
-
し
て
軍
務
を
督
辦
せ
し
む
︑
I
<
る
各
路
の
瓜
兵
大
員
は
︑
均み

な

�
制
に
歸
し
︑
如
し
號
令
に
�
は
ざ
る
者
<
れ

ば
︑
卽
ち
に
軍
法
を
以
て
從
事
せ
よ
﹂
と
営
べ
ら
れ
て
い
る(54

)
︒
こ
こ
で
m
目
す
べ
き
は
﹁
畿
輔
に
大
兵
の
雲
集
﹂
し
た
狀
況
と
﹁
號
令
に
�
は

ざ
る
者
﹂
の
存
在
が
共
に

提
と
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
︒

﹁
は
じ
め
に
﹂
で
も
觸
れ
た
が
︑
當
時
の
畿
輔
︑
す
な
わ
ち
直
隸
省
で
は
︑

線
へ
の
增
-
と
日
本
軍
の
來
襲
に
備
え
る
た
め
に
各
省
よ
り

勇
營
が
集
結
し
て
い
た
︒
一
八
九
四
年
八
2
の
宣
戰
布
吿
か
ら
督
辦
軍
務
處
が
設
置
さ
れ
る
直

の
同
年
一
〇
2
末
ま
で
︑
そ
の
槪
數
は
三
萬

か
ら
四
萬
人
に
3
ぶ
︒
そ
れ
ら
は
D
に
江
蘇
省
︑
河
南
省
︑
山
東
省
か
ら
の
も
の
や
︑
湖
南
省
の
湘
軍
︑
貴
州
省
の
黔
軍
な
ど
で
あ
っ
た(55

)
︒
總

じ
て
︑
こ
れ
ら
勇
營
は
規
律
が
備
わ
ら
ず
︑
各
地
で
治
安
の
惡
�
を
招
い
た(56

)
︒
こ
う
し
た
勇
營
の
集
結
し
た
直
隸
省
が
﹁
大
兵
の
雲
集
﹂
と
形

容
さ
れ
︑
督
辦
軍
務
處
設
置
の

提
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
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(二
)
勇
營
へ
の
監
視

�
に
︑
も
う
一
方
の

提
で
あ
る
﹁
號
令
に
�
は
ざ
る
者
﹂
の
存
在
に
つ
い
て
︑
以
下
に
督
辦
軍
務
處
が
關
與
し
た
具
體
$
な
事
例
を
擧
げ

て
営
べ
て
み
た
い
︒

そ
の
一
つ
と
し
て
︑
ま
ず
甘
肅
肅
州
鎭
總
兵
田
在
田
へ
の
彈
云
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
各
省
よ
り
勇
營
が
直
隸
省
に
集
う
中
で
︑
北
京
へ
來
る
こ

と
を
命
じ
ら
れ
た
田
在
田
は
︑
そ
の
o
�
に
山
東
省
で
勇
營
を
組
織
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
田
在
田
は
六
營
を
募
り
︑
天
津
か
ら

�
州
へ
と
移
動
し
た(57

)
︒

こ
の
よ
う
に
�
州
に
�
留
す
る
よ
う
に
な
っ
た
田
在
田
だ
が
︑
や
が
て
彼
に
對
す
る
彈
云
が
相
�
い
で
行
わ
れ
る
︒
こ
の
彈
云
の
一
つ
と
し

て
丁
立
鈞
ら
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
が
あ
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
竊
か
に
査
す
る
に
該
員
の
軍
を
成
す
こ
と
太
だ
�
け
れ
ば
︑
招
く
I
は
至
っ
て
濫

に
し
て
︑
梟
徒
土
匪
其
の
中
に
雜
廁
せ
ば
︑
事
<
り
て
は
倚
り
て
干
城
と
作
し
難
く
︑
事
無
き
も
恐
ら
く
は
徒
ら
に
騷
擾
を
滋
さ
ん
︒
⁝
輦
轂

の
下
︑
須
ら
く
非
常
に
備
ふ
べ
き
な
れ
ば
︑
宜
し
く
他
處
に
&
紮
し
︑
另
に
素
よ
り
紀
律
<
る
の
軍
を
擇
び
�
州
に
�
紮
せ
し
め
て
G
と
爲
す

べ
き
に
似
た
り
﹂
と
営
べ
ら
れ
て
い
る(58

)
︒

こ
う
し
た
一
聯
の
彈
云
を
Y
け
︑
�
廷
は
田
在
田
の
勇
營
に
よ
る
治
安
の
惡
�
な
ど
に
つ
い
て
︑
&
査
を
恭
親
王
︑
す
な
わ
ち
督
辦
軍
務
處

に
命
じ
た(59

)
︒
や
が
て
こ
れ
ら
を
經
て
︑
田
在
田
を
肅
州
鎭
總
兵
の
本
任
に
復
し
︑
そ
の
勇
營
を
甘
肅
提
督
李
培
榮
に
引
き
繼
が
せ
る
こ
と
が
決

定
さ
れ
る
︒
當
時
︑
李
培
榮
は
督
辦
軍
務
處
で
の
﹁
差
b
﹂
を
命
じ
ら
れ
た
者
で
あ
っ
た(60

)
︒

や
が
て
︑
こ
の
李
培
榮
も
彈
云
︑
處
罰
を
Y
け
る
︒
ま
ず
︑
一
八
九
五
年
一
2
一
三
日
に
﹁
⁝
提
督
李
培
榮
︑
素
性
傲
惰
に
て
︑
軍
事
を
理

め
ず
﹂
と
の
上
奏
が
行
わ
れ
る
と
︑
續
く
一
2
一
九
日
に
は
李
培
榮
の
軍
費
橫
領
や
越
權
行
爲
な
ど
に
對
し
彈
云
が
行
わ
れ
た
︒
そ
し
て
そ
れ

ら
の
&
査
は
劉
坤
一
に
命
じ
ら
れ
た(61

)
︒
だ
が
そ
の
閒
の
一
2
一
八
日
に
は
﹁
營
勇
搶
銀
し
て
滋
事
す
︑
	
ふ
ら
く
は
未
だ
彈
壓
す
る
能
は
ざ
る

の
營
Ú
瓜
�
の
各
官
を
將
て
分
別
に
�
處
さ
れ
ん
こ
と
を
﹂
と
し
て
︑
李
培
榮
以
下
︑
そ
の
勇
營
內
の
各
官
を
處
罰
す
る
よ
う
督
辦
軍
務
處
が
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求
め
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
れ
は
た
だ
ち
に
裁
可
さ
れ
た(62

)
︒

そ
の
後
︑
劉
坤
一
は
&
査
結
果
を
報
吿
し
た
︒
そ
こ
で
は
︑
李
培
榮
の
各
行
爲
に
は
や
む
を
得
な
い
事
6
が
あ
る
も
の
の
︑﹁
專
閫
大
員
﹂

で
あ
る
が
故
に
責
任
を
免
れ
な
い
と
し
た
上
で
﹁
且
つ
該
營
勇
に
鼓
譟
搶
餉
の
案
<
り
︑
w
あ
り
て
督
辦
處
王
大
臣
の
奏
	
を
經
て
該
提
督
3

び
各
營
官
を
將
て
分
別
に
革
職
議
處
せ
ば
︑
則
ち
李
培
榮
の
該
營
を
撫
馭
す
る
能
は
ざ
る
こ
と
知
る
べ
し
﹂
と
営
べ
ら
れ
て
い
る(63

)
︒
こ
こ
か
ら

は
劉
坤
一
が
李
培
榮
を
處
分
す
る
際
に
︑
督
辦
軍
務
處
に
よ
る
先
の
處
罰
�
	
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
ら
に
よ
り
李
培
榮
は

革
職
留
任
と
の
處
分
を
Y
け
︑
甘
肅
提
督
の
本
任
に
復
し
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
勇
營
は
九
江
鎭
總
兵
宋
�
儒
の
下
に
移
さ
れ
た(64

)
︒

こ
う
し
た
督
辦
軍
務
處
の
勇
營
に
對
す
る
關
與
は
甘
軍
に
對
し
て
も
行
わ
れ
た
︒
甘
軍
と
は
喀
什
噶
爾
提
督
董
福
祥
に
c
い
ら
れ
て
い
た
勇

營
で
あ
る
︒
こ
れ
は
直
隸
省
︑
山
東
省
一
帶
で
召
募
さ
れ
た
勇
と
甘
肅
省
か
ら
の
勇
に
よ
り
�
成
さ
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
當
時
︑
張
家
灣
に

あ
っ
た

湖
北
提
督
;
�
炳
の
勇
營
と
共
に
︑﹁
)
畿
に
防
を
設
け
﹂
る
た
め
︑
河
西
務
に
�
屯
し
て
い
た
︒
張
家
灣
は
�
州
附
)
に
あ
り
︑

河
西
務
は
天
津
よ
り
北
京
へ
の
o
�
に
あ
た
る
︒
こ
れ
ら
の
�
屯
は
︑
榮
祿
の
上
奏
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た(65

)
︒

こ
の
甘
軍
に
つ
い
て
︑
一
八
九
五
年
四
2
に
張
仲
炘
が
﹁
將
士
不
和
な
り
﹂
と
す
る
上
奏
を
行
う
︒
そ
こ
で
�
廷
は
こ
の
&
査
を
督
辦
軍
務

處
に
命
じ
た
︒
こ
れ
を
Y
け
た
督
辦
軍
務
處
は
﹁
營
官
董
陽
春
︑
屢
ば
指
摘
を
被
れ
ば
︑
剋
扣
の
確
據
無
し
と
雖
も
︑
究
に
營
官
の
任
に
�
へ

ず
︒
�
鳳
輝
�
件
を
査
辦
す
る
に
於
い
て
︑

後
其
の
說
を
反
�
し
︑
迹
は
搖
惑
な
る
に
)
く
︑
亦
た
營
務
處
の
任
に
�
へ
難
し
︒
	
ふ
ら
く

は
該
總
兵
�
鳳
輝
︑
副
將
董
陽
春
を
將
て
均み

な

卽
ち
に
撤
差
離
營
せ
し
め
︑
以
て
別
に
事
端
を
生
ず
る
を
免
れ
ん
こ
と
を
﹂
と
の
報
吿
を
行
っ
た
︒

こ
こ
で
︑
橫
領
の
證
據
が
無
か
っ
た
に
も
關
わ
ら
ず
董
陽
春
を
解
任
し
︑
*
に
は
&
査
報
吿
が
不
5
瞭
で
あ
っ
た
と
し
て
�
鳳
輝
へ
も
同
樣
の

處
分
を
行
う
よ
う
督
辦
軍
務
處
は
求
め
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
れ
は
裁
可
さ
れ
た(66

)
︒

だ
が
︑
こ
う
し
た
督
辦
軍
務
處
に
よ
る
積
極
$
︑
嚴
格
な
關
與
や
監
視
は
︑
當
時
動
員
さ
れ
て
い
た
E
て
の
勇
營
を
對
象
と
し
て
行
わ
れ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
早
く
は
︑
督
辦
軍
務
處
が
設
置
さ
れ
た
直
後
の
一
八
九
四
年
一
一
2
二
〇
日
に
は
﹁
各
路
瓜
兵
大
員
﹂
に
對
し
︑
麾
下

の
部
�
の
監
視
や
處
罰
を
嚴
格
に
行
う
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る(67

)
︒
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ま
た
︑
李
培
榮
へ
の
處
罰
が
行
わ
れ
て
い
た
と
同
じ
一
2
に
は
︑
直
隸
と
山
東
の
治
安
が
﹁
大
兵
雲
集
﹂
に
よ
り
惡
�
し
て
い
る
と
し
て
︑

�
廷
は
關
係
者
の
處
罰
や
治
安
の
囘
復
︑
維
持
を
﹁
各
路
瓜
兵
大
臣
﹂
と
直
隸
總
督
︑
山
東


撫
に
命
じ
た(68

)
︒
*
に
︑
甘
軍
に
對
す
る
處
分
と

同
じ
四
2
に
は
︑
營
口
よ
り
]
却
し
天
津
に
あ
っ
た
記
名
提
督
蔣
希
夷
の
勇
營
が
天
津
で
暴
動
を
"
こ
し
た
︒
こ
れ
は
給
與
未
拂
い
に
端
を
發

す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
そ
の
&
査
等
は
署
直
隸
總
督
王
�
韶
が
行
っ
て
お
り
︑
督
辦
軍
務
處
が
關
與
し
た
形
跡
は
な
い(69

)
︒

こ
の
よ
う
な
�
廷
や
督
辦
軍
務
處
の
各
勇
營
に
對
す
る
t
勢
の
 
い
は
︑
そ
の
�
屯
地
に
"
因
し
て
い
た
︒
田
在
田
︑
李
培
榮
︑
甘
軍
は
い

ず
れ
も
�
州
︑
河
西
務
と
い
っ
た
地
域
に
あ
り
︑﹁
京
東
に
�
紮
し
て
)
畿
を
保
衞
﹂
す
る
軍
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た(70

)
︒
だ
が
﹁
保
衞
﹂
の

た
め
閒
)
に
あ
る
が
故
に
︑
こ
れ
ら
の
軍
の
動
向
は
北
京
の
安
E
に
直
結
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
上
営
の
よ
う
な
積
極
$
な
關
與

が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
︑
北
京
の
治
安
維
持
の
た
め
︑
そ
の
周
邊
に
あ
る
勇
營
が
﹁
號
令
に
�
は
ざ
る
者
﹂

と
な
ら
な
い
よ
う
に
監
視
す
る
こ
と
が
︑
督
辦
軍
務
處
の
D
た
る
役
割
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

第
四
違

戰
後
の
防
衞
體
制
再
�

そ
の
後
も
淸
�
は
敗
]
を
續
け
︑
や
が
て
日
淸
兩
國
は
¡
和
=
涉
を
行
う
︒
そ
し
て
一
八
九
五
年
三
2
末
に
は
休
戰
條
8
が
︑
四
2
中
旬
に

は
下
關
條
8
が
閲
結
さ
れ
︑
日
淸
戰
爭
は
C
結
し
た
︒
し
か
し
︑
戰
爭
の
C
結
と
共
に
︑
六
2
に
は
﹁
雲
集
﹂
し
た
勇
營
の
今
後
が
論
じ
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
︒

ま
ず
︑
總
理
東
征
糧
臺
と
し
て
兵
站
を
擔
っ
て
い
た
廣
西
按
察
�
胡
燏
棻
が
兵
勇
の
解
散
を
上
奏
し
た
︒
そ
れ
は
D
に
﹁
經
費
を
�
す
﹂
る

た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
そ
の
同
日
に
劉
坤
一
も
Q
同
龢
に
﹁
第
だ
須
ら
く
分
投
安
置
せ
ば
︑
相
聚
ま
り
て
非
を
爲
す
を
免
る
る
に
庶

か
る
べ
し
﹂
と
営
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
治
安
上
の
觀
點
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る(71

)
︒
や
が
て
︑
こ
れ
ら
を
Y
け
て
督
辦
軍
務
處
も
戰
後
に

お
け
る
兵
勇
の
整
理
3
び
直
隸
省
の
防
衞
に
つ
い
て
上
奏
を
行
っ
た
︒

上
奏
で
は
︑
督
辦
軍
務
處
は
﹁
關
內
外
共
四
百
餘
營
﹂
に
つ
い
て
﹁
留

(殘
留
)
﹂﹁
裁

(
解
散
)
﹂﹁
¢

(合
¢
)
﹂
の
三
種
の
方
針
で
臨
む
こ
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と
を
営
べ
て
い
る
︒
こ
れ
を
Y
け
た
�
廷
は
︑
そ
の
方
針
に
基
づ
き
兵
勇
の
整
理
を
行
う
よ
う
劉
坤
一
ら
に
命
じ
た(

72
)

︒
劉
坤
一
は
︑
ま
ず
自
身

が
直
接
に
指
揮
し
て
い
た
兵
勇
の
解
散
を
行
い
︑
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
﹁
淮
軍
尙
多
し
﹂
と
の
理
由
か
ら
︑
王
�
韶
や
李
鴻
違
と
の
協
議
を

經
た
上
で
着
手
す
る
A
向
を
示
し
た(73

)
︒

や
が
て
劉
坤
一
に
よ
る
上
奏
が
行
わ
れ
た
︒
そ
こ
で
は
︑
淮
軍
に
關
し
て
︑
長
城
內
外
に
あ
る
淮
軍
を
再
�
し
て
お
よ
そ
五
〇
營
と
し
︑
當

時
蘆
臺
に
�
屯
し
て
い
た
淮
軍
の
將
官
︑
直
隸
提
督
聶
士
成
の
指
揮
下
に
置
く
こ
と
が
具
申
さ
れ
た
︒
一
方
︑
同
じ
く
從
軍
し
て
い
た
湘
軍
に

つ
い
て
は
︑
お
よ
そ
九
〇
營
が
現
存
す
る
も
の
の
︑
こ
れ
ら
を
E
て
解
散
︑
歸
£
さ
せ
る
旨
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
湘
軍
の
解
散
に
つ
い
て
︑

湘
軍
の
各
指
揮
官
が
﹁
分
位
相
等
し
﹂
く
︑
指
揮
權
を
瓜
一
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
や
︑
勇
が
北
方
の
風
土
に
¤
さ
ず
に
病
氣
や
�
¥

の
恐
れ
が
あ
る
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
長
城
外
に
つ
い
て
は
宋
慶
の
豫
軍
を
盛
京
地
方
の
錦
州
に
�
屯
さ
せ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た(74

)
︒

こ
う
し
た
�
想
の
背
景
に
つ
い
て
︑
劉
坤
一
は
李
鴻
違
や
王
�
韶
に
宛
て
た
書
鯵
で
﹁
淮
軍
總
瓜
の
直
隸
提
督
聶
軍
門
の
如
き
は
︑
勇
略
な

る
こ
と
諸
將
の
冠
爲
り
︑
關
津
は
皆
直
隸
提
督
の
I
�
な
れ
ば
︑
應
に
卽
ち
に
關
津
の
防
務
を
以
て
該
提
督
一
人
に
責
成
す
べ
し
︑
⁝
再
に
登

州
鎭
違
高
元
︑
永
州
鎭
賈
"
盛
︑

臺
灣
鎭
吳
宏
洛
の
三
軍
を
以
て
之
に
隸
せ
し
め
︑
⁝
以
て
其
の
力
を
厚
く
︑
而
し
て
其
の
權
を
重
く
す
﹂

と
営
べ
て
い
る(75

)
︒

*
に
劉
坤
一
は
︑
先
の
上
奏
で
﹁
廣
西
臬
司
胡
燏
棻
練
す
る
I
の
定
武
軍
に
至
り
て
は
︑
已
に
純
熟
な
る
に
臻
ら
ば
︑
應
に
何
永
盛
︑
王
得

�
︑
周
蘭
亭
等
の
礮
�
と
︑
俱
に
北
洋
大
臣
の
親
兵
と
爲
す
べ
し
﹂
と
営
べ
る
︒
こ
の
定
武
軍
と
は
︑
當
時
胡
燏
棻
が
督
辦
軍
務
處
の
下
︑
天

津
で
�
成
し
て
い
た
軍
で
あ
る
︒
こ
れ
は
�
廷
に
直
屬
す
る
軍
と
位
置
附
け
ら
れ
て
い
た(76

)
︒
だ
が
︑
劉
坤
一
は
そ
れ
を
北
洋
大
臣
の
直
屬
と
す

る
こ
と
を
具
申
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
︑
戰
後
の
直
隸
省
に
つ
い
て
︑
劉
坤
一
は
そ
の
防
衞
の
D
體
を
淮
軍
と
す
る
こ
と
を
A

圖
し
て
い
た
と
い
え
る
︒

�
廷
は
督
辦
軍
務
處
に
こ
の
劉
坤
一
の
上
奏
を
檢
討
す
る
よ
う
命
じ
た
︒
だ
が
︑
督
辦
軍
務
處
が
檢
討
の
結
果
を
上
奏
す
る
ま
で
︑
直
隸
省

に
お
け
る
軍
の
再
�
に
關
し
て
い
く
つ
か
の
A
見
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
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そ
れ
は
︑
王
p
©
︑
余
聯
沅
︑
戴
鴻
慈
︑
丁
立
鈞
ら
が
各
々
上
奏
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
當
時
︑
こ
れ
ら
の
淸
議
-
官
僚
は
¡
和
に
反
對
し
︑

敗
戰
を
齎
し
た
と
し
て
李
鴻
違
へ
の
彈
云
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
軍
の
再
�
に
關
す
る
上
奏
も
︑
そ
の
趣
旨
は
李
鴻
違
へ
の
彈

云
や
牽
制
に
あ
る
︒
だ
が
︑
管
見
の
限
り
に
お
い
て
︑
劉
坤
一
の
上
奏
を
Y
け
て
行
わ
れ
た
上
奏
で
︑
同
樣
の
も
の
が
他
に
見
ら
れ
な
い
こ
と

か
ら
︑
こ
れ
ら
の
上
奏
は
檢
討
に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る(77

)
︒

上
奏
に
お
い
て
︑
王
p
©
︑
戴
鴻
慈
︑
丁
立
鈞
は
︑
¡
和
が
成
立
す
る
も
未
だ
に
日
本
軍
に
よ
る
威
海
衞
や
遼
東
�
島
の
占
領
が
續
き
︑
直

隸
省
が
依
然
と
し
て
危
機
$
な
狀
況
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
ま
た
︑
戴
鴻
慈
は
︑
そ
の
上
で
淮
軍
以
外
の
軍
を
解
散
す
れ
ば
︑
そ
れ
ら
の

軍
の
再
結
集
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
営
べ
て
い
る
︒

*
に
余
聯
沅
は
︑
李
鴻
違
に
つ
い
て
﹁
司
馬
昭
の
心
︑
路
人
皆
之
を
知
る
﹂
と
喩
え
︑
そ
の
野
心
を
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
︑
劉
坤
一
や
王
�

韶
を
李
鴻
違
に
お
も
ね
る
者
と
糾
彈
し
︑
そ
の
上
奏
に
從
え
ば
︑
淮
軍
が
直
隸
省
に
分
布
し
て
李
鴻
違
は
ま
す
ま
す
專
橫
を
極
め
︑﹁
⁝
�
廷

立
ち
ど
こ
ろ
に
其
の
孤
危
な
る
を
見
は
し
︑
後
患
言
ふ
に
�
ふ
べ
か
ら
ず
﹂
と
営
べ
る
︒
そ
こ
で
余
聯
沅
は
湘
軍
︑
淮
軍
︑
豫
軍
の
¢
用
を
求

め
て
い
る(78

)
︒

ま
た
︑
余
聯
沅
は
胡
燏
棻
に
つ
い
て
も
動
向
を
警
戒
し
て
い
る
︒
そ
し
て
﹁
胡
燏
棻
素
日
よ
り
李
鴻
違
に
諂
附
す
︑
而
し
て
印
隱
か
に
將
來

の
北
洋
を
以
て
自
任
せ
り
︒
聞
く
な
ら
く
其
の
甘
言
を
以
て
吳
宏
洛
を
誘
致
し
︑
而
し
て
以
て
衣
日
の
用
に
收
む
る
を
冀
ふ
と
︒
此
れ
其
の
心

の
測
り
叵
き
は
︑
直
に
李
鴻
違
と
等
し
﹂
と
営
べ
る
︒

や
が
て
督
辦
軍
務
處
が
上
奏
を
行
っ
た(79

)
︒
そ
こ
で
は
︑
湘
軍
や
淮
軍
以
外
の
勇
營
に
關
し
て
︑
劉
坤
一
の
上
奏
�
り
に
解
散
さ
せ
る
こ
と
が

営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
だ
が
湘
軍
に
つ
い
て
は
﹁
湘
軍
水
土
未
だ
宜
し
か
ら
ず
と
雖
も
︑
然
れ
ど
も
_
u
ª
&
し
て
來
ら
ば
︑
豈
に
E
て
裁
撤
を

行
ふ
べ
き
や
﹂
と
し
て
解
散
を
�
め
て
い
な
い
︒
そ
し
て
︑
江
西
藩
司
魏
光
燾
の
c
い
る
湘
軍
三
〇
營
を
山
海
關
に
置
き
︑
聶
士
成
の
指
揮
す

る
三
〇
營
を
天
津
︑
大
沽
一
帶
に
�
屯
さ
せ
る
こ
と
︑
ま
た
︑
宋
慶
は
三
〇
營
を
c
い
錦
州
に
�
屯
す
る
こ
と
な
ど
が
営
べ
ら
れ
た
︒

ま
た
胡
燏
棻
と
定
武
軍
に
關
し
て
︑
督
辦
軍
務
處
は
﹁
各
礮
臺
の
守
兵
︑
親
軍
營
の
礮
�
に
至
り
て
は
︑
應
に
北
洋
大
臣
の
&
b
に
歸
す
べ
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き
者
は
議
裁
の
列
に
在
ら
ず
﹂
と
す
る
の
み
で
あ
る
︒
こ
こ
で
督
辦
軍
務
處
は
定
武
軍
の
處
¬
に
つ
い
て
言
3
を
 
け
た
︒
こ
れ
は
定
武
軍
が

北
洋
大
臣
の
直
屬
と
な
る
こ
と
を
拒
否
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
そ
し
て
こ
の
督
辦
軍
務
處
の
上
奏
は
裁
可
さ
れ
た(80

)
︒

結
果
と
し
て
︑
直
隸
省
に
は
淮
軍
と
湘
軍
が
¢
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
錦
州
に
は
豫
軍
が
�
留
し
た
︒
ま
た
︑
定
武
軍
と
胡
燏
棻

に
關
し
て
も
︑
こ
の
8
五
箇
2
後
に
は
怨
円
陸
軍
と
改
稱
し
︑
當
時
督
辦
軍
務
處
に
衣
動
し
て
い
た
袁
世
凱
が
胡
燏
棻
に
代
わ
っ
て
そ
の
管
理

を
行
う
こ
と
と
な
る(81

)
︒
こ
の
よ
う
に
見
る
と
︑
督
辦
軍
務
處
に
よ
る
上
奏
は
余
聯
沅
な
ど
の
影

を
大
き
く
Y
け
た
も
の
で
あ
り
︑
北
洋
大
臣

3
び
淮
軍
へ
の
牽
制
を
A
圖
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

兵
勇
の
整
理
や
直
隸
省
防
衞
の
方
針
が
定
め
ら
れ
て
い
く
中
で
︑
甘
肅
省
で
は
ム
ス
リ
ム
同
士
の
爭
い
に
端
を
發
す
る
暴
動
が
生
じ
た
︒
こ

れ
は
河
湟
事
變
と
稱
さ
れ
る(82

)
︒
一
八
九
五
年
五
2
︑
こ
れ
に
際
會
し
た
陝
甘
總
督
楊
昌
濬
の
再
三
の
�
	
に
よ
り
︑
�
廷
は
董
福
祥
と
甘
軍
を

甘
肅
省
に
-
b
す
る(83

)
︒

先
営
の
よ
う
に
︑
�
廷
は
河
西
務
を
北
京
防
衞
の
�
と
見
な
し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
甘
軍
が
甘
肅
省
へ
と
赴
く
と
︑
た
だ
ち
に
直
隸
省
に
あ

る
湘
軍
の
一
部
�
︑
高
州
鎭
總
兵
余
虎
恩
の
c
い
る
虎
字
營
に
河
西
務
へ
の
移
動
を
命
じ
た
︒
そ
の
際
に
は
﹁
絲
毫
も
騷
擾
を
准
さ
ず
﹂
と
︑

治
安
の
惡
�
を
防
ぐ
よ
う
嚴
命
し
て
い
る(84

)
︒
し
か
し
︑
や
が
て
一
八
九
六
年
三
2
に
︑
�
廷
は
﹁
�
日
の
紀
律
嚴
な
ら
ず
︑
今
復
た
剋
扣
︑
抑

勒
の
6
事
<
り
﹂
と
し
て
︑
余
虎
恩
の
&
査
と
虎
字
營
の
解
散
を
王
�
韶
に
命
じ
る(85

)
︒
解
散
に
つ
い
て
﹁
頗や

や
法
の
如
か
ら
ず
﹂
と
王
�
韶
は

営
べ
る
が
︑
こ
の
閒
の
事
6
を
彼
は
®
�
︑
督
辦
軍
務
處
に
報
吿
を
行
っ
て
い
る(86

)
︒
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
も
︑
�
廷
や
督
辦
軍
務
處
が
北
京
)

郊
の
勇
營
の
動
向
に
對
し
︑
特
に
警
戒
を
拂
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

と
こ
ろ
で
甘
軍
を
-
b
し
て
も
河
湟
事
變
は
C
息
し
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
�
廷
は
︑
先
の
督
辦
軍
務
處
の
上
奏
に
よ
り
湘
軍
を
c
い
て
山
海

關
に
あ
っ
た
魏
光
燾
の
-
b
を
決
定
す
る
︒
魏
光
燾
が
-
b
さ
れ
た
後
に
︑
山
海
關
の
湘
軍
は
江
西
布
政
�
陳
湜
の
指
揮
下
に
引
き
繼
が
れ
た
︒

だ
が
︑
や
が
て
陳
湜
が
在
職
中
に
死
去
し
た
こ
と
で
︑
直
隸
省
の
湘
軍
の
解
散
が
決
定
さ
れ
る(87

)
︒
こ
う
し
て
直
隸
省
に
お
け
る
湘
軍
と
淮
軍
の

¢
用
は
C
わ
り
を
吿
げ
た(88

)
︒
直
隸
省
の
防
衞
體
制
は
日
淸
戰
爭
以

の
淮
軍
を
D
力
と
し
た
も
の
へ
と
囘
歸
す
る
こ
と
と
な
る
︒
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こ
の
よ
う
な
中
で
︑
軍
費
を
理
由
に
︑
督
辦
軍
務
處
は
王
�
韶
に
北
洋
の
淮
軍
の
°
減
を
命
じ
た
︒
そ
こ
で
は
︑
聶
士
成
の
三
〇
營
を
除
く

淮
軍
二
八
營
を
︑
二
一
營
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
︒
王
�
韶
は
こ
れ
に
難
色
を
示
し
た
も
の
の
︑
一
營
の
人
數
を
減
ら
す
こ
と
な
ど
を
行
い
︑

聶
士
成
の
三
〇
營
を
含
め
︑
總
計
五
五
營
と
す
る
こ
と
で
應
じ
た(89

)
︒

ま
た
一
八
九
六
年
五
2
に
は
︑
軍
費
の
橫
領
と
治
安
の
惡
�
を
招
い
て
い
る
と
し
て
御
#
胡
景
桂
が
袁
世
凱
へ
の
彈
云
を
行
っ
た
︒
�
廷
は

こ
の
&
査
を
榮
祿
に
命
じ
た
︒

&
査
を
行
っ
た
榮
祿
は
︑
彈
云
が
事
實
無
根
だ
と
営
べ
た
︒
し
か
し
︑
一
方
で
榮
祿
は
袁
世
凱
を
指
揮
し
︑
敎
²
す
る
こ
と
の
必
�
性
を
訴

え
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
擔
い
手
に
つ
い
て
﹁
督
辦
軍
務
處
原
よ
り
暫
局
に
係
ら
ば
︑
恐
ら
く
は
未
だ
久
設
な
る
能
は
ず
︒
査
す
る
に
督
臣
王
�

韶
は
公
忠
な
る
こ
と
夙
に
著
し
く
︑
³
B
�
も
深
く
︑
且
つ
)
き
こ
と
咫
尺
に
在
り
て
︑
考
覈
す
る
に
a
な
れ
ば
︑
該
u
の
怨
円
陸
軍
を
將
て

該
督
の
�
制
に
瓜
歸
す
べ
き
や
否
や
﹂
と
営
べ
て
い
る(90

)
︒

榮
祿
は
自
身
が
屬
す
る
督
辦
軍
務
處
を
暫
定
$
な
機
關
と
見
な
し
た
︒
そ
の
た
め
怨
円
陸
軍
を
王
�
韶
の
管
�
下
に
移
管
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
っ
た
︒

榮
祿
の
提
案
に
對
し
︑
�
廷
は
﹁
王
�
韶
)
く
天
津
に
在
れ
ば
︑
該
u
必
ず
應
に
隨
時
稟
商
し
て
辦
理
す
べ
く
︑
該
督
も
亦
た
當
に
)
き
に

就
き
て
�
眞
に
考
察
す
べ
し
﹂
と
営
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
︒
だ
が
︑
k
年
に
は
袁
世
凱
に
つ
い
て
﹁
著
し
て
仍
ほ
督
辦
軍
務
王
大
臣
の
�
制
に

歸
せ
し
む
﹂
と
5
言
し
て
い
る(91

)
︒

こ
れ
ら
か
ら
は
︑
怨
円
陸
軍
が
な
お
督
辦
軍
務
處
の
指
揮
下
に
あ
り
︑
榮
祿
の
提
案
が
却
下
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
�
廷
が

督
辦
軍
務
處
を
暫
定
$
な
機
關
と
見
な
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
看
取
さ
れ
る
︒

河
湟
事
變
を
經
て
︑
直
隸
省
の
防
衞
體
制
は
變
*
を
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
︒
だ
が
︑
�
廷
と
督
辦
軍
務
處
に
よ
る
︑
淮
軍
と
直
隸
總
督
�
北

洋
大
臣
へ
の
警
戒
や
監
視
は
變
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
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お
わ
り
に

日
淸
戰
爭
に
際
し
︑
�
廷
は
各
省
よ
り
勇
營
の
﹁
北
上
﹂
を
命
じ
た
︒
そ
の
結
果
︑
直
隸
省
は
﹁
大
兵
雲
集
﹂
と
い
う
狀
況
に
至
る
︒
だ
が
︑

當
時
の
勇
營
は
規
律
が
亂
れ
︑
や
や
も
す
れ
ば
治
安
を
惡
�
さ
せ
か
ね
な
い
存
在
で
も
あ
っ
た
︒
そ
し
て
治
安
の
惡
�
は
怨
た
な
紛
爭
な
ど
を

引
き
"
こ
し
か
ね
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
日
本
軍
に
對
す
る
上
で
は
勇
營
の
﹁
北
上
﹂
が
不
可
缺
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
に
當

時
の
�
廷
は
直
面
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
同
時
�
に
天
津
で
發
覺
し
た
日
本
人
ス
パ
イ
の
存
在
は
︑
�
廷
に
北
京
の
治
安
を
危
惧
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
︒

そ
う
し
た
中
で
�
廷
內
で
は
︑
相
�
ぐ
敗
戰
に
業
を
煮
や
し
た
淸
議
-
官
僚
が
中
心
と
な
り
︑
指
揮
系
瓜
の
瓜
一
を
求
め
る
聲
が
"
こ
る
︒

督
辦
軍
務
處
の
設
置
は
︑
こ
れ
ら
の
求
め
と
﹁
大
兵
雲
集
﹂
に
對
す
る
治
安
維
持
を
�
し
た
�
廷
の
A
向
と
の
雙
方
を
兩
立
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
る
︒
だ
が
そ
の
實
態
は
治
安
維
持
が
D
で
あ
り
︑
指
揮
系
瓜
の
瓜
一
な
ど
︑
軍
務
E
般
の
瓜
�
は
二
義
$
な
も
の
に
:
ぎ
な

か
っ
た(

92
)

︒



防
處
の
存
在
が
そ
れ
を
證
5
し
て
い
る
︒


防
處
は
督
辦
軍
務
處
と
同
日
に
設
置
さ
れ
︑
そ
の
�
成
員
も
重
複
し
て
い
た
︒
こ
の


防
處

が
設
置
さ
れ
た
背
景
に
は
︑
日
本
人
ス
パ
イ
の
活
動
に
對
し
北
京
城
內
の
治
安
維
持
を
强
�
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
︒
一
方
で
督
辦
軍
務

處
は
北
京
城
外
の
勇
營
を
監
視
し
た
︒
い
わ
ば
︑
こ
の
兩
者
は
重
複
す
る
�
成
員
の
下
で
︑
北
京
の
內
と
外
の
治
安
維
持
を
相
互
補
完
$
に

擔
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

そ
の
督
辦
軍
務
處
が
勇
營
を
監
視
し
た
地
域
が
�
州
一
帶
で
あ
る
︒
こ
の
地
域
は
北
京
の
安
E
保
障
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
他
方
で
︑

そ
れ
以
外
の
地
域
で
は
︑
督
撫
な
ど
を
�
じ
て
勇
營
へ
の
指
示
が
行
わ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
営
べ
た
階
層
�

�
か
ら
成
る
防
衞
體
制
は
︑
日
淸
戰
爭
�
の
直
隸
省
に
お
い
て
も
繼
續
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
中
心
部
は
北
京
3
び
�
州
一
帶
で
あ

る
︒
そ
し
て
そ
れ
を
取
り
卷
く
外
周
部
は
︑
長
城
附
)
か
ら
天
津
に
か
け
て
の
部
分
で
あ
っ
た
︒
長
城
附
)
は

線
に
接
し
て
お
り
︑
天
津
は
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﹁
北
上
﹂
し
た
勇
營
や
淮
軍
が
集
結
し
た
地
域
で
あ
っ
た
︒
*
に
附
言
す
れ
ば
︑
天
津
は
海
路
よ
り
日
本
軍
の
來
襲
が
あ
っ
た
際
の

線
と
も

な
る
︒
こ
の
階
層
�
�
に
は
︑
勇
營
を
基
盤
と
し
た
督
撫
へ
の
警
戒
が
根
底
に
あ
っ
た
︒
故
に
中
心
部
で
は
︑
�
廷
は
督
撫
な
ど
を
介
在
さ
せ

る
こ
と
な
く
︑
督
辦
軍
務
處
を
�
じ
て
勇
營
を
監
視
し
た
の
で
あ
る
︒

督
辦
軍
務
處
と
は
︑
階
層
�
�
の
中
核
を
な
し
︑
外
周
部
の
勇
營
と
相
對
す
る
機
關
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
日
淸
戰
爭
後
も
�
廷
は
督
辦

軍
務
處
を
﹁
暫
局
﹂
と
見
な
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
奄
言
す
れ
ば
︑
督
辦
軍
務
處
の
存
續
は
勇
營
と
そ
れ
を
基
盤
と
す
る
督
撫
の
存
在
が


提
に
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
︒
や
が
て
戊
戌
變
法
︑
政
變
を
經
て
︑
�
廷

(中
央
)
が
�
第
に
督
撫

(地
方
)
を
介
さ
な
い
﹁
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン

方
式
﹂
を
志
向
し
て
い
く
中
で
︑
督
辦
軍
務
處
も
そ
の
存
在
A
義
を
失
う
こ
と
と
な
る
︒
そ
し
て
一
八
九
八
年
六
2
に
は
督
辦
軍
務
處
の
解
散

が
行
わ
れ
た(93

)
︒

だ
が
督
辦
軍
務
處
が
設
置
さ
れ
る
原
因
と
も
な
っ
た
︑
�
廷
の
督
撫
や
勇
營
に
對
す
る
警
戒
は
看
:
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
﹁
督

撫
專
政
﹂
の
始
ま
り
以
來
︑
日
淸
戰
爭
�
に
至
る
ま
で
µ
か
れ
續
け
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
警
戒
は
淸
議
-
や
(
黨
は
も
と
よ
り
︑

�
廷
E
體
が
<
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
警
戒
が
あ
れ
ば
こ
そ
︑
�
廷
は
天
津
の
定
武
軍
や
怨
円
陸
軍
の
直
�
に
固
執
し
た
︒

そ
れ
は
︑
や
が
て
先
営
の
階
層
�
�
を
�
廷
の
側
よ
り
!
壞
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
繫
が
っ
て
い
く
︒

一
八
九
九
年
に
は
怨
円
陸
軍
や
淮
軍
な
ど
の
直
隸
省
の
D
�
な
勇
營
︑
*
に
は
錦
州
の
豫
軍
が
合
¢
し
︑
武
衞
軍
と
名
を
改
め
た(94

)
︒
こ
こ
に

中
央
は
獨
自
の
武
力
を
持
ち
︑
勇
營
を
<
す
る
地
方
と
﹁
ほ
ぼ
同
じ
性
格
の
權
力
體
﹂
と
な
っ
た
と
さ
れ
る(95

)
︒
こ
の
武
衞
軍
を
創
設
︑
掌
握
し

た
の
は
︑
當
時
軍
機
大
臣
と
な
っ
て
い
た
榮
祿
で
あ
っ
た
︒
榮
祿
は
こ
れ
よ
り
先
︑
督
辦
軍
務
處
の
解
散
と
同
時
に
直
隸
總
督
�
北
洋
大
臣
に

轉
任
し
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
轉
任
と
共
に
︑
怨
円
陸
軍
の
指
揮
が
直
隸
總
督
の
下
へ
と
移
管
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た(96

)
︒

本
稿
が
示
し
た
日
淸
戰
爭
�
に
お
け
る
階
層
�
�
の
繼
續
と
そ
の
!
壞
よ
り
見
る
な
ら
ば
︑
日
淸
戰
爭
後
の
こ
れ
ら
一
聯
の
:
;
は
︑
す
で

に
﹁
督
撫
專
政
﹂
の
當
初
よ
り
胚
胎
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
︒
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
︑
武
衞
軍
と
は
單
な
る
軍
�
組
織
で
は
な
く
︑
督
辦
軍

務
處
の
後
繼
と
し
て
の
性
格
を
<
し
た
組
織
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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以
上
を
本
稿
に
お
け
る
ひ
と
ま
ず
の
展
B
と
し
︑
こ
の
閒
の
軍
制
の
變
�
︑
武
衞
軍
の
詳
細
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と

と
し
た
い
︒

�(1
)

｢督
撫
專
政
﹂
に
つ
い
て
︑
軍
制
な
ど
の
面
か
ら
営
べ
た
代
表
$

な
も
の
と
し
て
以
下
を
參
照
︒
羅
爾
綱
﹃
湘
軍
兵
志
﹄
中
華
書
局
︑

一
九
八
四
年
︒
同
﹁
中
國
)
代
兵
爲
將
<
$
"
源
﹂
鍾
�
典
¶
�

﹃
羅
爾
綱
�
¶
﹄
廣
西
師
範
大
學
出
版
社
︑
一
九
九
九
年

(初
出
は

﹃
中
國
社
會
經
濟
#
集
刊
﹄
第
五
卷
第
二
�
︑
一
九
三
七
年
)︒
波
多

野
善
大
﹃
中
國
)
代
軍
閥
の
硏
究
﹄
河
出
書
h
怨
社
︑
一
九
七
三
年
︒

以
上
は
﹁
督
撫
專
政
﹂
を
地
方
分
權
�
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ

れ
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
︑
王
爾
敏
﹃
淮
軍
志
﹄
中
央
硏
究
院
)

代
#
硏
究
I
︑
一
九
六
七
年
︒

(2
)

拙
稿
﹁
一
八
六
〇
年
代
に
お
け
る
神
機
營
に
つ
い
て

︱
︱
淸
末

の
北
京
�
廷
と
地
方
督
撫
に
關
す
る
一
考
察
︱
︱
﹂﹃
#
林
﹄
第
九

八
卷
第
四
號
︑
二
〇
一
五
年
︒﹁
一
八
六
〇
年
代
︑
淸
�
中
央
に
よ

る
首
都
防
衞
�
想
に
つ
い
て

︱
︱
直
隸
練
軍
試
論
を
�
ね
て

︱
︱
﹂﹃
東
洋
學
報
﹄
第
九
九
卷
第
四
號
︑
二
〇
一
八
年
︒

(3
)

例
え
ば
︑
田
保
橋
º
﹃
日
淸
戰
役
外
=
#
の
硏
究
﹄
刀
江
書
院
︑

一
九
五
一
年
︒
大
»
慶
之
﹁
日
淸
¡
和
に
む
け
た
光
緖
(
の
政
策
決

定
と
西
太
后
﹂﹃
#
學
雜
誌
﹄
第
一
二
三
�
第
三
號
︑
二
〇
一
四
年
︒

谷
淵
茂
樹
﹁
日
淸
開
戰
を
め
ぐ
る
李
鴻
違
の
�
鮮
政
策

︱
︱
李
鴻

違
の
�
鮮
�
識
と
日
本
︱
︱
﹂﹃
#
學
硏
究
﹄
第
二
五
三
號
︑
二
〇

〇
六
年
︒
石
泉
﹃
甲
午
戰
爭

後
之
晚
淸
政
局
﹄
生
活
・
讀
書
・
怨

知
三
聯
書
店
︑
一
九
九
七
年
︒
林
子
候
﹃
甲
午
戰
爭

夕
中
日
韓
三

國
之
動
向
﹄
大
人
物
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
︒
尙
︑
こ
の
林
子
候
氏
の

著
書
に
つ
い
て
は
一
九
九
二
年
に
同
名
の
も
の
が
刊
行
さ
れ
た
旨
を

仄
聞
す
る
が
︑
筆
者
は
未
見
︒
林
�
仁
﹃
-
系
分
合
與
晚
淸
政
治

以
﹃
(
后
黨
爭
﹄
爲
中
心
$
探
討
﹄
中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇

〇
五
年
︒

(4
)

例
え
ば
﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
一
︑
一
〇
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
〇

2
戊
申
條
︑
卷
三
五
二
︑
一
五
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
〇
2
丙
寅
條
︑

卷
三
五
六
︑
一
四
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
二
2
辛
酉
條
︒

(5
)

劉
鳳
â
﹃
武
衞
軍
﹄
中
央
硏
究
院
)
代
#
硏
究
I
︑
一
九
七
八
年
︑

三
八
頁
︒
田
保
橋
º
︑

揭
書
︑
三
五
三
頁
︒

(6
)

王
剛
﹁
甲
午
戰
爭
中
$
督
辦
軍
務
處
﹂﹃
軍
事
歷
#
硏
究
﹄
二
〇

一
七
年
第
二
�
︑
二
〇
一
七
年
︒
馬
忠
�
﹃
榮
祿
與
晚
淸
政
局
﹄
社

會
科
學
�
獻
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年
︑
九
八
～
一
一
〇
︑
一
三
八
～

一
五
二
頁
︒

(7
)

王
剛
︑

揭
論
�
︑
六
二
～
六
五
頁
︒
尙
︑
九
項
目
と
は
﹁
對
戰

局
⁝
會
商
︑
向
光
緖
(
提
出
⁝
円
議
﹂
﹁
直
接
部
署
軍
事
﹂﹁
對
諭
旨

已
經
決
定
$
軍
務
?
行
監
督
︑
督
促
﹂﹁
議
奏
︑
代
奏
中
下
À
官
員
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條
陳
﹂﹁
査
看
被
保
擧
官
員
﹂﹁
接
收
各
地
軍
6
奏
報
﹂﹁
管
理
)
畿

糧
臺
﹂﹁
辦
理
京
師


防
事
務
﹂﹁
直
接
�
制
董
福
祥
部
等
三
荏
大

軍
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
九
項
目
や
﹁
執
行
權
﹂﹁
監
督
權
﹂
に
つ
い
て

は
︑
王
剛
氏
も
�
め
る
よ
う
に
事
例
に
乏
し
く
︑
ま
た
︑
限
定
$
或

い
は
不
完
E
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

(8
)

馬
忠
�
︑

揭
書
︑
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
︒
渡
邊
修
﹁
淸
代
の
步

軍
瓜
領
衙
門
に
つ
い
て
﹂﹃
#
苑
﹄
第
四
一
卷
第
一
號
︑
一
九
八
一

年
︒

(9
)

恭
親
王
と
西
太
后
は
共
に
︑
咸
豐
(
歿
後
の
一
八
六
一
年
に
ク
ー

デ
タ
ー
を
"
こ
し
政
權
を
掌
握
し
た
︒
だ
が
︑
や
が
て
西
太
后
は
�

廷
內
に
お
け
る
恭
親
王
の
勢
力
の
擴
大
を
好
ま
な
く
な
り
︑
し
ば
し

ば
そ
の
罷
免
を
試
み
る
︒
こ
の
狀
況
が
甲
申
易
樞
へ
と
繫
が
っ
た
︒

甲
申
易
樞
で
西
太
后
は
︑
恭
親
王
︑
Q
同
龢
︑
李
鴻
藻
を
含
め
た
E

て
の
軍
機
大
臣
と
四
名
の
總
理
衙
門
大
臣
を
罷
免
し
た

(
謁
野
正
高

﹃
)
代
中
國
政
治
外
=
#
﹄
東
京
大
學
出
版
會
︑
一
九
八
二
年
第
二

刷
︑
三
五
七
頁
︒
孔
祥
吉
﹁
甲
申
易
樞
與
中
法
戰
爭
﹂﹃
晚
淸
#
探

Á
﹄
巴
蜀
書
社
︑
二
〇
〇
一
年
︑
三
一
六
～
三
三
五
頁
)︒

(10
)

當
時
の
淸
議
-
官
僚
に
つ
い
て
は
︑
例
え
ば
市
古
宙
三
﹁
日
淸
戰

時
中
國
の
D
戰
論
﹂﹃
)
代
中
國
の
政
治
と
社
會

(增
補
版
)﹄
東
京

大
學
出
版
會
︑
一
九
七
七
年

(初
出
は
一
九
五
五
年
)
を
參
照
︒

(11
)

田
保
橋
︑

揭
書
︑
二
九
三
︑
三
六
三
～
三
六
五
頁
︒

(12
)

第
二
�
絕
=
書
を
當
時
の
外
務
大
臣
陸
奧
宗
光
は
�
後
�
牒
と
見

な
し
た
と
い
う
︒
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
總
理
衙
門
は
態
度
を
硬
�
さ

せ
た

(田
保
橋
º
﹃
)
代
日
鮮
關
係
の
硏
究

(下
卷
)﹄
�
鮮
總
督

府
中
樞
院
︑
一
九
四
〇
年
︑
四
〇
九
～
四
一
〇
頁
︒
古
結
諒
子
﹃
日

淸
戰
爭
に
お
け
る
日
本
外
=

東
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
國
際
關
係
の
變

容
﹄
名
古
屋
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
六
年
︑
三
二
︑
一
〇
五
頁
)︒

(13
)

こ
の
よ
う
な
當
時
の
淸
�
內
部
の
動
向
に
つ
い
て
は
︑
田
保
橋
︑


揭
﹃
日
淸
戰
役
外
=
#
の
硏
究
﹄︑
第
一
部
第
六
違
︒
謁
野
︑


揭
書
︑
四
〇
〇
～
四
〇
二
頁
︒

(14
)

『淸
光
緖
�
中
日
=
涉
#
料

(以
下
︑
中
日
=
涉
)﹄
卷
二
〇

﹁
(
一
六
三
〇
)
直
隸
總
督
李
鴻
違
奏
軍
事
緊
|
6
形
¶
﹂
光
緖
二
〇

年
八
2
二
〇
日
︒

(15
)

『
中
日
=
涉
﹄
卷
二
〇
﹁
(一
六
三
五
)
軍
機
處
寄
北
洋
大
臣
李
鴻

違
上
諭
﹂
﹁
(一
六
三
七
)
軍
機
處
電
寄
李
鴻
違
諭
旨
二
﹂
光
緖
二
〇

年
八
2
二
二
日
︒
宋
慶
は
同
治
年
閒
に
毅
軍
を
組
織
し
て
捻
軍
な
ど

と
戰
い
︑
光
緖
年
閒
に
は
北
洋
大
臣
李
鴻
違
の
下
で
旅
順
に
�
屯
し

て
い
た
︒
毅
軍
は
河
南
省
で
組
織
さ
れ
た
勇
營
で
あ
る
た
め
︑
豫
軍

と
も
稱
さ
れ
た
︒
宋
慶
の
傳
記
は
﹃
淸
#
稿
﹄
卷
四
六
一
︑
列
傳
二

四
八
を
參
照
︒

(16
)

定
安
︑
裕
祿
は
も
と
よ
り
︑
北
洋
に
屬
さ
な
い
黑
龍
江
に
お
い
て

も
︑
同
地
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
黑
龍
江
將
軍
は
宋
慶
や
李
鴻
違
の
指
揮

を
Y
け
ず
︑
獨
立
し
て
い
た

(田
保
橋
︑

揭
﹃
日
淸
戰
役
外
=
#

の
硏
究
﹄
︑
三
四
七
頁
)︒
こ
の
よ
う
な
指
揮
系
瓜
の
在
り
方
は
︑
日

淸
戰
爭
以

か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
塚
瀨
?
氏
は
こ
の
よ
う
な
指

揮
系
瓜
に
つ
い
て
﹁
複
數
�
﹂
と
指
摘
し
て
い
る

(塚
瀨
?
﹃
マ
ン

チ
ュ
リ
ア
#
硏
究

︱
︱
｢
滿
洲
﹂
六
〇
〇
年
の
社
會
變
容
︱
︱
﹄

吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
五
〇
～
一
五
一
頁
)
︒

(17
)

戚
其
違
D
�
﹃
中
國
)
代
#
³
料
叢
刊
續
�

中
日
戰
爭

(以
下
︑

續
中
日
)
第
一
册
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
八
九
年
︑
四
五
～
四
六
頁
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﹁
(四
五
)
戶
部
侍
郞
長
麟
奏
爲
	
特
詔
恭
親
王
D
持
軍
國
大
計
¶
﹂

光
緖
二
〇
年
七
2
初
三
日
︑
八
九
頁
﹁
(八
四
)
御
#
王
p
©
奏
	

任
恭
親
王
總
瓜
海
疆
軍
務
¶
﹂
光
緖
二
〇
年
七
2
一
七
日
︒
ま
た
御

#
張
仲
炘
は
﹁
擬
	
特
-
懿
親
重
臣
曾
辦
軍
務
者
︑
馳
赴
�
鮮
&
度

諸
軍
︑
與
李
鴻
違
和
衷
共
濟
﹂
と
営
べ
て
い
る

(﹃
中
日
=
涉
﹄
卷

一
七
﹁
(一
四
一
三
)
江
南
u
監
察
御
#
張
仲
炘
奏
倭
患
方
張
籌
度

戰
守
事
宜
¶
﹂
光
緖
二
〇
年
七
2
一
八
日
)︒

(18
)

Q
萬
戈
�

Q
以
鈞
校
訂
﹃
Q
同
龢
日
記

第
六
卷

(以
下
︑
Q

日
記
)﹄
中
西
書
局
︑
二
〇
一
二
年
︑
二
七
七
七
頁
︑
光
緖
二
〇
年

八
2
二
八
日
條
︒
馬
忠
�
︑

揭
書
︑
九
九
～
一
〇
〇
頁
︒
王
剛
︑


揭
論
�
︑
五
七
頁
︒
寶
成
關
﹃
奕
訢
慈
禧
政
爭
記
﹄
吉
林
�
#
出

版
社
︑
一
九
九
〇
年
︑
三
五
五
～
三
五
七
頁
︒
寶
成
關
氏
は
︑
こ
れ

ら
を
(
黨
と
后
黨
の
對
立
の
一
Ç
と
し
︑
こ
う
し
た
李
�
田
の
動
き

に
は
光
緖
(
も
同
A
や
荏
持
を
行
っ
て
い
た
と
す
る
︒
ま
た
︑
林
�

仁
︑

揭
書
︑
二
〇
四
～
二
〇
五
頁
も
¢
せ
て
參
照
︒
西
太
后
の
懿

旨
は
︑﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
四
八
︑
一
頁
︑
光
緖
二
〇
年
九
2
甲
戌

條
︒
ま
た
�
廷
式
の
上
奏
に
つ
い
て
は
︑
汪
叔
子
�
﹃
�
廷
式
集

上
册
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
九
三
年
︑
二
一
～
二
二
頁
﹁
合
詞
籲
	
特

"
重
臣
以
維
國
È
¶
稿
﹂
光
緖
二
〇
年
八
2
二
九
日
︒

(19
)

王
剛
︑

揭
論
�
︑
五
七
頁
︒
當
時
の
總
理
衙
門
大
臣
は
慶
親
王

(后
黨
)︑
福
錕

(后
黨
)︑
+
部
左
侍
郞
徐
用
儀

(后
黨
)︑
+
部
右

侍
郞
廖
壽
恒

((
黨
)︑
軍
機
大
臣
孫
毓
汶

(后
黨
)︑
戶
部
左
侍
郞

張
蔭
桓

((
黨
)︑
兵
部
尙
書
敬
信

(后
黨
)︑
工
部
左
侍
郞
汪
鳴
鑾

((
黨
)
で
あ
っ
た

(錢
實
甫
�
﹃
淸
代
職
官
年
表

第
四
册
﹄
中

華
書
局
︑
一
九
八
〇
年
︑
三
〇
二
四
頁
︒
黨
-
に
つ
い
て
は
林
�
仁
︑


揭
書
︑
五
二
九
～
五
三
二
頁
を
參
照
)︒
海
軍
衙
門
は
︑
淸
佛
戰

爭
で
の
敗
北
を
Y
け
て
設
置
さ
れ
た
︒
そ
の
目
$
は
瓜
一
$
な
海
軍

の
指
揮
︑
管
�
に
あ
っ
た
が
︑
成
果
は
×
々
し
い
も
の
で
は
な
か
っ

た

(
謁
野
︑

揭
書
︑
三
六
八
頁
︒
馮
靑
﹃
中
國
海
軍
と
)
代
日
中

關
係
﹄
錦
正
社
︑
二
〇
一
一
年
︑
二
〇
～
二
二
︑
四
一
～
四
二
頁
)︒

(20
)

こ
う
し
た
淸
議
-
に
よ
る
�
	
は
︑
李
鴻
違
へ
の
彈
云
と
¢
せ
て

行
わ
れ
た
︒
林
�
仁
氏
に
よ
る
と
︑
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
西
太
后
が

¡
和
を
志
向
す
る
中
で
﹁
政
策
發
言
權
﹂
を
得
︑﹁
D
戰
路
綫
﹂
を

維
持
し
よ
う
と
す
る
A
圖
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
だ
と
い
う

(林
�

仁
︑

揭
書
︑
二
一
一
～
二
一
二
頁
)︒

(21
)

『Q
日
記
﹄
二
七
九
〇
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
〇
2
初
三
日
條
︒

(22
)

『
續
中
日

(
一
)﹄
四
七
八
～
四
八
〇
頁
﹁
(五
五
八
)
步
軍
瓜
領

榮
祿
奏
	
設


防
處
竝
-
;
�
炳
等
)
畿
設
防
¶
﹂
光
緖
二
〇
年
一

〇
2
初
四
日
︒
榮
祿
は
滿
洲
正
白
旗
人
︒
同
治
年
閒
に
神
機
營
に
在

職
し
︑
そ
の
際
に
神
機
營
を
指
揮
し
た
醇
親
王
の
知
¬
を
得
た
こ
と

か
ら
︑
や
が
て
西
太
后
に
信
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い

う

(
馬
忠
�
︑

揭
書
︑
三
一
～
三
六
頁
)
︒
尙
︑
步
軍
瓜
領
に
關

し
て
は
︑
例
え
ば
以
下
を
參
照
︒
渡
邊
︑

揭
論
�
︒
馬
忠
�
︑


揭
書
︑
一
〇
〇
頁
︒

(23
)

『Q
日
記
﹄
二
七
九
〇
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
〇
2
初
四
日
條
︒
尙
︑

こ
の
日
の
Q
同
龢
の
日
記
に
は
西
太
后
に
よ
る
召
見
の
樣
子
が
営
べ

ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
に
は
慶
親
王
︑
恭
親
王
︑
Q
同
龢
︑
李
鴻
藻
︑

孫
毓
汶
が
參
加
し
て
い
る
︒
こ
の
記
営
を
Y
け
て
︑
王
剛
氏
は
慶
親

王
の
﹁
力
陳
﹂
を
西
太
后
の
面

で
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る

(王
剛
︑

揭
論
�
︑
五
八
頁
)︒
だ
が
Q
同
龢
の
記
営
か
ら
は
︑
西
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太
后
の
面

で
は
な
く
︑
上
奏
に
よ
り
﹁
力
陳
﹂
し
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
︒
Q
同
龢
の
記
営
は
以
下
の
�
り
︒﹁
內
侍
來
言
皇
太
后

召
見
︑
Ê
至
甯
壽
宮
蹈
和
門
內
小
屋
坐
︑
慶
王
一
︑
恭
王
一
︑
軍
機

Q
同
龢
︑
李
鴻
藻
一
︑
奏
對
良
久
︑
慈
顏
怫
郁
︑
問
諸
臣
計
將
安
出
︒

孫
毓
汶
首
陳
各
國
&
處
事
︑
竝
引
臣
昨
晚
晤
語
︒
余
對
此
事
不
可
成
︑

亦
不
欲
與
︑
蓋
將
來
無
以
爲
國
也
︒
]
至
樞
直
看
¶
︒
是
日
慶
邸
力

陳
恭
親
王
宜
令
督
辦
軍
務
︑
允
之
﹂︒

(24
)

王
剛
︑

揭
論
�
︑
五
八
頁
︒

(25
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
一
︑
一
〇
～
一
一
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
〇

2
戊
申
條
︒
�
成
員
の
黨
-
に
つ
い
て
は
林
�
仁
︑

揭
書
︑
五
二

九
～
五
三
二
頁
を
參
照
︒

(26
)

榮
祿
の
上
奏
に
つ
い
て
は

揭
í
(22
)を
參
照
︒
そ
の
本
違
に
關

す
る
該
當
箇
I
は
以
下
の
�
り
﹁
査
軍
6
&
度
�
夕
百
變
︑
刻
不
容

Ì
︑
必
<
瓜
屬
責
成
︑
始
可
集
事
︒
當
咸
豐
三
年
剿
�
林
鳳
ð
等
粤

匪
︑
�
宗
顯
皇
(
特
命
惠
親
王
︑
恭
親
王
設
立


防
處
︑
總
理
軍
務
︒

同
治
七
年
剿
�
張
總
愚
等
捻
匪
︑
穆
宗
毅
皇
(
特
命
醇
賢
親
王
︑
恭

親
王
設
立


防
處
︑
總
理
軍
務
︒
凡
<
各
路
軍
6
︑
皆
稟
報


防
處
︑

立
刻
裁
決
	
旨
︒
卽
Í
I
在
︑
亦
可
隨
時
探
5
指
劃
︒
軍
<
瓜
屬
︑

則
È
絡
貫
�
︑
事
<
專
責
︑
則
指
臂
靈
捷
︑
收
效
自
易
︒
現
在
6
勢

�
之
從

似
尤
緊
�
︑
此
舉
關
係
兵
事
E
局
︒
擬
	
仿
照
成
案
︑
特

鯵
王
大
臣
設
立


防
處
︑
專
理
軍
務
︑
以
專
責
成
︒
至
城
外
五
城
地

面
人
Ï
稠
密
︑
良
莠
不
齊
︑
從

辦
理
軍
務
亦
蒙
特
-
大
臣
督
理
五

城
團
防
︑
偶
<
奸
宄
竊
發
︑
卽
可
拏
�
也
︑
方
賴
以
靜
謐
︒
應
	
Ñ

裁
︑
一
體
飭
辦
︑
以
安
閭
閻
﹂︒

(27
)

渡
邊
︑

揭
論
�
︑
二
三
～
二
七
頁
︒

(28
)

『Q
日
記
﹄
二
七
八
八
︑
二
七
九
〇
頁
︑
光
緖
二
〇
年
九
2
二
九

日
條
︑
一
〇
2
初
三
日
條
︒

(29
)

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
︑
王
剛
氏
は
榮
祿
の
上
奏
を
恭
親
王
に
指
揮

權
を
一
本
�
す
る
こ
と
を
目
$
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
解

釋
し
て
い
る
が

(王
剛
︑

揭
論
�
︑
五
八
頁
)︑
こ
れ
は


防
處

の
ト
ッ
プ
が
王
大
臣
で
あ
っ
た
慣
例
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
︑
榮
祿
の

本
來
の
D
張
は
北
京
の
治
安
維
持
を
强
�
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
︒

(30
)

管
見
の
限
り
に
お
い
て
︑
當
該
�
の


防
處
に
つ
い
て
論
3
し
た

#
料
と
し
て
本
�
で
営
べ
た
も
の
の
ほ
か
に
は
以
下
が
あ
る
︒﹃
德

宗
實
錄
﹄
卷
三
五
一
︑
一
二
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
〇
2
己
酉
條
︒

﹃
中
日
=
涉
﹄
卷
二
三
﹁
(一
九
〇
一
)
軍
機
處
奏
商
閱
發
下
電
信
¶

件
擬
繕
諭
旨
?
w
片
﹂
光
緖
二
〇
年
一
〇
2
初
七
日
︒﹃
Q
日
記
﹄

二
七
九
一
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
〇
2
初
六
日
條
︑
初
七
日
條
︒
渡
邊

氏
は
︑
そ
の
解
散
を
示
す
#
料
が
見
當
た
ら
な
い
と
し
つ
つ
︑
下
關

條
8
閲
結
後
の
恭
親
王
等
が
借
款
事
宜
を
命
じ
ら
れ
た
一
八
九
五
年

五
2
九
日
を


防
處
の
解
散
日
と
み
る

(渡
邊
︑

揭
論
�
︑
二
八

頁
)︒
一
方
︑
馬
忠
�
氏
は
督
辦
軍
務
處
と


防
處
の
�
成
員
な
ど

が
重
複
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
事
實
上
︑
督
辦
軍
務
處
が


防
處
の

役
割
を
﹁
Ó
含
﹂
し
て
い
っ
た
も
の
と
す
る

(
馬
忠
�
︑

揭
書
︑

一
〇
三
頁
)
︒
後
に
陝
西
u
監
察
御
#
恩
溥
が
督
辦
軍
務
處
の
撤
廢

を
求
め
た
際
に
﹁
I
<
內
城


防
甚
關
緊
�
︑
似
應
仿
照
現
在
五
城

團
防
總
局
︑
將
督
辦
處
改
爲
內
城


防
總
局
﹂
と
営
べ
て
い
る
こ
と

に
鑑
み
る
と

(﹃
中
日
=
涉
﹄
卷
三
一
﹁
(二
五
〇
八
)
附
件
一

恩

溥
奏
	
裁
撤
督
辦
軍
務
處
改
設
內
城


防
總
局
片
﹂
光
緖
二
一
年
正
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2
一
四
日
)︑
或
い
は
馬
忠
�
氏
の
指
摘
す
る
�
り
で
あ
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
︒

(31
)

馬
忠
�
︑

揭
書
︑
九
七
頁
︒
こ
の
S
曆
祝
典
に
は
榮
祿
以
外
に

も
各
省
よ
り
二
︑
三
人
の
參
加
が
命
じ
ら
れ
︑
そ
の
總
數
は
お
よ
そ

四
〇
名
を
超
え
た

(朱
壽
Ô
�

張
靜
廬
等
校
點
﹃
光
緖
�
東
華

錄
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
五
八
年
︑
總
三
三
一
九
頁
︑
光
緖
二
〇
年
正

2
癸
巳
條
︑
總
三
三
二
〇
頁
︑
光
緖
二
〇
年
正
2
乙
未
條
)︒
こ
の

參
加
者
の
指
名
に
つ
い
て
︑
馬
忠
�
氏
は
﹁
隨
A
性
﹂
の
も
の
で
は

な
く
︑
以

よ
り
の
�
廷
と
の
繫
が
り
な
ど
を
指
摘
す
る

(馬
忠
�
︑


揭
書
︑
八
六
頁
)︒

(32
)

馬
忠
�
氏
に
よ
る
と
︑
榮
祿
を
步
軍
瓜
領
に
推
擧
し
た
の
は
︑
當

時
總
理
衙
門
3
び
海
軍
衙
門
に
再
登
用
さ
れ
て
い
た
恭
親
王
で
あ
っ

た
︒
こ
れ
は
恭
親
王
に
よ
る
﹁
收
拾
局
面
$
重
�
擧
措
之
一
﹂
で
あ

り
︑
李
鴻
藻
や
Q
同
龢
の
荏
持
を
得
た
も
の
で
︑
そ
の
背
景
に
は

﹁
京
師
防
務
Õ
緊
﹂
が
あ
っ
た
と
い
う

(馬
忠
�
︑

揭
書
︑
一
〇

〇
～
一
〇
三
頁
)︒
だ
が
具
體
$
に
何
に
對
す
る
﹁
京
師
防
務
﹂
で

あ
っ
た
の
か
︑
十
分
な
說
5
が
行
わ
れ
て
は
い
な
い
︒
ま
た
榮
祿
の

上
奏
に
つ
い
て
も
︑
#
料
の
引
用
と
若
干
の
說
5
に
と
ど
ま
り
︑
上

奏
の
具
體
$
な
契
機
や
背
景
な
ど
へ
の
考
察
は
行
わ
れ
て
い
な
い
︒

(33
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
四
四
︑
五
頁
︑
光
緖
二
〇
年
七
2
戊
寅
條
︒

尙
︑
門
�
と
は
戶
ご
と
に
揭
げ
ら
れ
た
も
の
で
︑
家
長
の
姓
名
や
職

業
︑
丁
數
な
ど
が
列
擧
さ
れ
て
い
た

(臨
時
臺
灣
舊
慣
&
査
會
﹃
淸

國
行
政
法

第
二
卷
﹄
Ö
古
書
院
︑
一
九
七
二
年
復
刻
版
︑
三
五

頁
)︒

(34
)

石
川
案

(ま
た
は
石
川
伍
一
案
)
と
い
う
名
稱
は
戚
其
違
﹃
甲
午

日
諜
祕
#
﹄
天
津
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
年
に
依
據
し
た
︒
石
川

は
日
本
軍
の
將
校
で
は
な
か
っ
た
が
︑
一
八
八
四
年
に
渡
淸
し
て
以

影
︑
�
淸
海
軍
武
官
の
助
手
と
し
て
6
報
收
集
に
務
め
た
︒
o
中
に

一
時
歸
國
し
た
も
の
の
︑
一
八
九
二
年
に
は
再
び
渡
淸
し
て
い
る
︒

開
戰
に
際
し
日
本
領
事
た
ち
が
引
き
揚
げ
た
後
も
︑
6
報
收
集
の
た

め
に
天
津
の
ア
メ
リ
カ
租
界
に
殘
留
し
た
︒
だ
が
︑
や
が
て
石
川
の

殘
留
に
ア
メ
リ
カ
領
事
リ
ー
ド

(S
h
erid
an
P
.
R
ead
)
が
難
色
を

示
す
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
租
界
を
離
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
の

事
件
の
顛
末
や
石
川
伍
一
に
つ
い
て
は
以
下
を
參
照
︒
戚
其
違
︑


揭
書
︑
第
六
違
︒
關
r
﹃
日
淸
開
戰

夜
に
お
け
る
日
本
の
イ
ン
テ

リ
ジ
ェ
ン
ス

︱
︱
5
治

�
の
軍
事
6
報
活
動
と
外
=
政
策
︱
﹄

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
h
︑
二
〇
一
六
年
︑
二
〇
八
～
二
一
〇
︑
二
九
九
︑

三
四
六
～
三
四
七
頁
︒
こ
の
よ
う
な
諜
報
活
動
に
つ
い
て
從
來
は
硏

究
對
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
︑
關
聯
#
料
の
發
見
な
ど
に
よ
り

)
年
で
は
m
目
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る

(
白
純
︑
吳
俊
希
﹁
)
十
年
來

中
國
大
陸
甲
午
戰
爭
硏
究
営
â
﹂﹃
軍
事
歷
#
﹄
二
〇
一
四
年
第
三

�
︑
二
〇
一
四
年
)︒

(35
)

『
續
中
日

(
一
)﹄
七
八
～
七
九
頁
﹁
(
七
二
)
+
科
給
事
中
余
聯

沅
奏
	
嚴
防
各
海
口
竝
練
勁
旅
淸
奸
細
等
事
¶
﹂
光
緖
二
〇
年
七
2

一
三
日
︒

(36
)

例
え
ば
︑
後
揭
í
(41
)
の
志
銳
に
よ
る
上
奏
で
は
﹁
其
I
用
書

辦
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

(37
)

戚
其
違
︑

揭
書
︑
一
八
八
～
一
八
九
頁
︒

(38
)

戚
其
違
氏
の
硏
究
は
本
事
件
の
經
雲
や
︑
二
種
が
現
存
す
る
石
川

の
供
営
の
比
�
檢
討
に
お
い
て
詳
細
を
極
め
る
︒
だ
が
︑
そ
の
關
心
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は
本
事
件
の
#
實
經
:
や
眞
僞
の
解
5
に
あ
り
︑
こ
の
火
藥
局
の
爆

破
計
劃
に
つ
い
て
は
E
く
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
本
事

件
が
�
廷
に
3
ぼ
し
た
影

や
結
果
に
つ
い
て
の
具
體
$
な
考
察
が

不
十
分
で
あ
る
︒

(39
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
四
四
︑
一
七
頁
︑
光
緖
二
〇
年
七
2
丁
亥
條
︒

(40
)

『中
日
=
涉
﹄
卷
一
六
﹁
(一
三
九
一
)
發
北
洋
大
臣
電
﹂
光
緖
二

〇
年
七
2
一
五
日
︒
李
鴻
違
は
こ
れ
に
對
し
て
﹁

雖
<
欲
燬
藥
局

之
謠
︑
因
防
範
嚴
︑
竝
無
其
事
﹂
と
否
定
し
て
い
る

(g
廷
龍

葉

亞
廉
D
�
﹃
李
鴻
違
E
集

(二
)
電
稿
二

(以
下
︑
李
E
集
二
)﹄

上
海
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
六
年
︑
八
八
六
頁
﹁
寄
譯
署
﹂
七
2
一

五
日
酉
刻
)︒

(41
)

『中
日
=
涉
﹄
卷
一
九
﹁
(一
五
六
六
)
江
南
u
監
察
御
#
張
仲
炘

奏
陳
北
洋
6
事
	
旨
密
査
竝
	
特
-
大
臣
督
辦
天
津
團
練
¶
﹂
光
緖

二
〇
年
八
2
初
九
日
︒
禮
部
右
侍
郞
志
銳
も
︑
未
Ê
に
C
わ
っ
た
も

の
の
︑
天
津
で
の
爆
破
は
﹁
海
防
﹂
の
!
壞
に
繫
が
る
も
の
だ
と
指

摘
す
る

(﹃
中
日
=
涉
﹄
卷
一
六
﹁
(一
三
九
四
)
附
件
一

志
銳
奏

	
議
處
貽
�
軍
機
之
丁
汝
昌
等
片
﹂
光
緖
二
〇
年
七
2
一
六
日
)︒

(42
)

『中
日
=
涉
﹄
卷
一
九
﹁
(一
五
六
九
)
軍
機
處
電
寄
李
鴻
違
諭
旨

三
﹂
光
緖
二
〇
年
八
2
初
九
日
︒
こ
の
上
諭
を
Y
け
た
李
鴻
違
は
︑

﹁
初
九
日
奉
電
旨
︑
復
審
石
川
五マ

マ

一
等
︑
供
均
如

︑
詰
以
埋
藏
炸

藥
地
雷
一
�
︑
據
稱
實
止
留
探
軍
6
︑
別
無
他
謀
︑
且
安
身
未
定
︑

卽
被
拏
獲
︑
豈
能
作
爲
此
事
等
語
︒
劉
棻
供
亦
相
同
︒
査
天
津
人
烟

稠
密
︑
耳
目
衆
多
︑
若
埋
藏
地
雷
炸
藥
︑
非
一
手
足
I
能
爲
︑
豈
<

無
人
察
覺
之
理
︑
無
識
者
或
�
謠
聳
聽
︑
再
四
査
訪
︑
實
係
毫
無
影


﹂
と
︑
�
廷
の
懸
念
を
拂
拭
す
る
こ
と
に
務
め
て
い
る

(﹃
中
日

=
涉
﹄
卷
二
〇
﹁
(一
五
九
七
)
北
洋
大
臣
來
電
二
﹂
光
緖
二
〇
年

八
2
一
八
日
到
)
︒

(43
)

『中
日
=
涉
﹄
卷
一
七
﹁
(
一
四
一
二
)
附
件
一

懷
塔
布
等
奏
火

藥
局
爲
存
d
軍
火
重
地
	
飭
-
官
兵
密
稽
改
裝
之
倭
人
片
﹂
光
緖
二

〇
年
七
2
一
八
日
︒

(44
)

『
中
日
=
涉
﹄
卷
一
九
﹁
(一
五
一
四
)
�
修
張
百
熙
奏
倭
6
詭
祕

	
嚴
察
籌
防
¶
﹂
光
緖
二
〇
年
八
2
初
一
日
︒﹁
慶
典
﹂
は
本
�
で

営
べ
た
西
太
后
の
S
曆
祝
典
で
あ
る
︒

(45
)

『
中
日
=
涉
﹄
卷
一
九
﹁
(一
五
四
六
)
軍
機
處
奏
商
閱
發
下
¶
片

等
件
擬
繕
批
旨
?
w
片
﹂
光
緖
二
〇
年
八
2
初
六
日
︒
﹃
德
宗
實
錄
﹄

卷
三
五
〇
︑
七
︑
一
九
頁
︑
光
緖
二
〇
年
九
2
戊
戌
條
︑
壬
寅
條
︒

尙
︑
こ
の
日
本
人
工
作
員
の
存
在
に
つ
い
て
は
︑

揭
﹃
德
宗
實

錄
﹄
卷
三
五
〇
︑
七
頁
︑
光
緖
二
〇
年
九
2
戊
戌
條
に
お
い
て
︑
事

實
無
根
で
あ
っ
た
と
す
る
北
城
御
#
の
&
査
報
吿
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

(46
)

尙
︑
石
川
伍
一
は
天
津
で
の
取
り
&
べ
を
經
た
後
の
九
2
二
〇
日

に
劉
棻
と
共
に
處
𠛬
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
彼
ら
の
供
営
は
い
ず
れ
も
總

理
衙
門
に
提
出
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
も
﹁
豈
能
埋
藏
地
雷
炸
藥
︒
H
實

是
沒
<
$
話
﹂
(
石
川
供
営
)
﹁
竝
沒
埋
藏
地
雷
炸
藥
﹂
(劉
棻
供
営
)

と
兩
者
が
共
に
否
定
し
た
も
の
と
営
べ
ら
れ
て
い
る

(
戚
其
違
︑


揭
書
︑
一
九
三
頁
)︒

(47
)

『
續
中
日

(
一
)﹄
四
九
五
頁
﹁
(
五
九
〇
)
御
#
鍾
德
祥
奏
親
王

督
師
人
心
振
奮
但
應
加
緊
布
置
籌
辦
¶
﹂
光
緖
二
〇
年
一
〇
2
初
八

日
︒

(48
)

『
續
中
日

(
一
)﹄
四
七
四
頁
﹁
(
五
五
二
)
禮
部
侍
郞
志
銳
奏
革

職
拿
問
之
衞
汝
貴
I
開
質
鋪
應
一
律
査
封
片
﹂
光
緖
二
〇
年
一
〇
2
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初
四
日
︒﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
四
︑
一
二
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
一

2
癸
巳
條
︑
卷
三
五
五
︑
二
︑
一
二
︑
一
四
～
一
五
頁
︑
光
緖
二
〇

年
一
二
2
癸
卯
條
︑
庚
戌
條
︑
壬
子
條
︑
卷
三
五
六
︑
五
～
六
頁
︑

光
緖
二
〇
年
一
二
2
丙
辰
條
︒

(49
)

『中
日
=
涉
﹄
卷
三
二
﹁
(二
五
二
〇
)
附
件
二

戴
鴻
慈
奏
	
飭

下
督
辦
軍
務
王
大
臣
�
議
賞
罰
違
;
片
﹂
光
緖
二
一
年
正
2
一
五
日
︒

(50
)

『續
中
日

(一
)﹄
五
〇
七
～
五
〇
八
頁
﹁
(六
〇
五
)
國
子
監
司

業
瑞
洵
奏
敵
氛
日
熾
	
-
慶
親
王
å
赴
津
沽
專
司
兵
事
¶
﹂
光
緖
二

〇
年
一
〇
2
初
九
日
︒

(51
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
五
︑
五
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
二
2
甲
辰
條
︒

尙
︑
旅
順
陷
落
に
よ
り
︑
李
鴻
違
は
﹁
革
職
留
任
﹂
の
處
分
を
Y
け
︑

陸
軍
の
指
揮
權
を
奪
わ
れ
た

(﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
二
︑
二
三
頁
︑

光
緖
二
〇
年
一
〇
2
庚
午
條
︒
謁
野
︑

揭
書
︑
四
〇
五
頁
)︒

(52
)

『劉
忠
r
公
æ
集
﹄
奏
駅
卷
二
二
﹁
	
收
囘
欽
差
大
臣
成
命
¶
﹂

光
緖
二
〇
年
一
二
2
初
二
日
︒

(53
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
五
︑
五
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
二
2
乙
巳
條
︒

﹃
劉
忠
r
公
æ
集
﹄
奏
駅
卷
二
二
﹁
恭
謝
天
恩
¶
﹂
光
緖
二
〇
年
一

二
2
初
四
日
︒
こ
の
よ
う
な
督
辦
軍
務
處
と
の
聯
絡
等
の
ほ
か
に
︑

劉
坤
一
は
﹁
東
三
省
﹂
や
﹁
北
洋
津
沽
一
帶
﹂
の
戰
場
で
は
裕
祿
や

李
鴻
違
な
ど
に
︑﹁
山
海
關
之
事
﹂
や
﹁
關
外
之
事
﹂
に
つ
い
て
は
︑

當
時
よ
り
そ
の
地
に
�
屯
し
て
い
た
湖
南


撫
吳
大
澂
や
宋
慶
に
︑

引
き
續
き
責
任
を
ç
わ
せ
る
よ
う
求
め
て
い
る

(﹃
劉
忠
r
公
æ
集
﹄

奏
駅
卷
二
二
﹁
�
籌
軍
務
6
形
¶
﹂
光
緖
二
〇
年
一
二
2
初
八
日
︑

﹁
奉
命
出
師
籌
畫
軍

事
宜
¶
﹂
光
緖
二
〇
年
一
二
2
二
一
日
)︒
そ

し
て
︑
こ
れ
は
督
辦
軍
務
處
の
檢
討
を
經
て
裁
可
さ
れ
て
い
る

(﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
七
︑
二
～
三
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
二
2
癸
亥

條
)︒
一
方
で
︑
劉
坤
一
は
後
に
﹁
惟
現
在
一
切
ª
&
︑
多
由
軍
務

處
D
持
︑
外
閒
印
<
吳
・
宋
兩
幫
辦
3
各
將
軍
・
督
撫
︑
均
可
奏
報

軍
事
︑
事
權
旣
未
能
畫
一
﹂
と
営
べ
て
い
る

(﹃
劉
忠
r
公
æ
集
﹄

書
牘
卷
一
一
﹁
復
郭
善
臣
﹂
光
緖
二
一
年
正
2
初
九
日
)︒
こ
う
し

た
事
な
ど
か
ら
︑
或
い
は
劉
坤
一
が
責
任
の
分
擔
︑
囘
 
を
A
圖
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

(54
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
一
︑
一
〇
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
〇
2
戊
申

條
︒

(55
)

こ
の
勇
の
槪
數
は
﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
四
四
～
三
五
〇
に
依
據
し

て
算
出
し
た
︒
當
該
�
に
は
ま
だ
直
隸
省
に
入
っ
て
い
な
い
勇
營
も

あ
る
が
︑
當
然
の
こ
と
な
が
ら
�
廷
は
そ
の
到
着
を
想
定
し
て
い
る

た
め
數
に
含
め
た
︒
尙
︑
#
料
上
で
は
﹁
湘
軍
五
營
﹂
な
ど
の
よ
う

に
營
數
で
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
そ
の
實
數
に
つ
い
て
は
不
5
で

あ
る
︒
し
か
し
當
時
の
勇
營
で
は
大
體
に
お
い
て
一
營
が
五
百
人
で

あ
る
た
め
︑
こ
れ
を
¤
用
し
た
︒
こ
れ
ら
の
勇
營
の
大
部
分
は
︑
ま

ず
天
津
に
集
結
し
て
李
鴻
違
の
指
揮
下
に
入
り
︑
そ
こ
か
ら
山
海
關

や
滿
洲
へ
と
-
兵
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
ま
だ
當
時
は
李
鴻
違
が
戰

爭
E
般
に
對
す
る
指
揮
︑
監
督
を
行
っ
て
い
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
︒

(56
)

例
え
ば
︑
當
時
の
�
鮮
に
は
こ
う
し
た
勇
營
︑
淮
軍
が
展
開
し
て

い
た
︒
そ
の
中
の
盛
軍
を
指
揮
し
て
い
た
衞
汝
貴
に
對
し
︑
李
鴻
違

は
規
律
の
低
さ
を
指
摘
し
た
上
で
︑﹁
汝
當
に
自
愧
す
べ
し
﹂
と
営

べ
て
い
る
︒
�
廷
は
こ
う
し
た
事
態
を
憂
慮
し
︑
上
諭
を
發
し
て
李

鴻
違
に
軍
規
の
園
底
と
治
安
破
壞
の
防
止
を
命
じ
て
い
る

(﹃
李
E

集
二
﹄
八
八
八
頁
﹁
寄
�
壤
盛
軍
衞
瓜
領
﹂
光
緖
二
〇
年
七
2
一
六
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日
午
刻
︒﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
四
五
︑
一
七
頁
︑
光
緖
二
〇
年
七
2

壬
寅
條
)︒
尙
︑
こ
う
し
た
淮
軍
の
規
律
の
弛
Ì
は
羅
爾
綱
氏
も
指

摘
す
る
I
で
あ
る
が

(羅
爾
綱
﹃
晚
淸
兵
志

第
一
卷

淮
軍
志
﹄

中
華
書
局
︑
一
九
九
七
年
︑
八
五
～
八
六
頁
)︑
こ
れ
は
淮
軍
に

限
っ
た
も
の
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
遼
陽
に
-
b
さ
れ
て
い
た
吉
林

練
軍
が
敎
會
の
破
壞
な
ど
を
行
っ
た
際
に
︑
�
廷
は
﹁
出
征
軍
士
︑

中
o
騷
擾
︑
已
干
軍
律
﹂
と
営
べ
て
い
る

(﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
四

五
︑
五
頁
︑
光
緖
二
〇
年
七
2
甲
午
條
)︒
こ
こ
か
ら
は
︑
當
時
動

員
さ
れ
て
い
た
E
て
の
軍
の
動
向
に
つ
い
て
︑
�
廷
が
憂
慮
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
︒

(57
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
四
二
︑
六
頁
︑
光
緖
二
〇
年
六
2
癸
丑
條
︑

卷
三
四
七
︑
一
三
︑
一
七
︑
二
三
～
二
四
頁
︑
光
緖
二
〇
年
八
2
丙

寅
條
︑
丁
卯
條
︑
己
巳
條
︑
卷
三
四
九
︑
七
頁
︑
九
2
丁
亥
條
︑
卷

三
五
〇
︑
一
七
頁
︑
九
2
辛
丑
條
︒﹃
中
日
=
涉
﹄
卷
二
〇
﹁
(一
六

四
三
)
軍
機
處
奏
商
閱
發
下
電
報
¶
片
等
件
擬
繕
諭
旨
?
w
片
﹂
光

緖
二
〇
年
八
2
二
三
日
︒
田
在
田
が
山
東
省
で
募
っ
た
勇
營
の
費
用

は
ま
ず
戶
部
か
ら
六
千
兩
を
荏
給
し
︑
不
足
分
が
山
東
省
か
ら
荏
給

さ
れ
た
︒
�
州
に
�
屯
の
後
は
︑
そ
の
軍
費
や
武
器
は
戶
部
と
神
機

營
よ
り
荏
給
さ
れ
て
い
る
︒﹃
中
日
=
涉
﹄
卷
二
二
﹁
(一
八
三
一
)

軍
機
處
奏
商
發
下
電
信
¶
件
擬
繕
諭
旨
?
w
片
﹂
光
緖
二
〇
年
九
2

二
八
日
︒﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
一
︑
七
頁
︑
一
〇
2
丙
午
條
も
¢

せ
て
參
照
︒

(58
)

陳
湛
綺
責
任
�
輯
﹃
國
家
圖
書
館
藏
古
籍
�
獻
叢
刊

中
日
甲
午

戰
爭
奏
稿
﹄
E
國
圖
書
館
�
獻
縮
Á
複
製
中
心
︑
二
〇
一
〇
年
︑
三

五
四
～
三
六
九
頁
︒
本
#
料
は
日
附
の
記
載
を
缺
く
も
の
の
︑
冒
頭

で
は
﹁
竊
聞
倭
人
攻
陷
九
連
城
之
後
︑
諸
將
]
紮
ê
天
嶺
︑
�
兵
潰

卒
不
復
成
軍
︑
倭
印
從
皮
子
口
登
岸
數
千
︑
旅
順
大
連
同
時
吿
|
︑

遼
瀋
之
6
形
旣
n
⁝
﹂
と
あ
る
︒
九
連
城
陷
落
は
一
八
九
四
年
一
〇

2
二
六
日
で
あ
り
︑
大
連
陷
落
が
一
一
2
七
日
︑
旅
順
陷
落
は
同
2

二
一
日
で
あ
る
た
め
︑
本
#
料
は
そ
の
閒
に
書
か
れ
た
こ
と
と
な
る
︒

そ
の
た
め
︑
&
査
命
令
が
出
さ
れ
た
日
附

(一
八
九
四
年
一
一
2
五

日
)
と
も
整
合
性
を
持
つ
︒

(59
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
一
︑
一
五
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
〇
2
辛
亥

條
︒

(60
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
一
︑
三
〇
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
〇
2
戊
午

條
︑
卷
三
五
二
︑
七
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
〇
2
辛
酉
條
︒
尙
︑
督
辦

軍
務
處
に
よ
る
&
査
報
吿
は
﹃
德
宗
實
錄
﹄
等
に
は
記
載
さ
れ
て
お

ら
ず
不
5
︒

(61
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
六
︑
一
二
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
二
2
庚
申

條
︑
卷
三
五
七
︑
六
～
七
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
二
2
丙
寅
條
︒

(62
)

『光
緖
�
東
華
錄
﹄
總
三
五
三
一
～
三
五
三
二
頁
︑
光
緖
二
〇
年

一
二
2
乙
丑
條
︒
こ
こ
で
督
辦
軍
務
處
が
處
罰
を
求
め
た
營
官
は
︑

李
培
榮
以
下
︑
ë
擊
銜
留
甘
補
用
都
司
吳
連
城
︑
山
東
候
補
參
將
李

連
陞
︑
藍
翎
守
備
谷
<
才
で
あ
る
︒
李
培
榮
に
は
﹁
=
部
議
處
﹂︑

そ
れ
以
外
に
は
﹁
卽
行
革
職
﹂
を
求
め
て
い
る
︒

(63
)

『
劉
忠
r
公
æ
集
﹄
奏
駅
卷
二
三
﹁
査
5
李
培
榮
參
款
改
-
瓜
軍

¶
﹂
光
緖
二
一
年
正
2
初
四
日
︒

(64
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
八
︑
一
二
頁
︑
光
緖
二
一
年
正
2
庚
辰
條
︒

(65
)

榮
祿
の
上
奏
に
つ
い
て
は

揭
í
(
22
)
を
參
照
︒﹃
中
日
=
涉
﹄

卷
二
一
﹁
(一
七
一
五
)﹁
軍
機
處
奏
商
閱
發
下
¶
件
電
奏
擬
繕
諭
旨
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?
w
片
﹂
光
緖
二
〇
年
九
2
初
四
日
︒﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
四
九
︑

四
頁
︑
九
2
丙
戌
條
︑
卷
三
五
〇
︑
一
三
頁
︑
九
2
庚
子
條
︒
尙
︑

當
時
の
董
福
祥
は
︑
先
営
の
西
太
后
の
S
曆
祝
典
に
參
加
す
る
た
め

來
京
し
て
い
た
︒
;
�
炳
は
í
喪
の
た
め
に
湖
北
提
督
を
辭
し
て
い

た
が
︑
日
淸
戰
爭
の
勃
發
に
よ
り
﹁
北
上
﹂
を
命
じ
ら
れ
た
一
人
で

あ
っ
た

(例
え
ば
﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
四
五
︑
八
頁
︑
光
緖
二
〇
年

七
2
丁
酉
條
︑
卷
三
四
八
︑
六
頁
︑
光
緖
二
〇
年
九
2
丁
丑
條
)︒

甘
軍
が
河
西
務
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
は
後
揭
í
(84
)

を
參
照
︒
;
�
炳
が
張
家
灣
に
�
屯
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑﹃
誥

î
円
威
將
軍
封
光
祿
大
夫
先
大
父
壯
勤
公
事
略
﹄

(;
�
炳
w

李

興
武
整
理
﹃
;
�
炳
集
﹄
黃
山
書
社
︑
二
〇
一
〇
年
I
收
)
光
緖
二

〇
年
條
︒
王
剛
氏
に
よ
る
と
︑
こ
れ
ら
董
福
祥
︑
;
�
炳
な
ど
は
︑

督
辦
軍
務
處
の
直
�
下
に
あ
り
︑
そ
の
軍
費
も
督
辦
軍
務
處
よ
り
荏

給
さ
れ
て
い
た
と
い
う

(王
剛
︑

揭
論
�
︑
六
〇
頁
)︒
こ
れ
か

ら
も
︑
田
在
田
︑
李
培
榮
も
含
め
た
北
京
)
郊
に
あ
る
勇
營
の
動
向

こ
そ
が
︑
�
廷
と
督
辦
軍
務
處
の
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
︒

(66
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
六
三
︑
一
六
頁
︑
光
緖
二
一
年
三
2
乙
酉
條
︒

尙
︑
王
剛
氏
は
曹
鳳
輝
と
表
記
す
る
が

(王
剛
︑

揭
論
�
︑
六
六

頁
)︑
本
稿
で
は
﹃
德
宗
實
錄
﹄
に
依
據
し
て
�
鳳
輝
と
し
た
︒

(67
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
二
︑
一
五
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
〇
2
丙
寅

條
︒

(68
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
六
︑
一
四
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
二
2
辛
酉

條
︒

(69
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
六
四
︑
二
︑
七
～
八
頁
︑
光
緖
二
一
年
三
2

丁
亥
條
︑
癸
巳
條
︒
李
鴻
違
が
¡
和
=
涉
の
E
權
大
臣
と
し
て
下
關

に
-
b
さ
れ
た
た
め
︑
當
時
の
直
隸
總
督
3
び
北
洋
大
臣
は
︑
王
�

韶
が
署
理
し
て
い
た

(﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
九
︑
一
二
～
一
三
頁
︑

光
緖
二
一
年
正
2
辛
卯
條
)︒

(70
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
六
一
︑
一
六
頁
︑
光
緖
二
一
年
二
2
癸
丑
條
︒

�
州
に
關
し
て
は
︑
﹁
�
州
)
畿
︑
非
帥
臣
I
宜
�
�
也
﹂
と
す
る

見
解
も
あ
る

(﹃
中
日
=
涉
﹄
卷
二
八
﹁
(二
二
四
二
)
侍
讀
學
士
�

廷
式
奏
	
飭
令
劉
坤
一
�
紮
天
津
整
飭
軍
務
¶
﹂
光
緖
二
〇
年
一
二

2
一
七
日
)︒

(71
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
六
八
︑
二
頁
︑
光
緖
二
一
年
五
2
丁
亥
條
︒

胡
燏
棻
は
先
の
董
福
祥
と
同
じ
く
︑
西
太
后
の
祝
典
に
參
加
す
る
た

め
に
上
京
し
た
︒
や
が
て
日
淸
戰
爭
の
勃
發
に
ñ
い
︑
天
津
に
お
い

て
東
征
糧
臺
の
管
理
を
命
じ
ら
れ
た

(﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
五
一
︑

一
一
頁
︑
光
緖
二
〇
年
一
〇
2
戊
申
條
)
︒﹃
劉
忠
r
公
æ
集
﹄
書
牘

卷
一
一
﹁
致
Q
宮
保
﹂
光
緖
二
一
年
五
2
一
七
日
︒

(72
)

謝
俊
美
�
﹃
國
家
淸
#
�
纂
委
員
會
・
�
獻
叢
刊

Q
同
龢
集

(
上
)
(以
下
︑
Q
集
)﹄
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
五
年
︑
一
四
一
～
一

四
二
頁
﹁
�
眞
裁
留
歸
¢
防
兵
¶
﹂
光
緖
二
一
年
五
2
一
九
日
︒
尙
︑

當
時
の
督
辦
軍
務
處
で
は
︑
Q
同
龢
が
上
奏
を
作
成
︑
淸
書
し
て
い

た

(
例
え
ば
本
上
奏
に
關
し
て
は
﹃
Q
日
記
﹄
光
緖
二
一
年
五
2
一

七
日
條
を
參
照
)
︒
こ
の
た
め
︑
本
#
料
は
﹁
此
¶
與
奕
訢
︑
奕
劻
︑

李
鴻
藻
︑
榮
祿
︑
長
麟
等
督
辦
軍
務
王
大
臣
聯
銜
﹂
と
m
記
さ
れ
︑

Q
同
龢
の
著
作
と
し
て
收
錄
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒﹃
德
宗
實

錄
﹄
卷
三
六
八
︑
三
頁
︑
光
緖
二
一
年
五
2
己
丑
條
︒

(73
)

『
劉
忠
r
公
æ
集
﹄
電
奏
卷
一
﹁
寄
督
辦
軍
務
處
﹂
光
緖
二
一
年
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五
2
二
三
日
︒﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
六
八
︑
六
頁
︑
光
緖
二
一
年
五

2
甲
午
條
︒
當
時
︑
劉
坤
一
が
直
接
に
指
揮
し
て
い
た
兵
勇
と
は

﹁
直
隸
閃
殿
魁
十
營
︑
河
南
牛
師
韓
七
營
︑
陝
西
馬
心
�
六
營
︑
3

宋
�
儒
�
瓜
泰
安
六
營
︑
何
鳴
高
接
瓜
山
西
練
軍
五
營
﹂
で
あ
っ
た
︒

(74
)

『劉
忠
r
公
æ
集
﹄
奏
駅
卷
二
四
﹁
裁
¢
關
津
防
營
¶
﹂
光
緖
二

一
年
閏
五
2
初
三
日
︒
ま
た
︑
こ
の
上
奏
で
は
董
福
祥
や
;
�
炳
に

つ
い
て
﹁
其
分
�
)
畿
之
;
�
炳
︑
董
福
祥
兩
軍
︑
裁
留
歸
¢
︑
自

由
督
辦
處
D
政
﹂
と
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒

(75
)

『劉
忠
r
公
æ
集
﹄
書
牘
卷
一
一
﹁
致
李
中
堂
王
制
軍
﹂
光
緖
二

一
年
五
2
二
七
日
︒

(76
)

定
武
軍
は
︑
日
淸
戰
爭
の
�
中
に
︑
北
洋
海
軍
に
あ
っ
た
ド
イ
ツ

陸
軍
少
佐
︑
ハ
ネ
ケ
ン

(K
on
stan
tin
v
on
H
an
n
eck
en
)
の
円
議

に
基
づ
き
�
成
さ
れ
た
︒
定
武
軍
に
つ
い
て
は
︑
羅
爾
綱
﹃
晚
淸
兵

志

第
三
卷

甲
癸
練
兵
志
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
九
七
年
︑
一
二
八

～
一
二
九
頁
︒
馬
忠
�
︑

揭
書
︑
一
〇
五
～
一
一
〇
頁
を
參
照
︒

尙
︑
定
武
軍
に
關
し
て
は
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
︒

(77
)

『中
日
=
涉
﹄
卷
四
五
﹁
(三
三
五
五
)
江
西
u
監
察
御
#
王
p
©

奏
撤
兵
關
繫
E
局
	
竝
留
各
軍
以
杜
奸
謀
¶
﹂
光
緖
二
一
年
閏
五
2

初
八
日
︒﹃
續
中
日

(三
)﹄
四
四
二
～
四
四
三
頁
﹁
(二
四
三
八
)

+
科
給
事
中
余
聯
沅
奏
諸
軍
不
可
遽
撤
淮
軍
不
宜
獨
留
¶
﹂
光
緖
二

一
年
閏
五
2
初
八
日
︑
四
四
三
～
四
四
五
頁
﹁
(二
四
四
〇
)
左
庶

子
戴
鴻
慈
奏
	
飭
劉
王
二
大
臣
詳
議
G
籌
各
軍
應
留
强
汰
ú
¶
﹂
光

緖
二
一
年
閏
五
2
初
九
日
︑
四
四
五
～
四
四
七
頁
﹁
(二
四
四
一
)

+
部
尙
書
麟
書
等
代
遞
丁
立
鈞
截
軍
應
汰
ú
留
强
竝
擬
辦
法
八
條

¶
﹂
光
緖
二
一
年
閏
五
2
初
九
日
︒
當
時
︑
こ
の
よ
う
な
淸
議
-
官

僚
の
上
奏
が
相
�
ぎ
︑
ま
た
一
定
の
影

力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
は
︑
市
古
︑

揭
論
�
を
參
照
︒

(78
)

各
軍
の
¢
用
に
つ
い
て
は
︑
王
p
©
︑
戴
鴻
慈
︑
丁
立
鈞
も
営
べ

て
い
る
︒
例
え
ば
︑
戴
鴻
慈
は
湘
軍
︑
淮
軍
︑
黔
軍
︑
豫
軍
の
¢
用

を
求
め
て
い
る
︒

(79
)

『Q
集
﹄
一
四
三
～
一
四
四
頁
﹁
�
議
裁
留
歸
¢
淮
軍
湘
軍
豫
軍

¶
﹂
光
緖
二
一
年
閏
五
2
一
三
日
︒

(80
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
六
九
︑
五
～
六
頁
︑
光
緖
二
一
年
閏
五
2
乙

巳
條
︒

(81
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
七
八
︑
九
頁
︑
光
緖
二
一
年
一
〇
2
己
丑
條
︒

日
淸
戰
爭
時
︑
袁
世
凱
は

線
の
鳳
凰
城
や
怨
民
廳
な
ど
に
お
い
て

兵
站
を
管
理
し
て
い
た
︒
こ
の
閒
に
李
鴻
藻
と
の
關
係
を
强
め
︑
戰

後
に
は
軍
事
改
革
の
必
�
性
を
訴
え
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
八
2
に
は

光
緖
(
の

で
軍
事
改
革
に
つ
い
て
営
べ
た
こ
と
か
ら
︑
督
辦
軍
務

處
で
の
﹁
差
委
﹂
を
命
じ
ら
れ
た
︒
や
が
て
劉
坤
一
や
Q
同
龢
︑
榮

祿
の
知
¬
も
得
た
袁
世
凱
は
︑
�
第
に
﹁
û
淮
投
湘
﹂
の
傾
向
を
帶

び
た
と
い
う
︒
か
つ
て
胡
燏
棻
が
定
武
軍
の
�
成
を
命
じ
ら
れ
た
際

に
は
督
辦
軍
務
處
の
指
示
を
Y
け
て
い
た
も
の
の
︑
督
辦
軍
務
處
に

お
い
て
の
﹁
差
委
﹂
を
5
確
に
命
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

本
�
で
営
べ
た
よ
う
な
劉
坤
一
や
督
辦
軍
務
處
の
上
奏
な
ど
に
鑑
み

る
と
︑
定
武
軍
︑
怨
円
陸
軍
に
對
す
る
よ
り
直
接
$
な
指
揮
が
試
み

ら
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
胡
燏
棻
は
︑
順
天
府
府
尹

に
轉
じ
︑
督
辦
鐵
路
事
務
と
し
て
天
津
か
ら
盧
�
橋
に
至
る
鐵
u
を

擔
當
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

(﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
七
〇
︑
一
四
～

一
五
頁
︑
光
緖
二
一
年
六
2
辛
巳
條
︑
卷
三
八
〇
︑
一
〇
頁
︑
光
緖
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二
一
年
一
一
2
辛
酉
條
︑
卷
三
八
二
︑
一
〇
頁
︑
光
緖
二
一
年
一
二

2
己
丑
條
︒
馬
忠
�
︑

揭
書
︑
一
四
一
～
一
四
五
頁
︒
劉
鳳
â

﹃
怨
円
陸
軍
﹄
中
央
硏
究
院
)
代
#
硏
究
I
︑
一
九
六
七
年
︑
三
七

～
四
五
頁
︒
張
華
ü
﹃
北
洋
集
團
崛
"
硏
究

(一
八
九
五
–
一
九
一

一
)﹄
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
九
年
︑
四
五
～
五
〇
頁
)︒

(82
)

河
湟
事
變
に
關
し
て
は
︑
丸
山
鋼
二
﹁
中
國
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム

敎
敎
-
﹂﹃
�
敎
大
學
國
際
學
部
紀
�
﹄
第
一
一
卷
二
號
︑
二
〇
〇

一
年
︑
一
四
三
頁
を
參
照
︒

(83
)

『中
日
=
涉
﹄
卷
四
四
﹁
(三
一
六
九
)
陝
甘
總
督
楊
昌
濬
來
電
﹂

光
緖
二
一
年
四
2
一
六
日
到
︒﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
六
六
︑
四
～
五
︑

六
頁
︑
光
緖
二
一
年
四
2
戊
午
條
︑
己
未
條
︑
卷
三
六
七
︑
八
頁
︑

光
緖
二
一
年
五
2
丁
丑
條
︑
卷
三
六
九
︑
二
二
頁
︑
光
緖
二
一
年
閏

五
2
甲
子
條
︑
乙
丑
條
︒

(84
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
六
九
︑
二
二
頁
︑
光
緖
二
一
年
閏
五
2
乙
丑

條
︒

(85
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
八
四
︑
四
頁
︑
光
緖
二
二
年
正
2
乙
卯
條
︒

(86
)

袁
英
光

胡
þ
祥
整
理
﹃
王
�
韶
日
記

(下
册
)﹄
中
華
書
局
︑

二
〇
一
四
年
第
二
�
印
刷
︑
九
三
三
頁
︑
光
緖
二
二
年
正
2
一
九
日

條
︑
二
〇
日
條
︑
二
一
日
條
︒

(87
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
七
六
︑
一
︑
七
︑
九
︑
一
〇
頁
︑
光
緖
二
一

年
九
2
戊
戌
條
︑
乙
巳
條
︑
丁
未
條
︑
戊
申
條
︑
卷
三
八
八
︑
九
頁
︑

光
緖
二
二
年
四
2
丙
子
條
︒
尙
︑
魏
光
燾
は
事
變
の
鎭
壓
後
に
は
陝

西


撫
と
し
て
陝
西
省
に
留
ま
っ
て
い
る

(﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
八

八
︑
六
頁
︑
光
緖
二
二
年
四
2
辛
未
條
)︒

(88
)

湘
軍
が
解
散
さ
れ
た
後
も
︑
豫
軍
は
錦
州
に
�
留
し
て
直
隸
省
の

防
衞
に
寄
與
し
た
︒
以
後
の
豫
軍
が
錦
州
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も

の
と
し
て
︑
例
え
ば
﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
四
一
六
︑
二
一
頁
︑
光
緖
二

四
年
三
2
壬
子
條
を
參
照
︒

(89
)

中
國
第
一
歷
#
檔
案
館
�
﹃
光
緖
�
硃
批
奏
¶

第
三
四
輯
﹄
中

華
書
局
︑
一
九
九
五
年
︑
四
六
四
頁
﹁︻
三
一
六
︼
北
洋
大
臣
直
隸

總
督
王
�
韶

片
﹂
光
緖
二
二
年
三
2
一
一
日
︒

(90
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
八
九
︑
一
頁
︑
光
緖
二
二
年
四
2
辛
巳
條
︑

卷
三
九
〇
︑
一
一
～
一
二
頁
︑
光
緖
二
二
年
五
2
戊
申
條
︒
榮
祿
の

報
吿
は
︑
中
國
社
會
科
學
院
)
代
#
硏
究
I
中
華
民
國
#
組
�
﹃
中

華
民
國
#
³
料
叢
稿

專
題
³
料
¶
輯
第
二
輯

淸
末
怨
軍
�
練
沿

革
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
七
八
年
︑
二
一
～
二
二
頁
お
よ
び
馬
忠
�
︑


揭
書
︑
一
四
七
頁
に
再
錄
さ
れ
て
い
る
も
の
を
本
稿
で
は
用
い
た
︒

た
だ
︑
兩
書
に
お
け
る
再
錄
は
い
ず
れ
も
省
略
箇
I
が
あ
る
︒
そ
の

た
め
︑
本
稿
で
は
兩
書
を
¤
宜
參
照
し
て
補
っ
た
︒
尙
︑
こ
の
#
料

の
出
典
に
つ
い
て
︑
﹃
淸
末
怨
軍
�
練
沿
革
﹄
で
は
﹁
軍
機
處
硃
批

奏
¶
檔
﹂
と
す
る
の
み
だ
が
︑
馬
忠
�
氏
に
よ
る
と
︑﹁
兵
部
尙
書

榮
祿
奏
爲
�
旨
査
5
督
練
怨
円
陸
軍
u
員
袁
世
凱
被
參
各
�
據
實
�

奏
事
﹂
光
緖
二
二
年
五
2
一
一
日
︑
朱
批
奏
¶
︑
檔
號

04-01-16-

0248-063
縮
Á
號
04-01-16-046-1310
と
の
こ
と
で
あ
る
︒

(91
)

『德
宗
實
錄
﹄
卷
三
九
〇
︑
一
二
頁
︑
光
緖
二
二
年
五
2
戊
申
條
︑

卷
四
〇
六
︑
一
六
頁
︑
光
緖
二
三
年
六
2
癸
未
條
︒

(92
)

例
え
ば
﹁
再
︑
督
辦
軍
務
處
亟
宜
裁
撤
也
︑
<
督
辦
處
︑
而
印
設

欽
差
大
臣
︑


諸
屋
上
架
屋
︑
<
軍
機
處
︑
仍
<
督
辦
軍
務
處
︑
未

免
政
出
多
門
﹂
と
の
批
�
が
淸
議
-
官
僚
よ
り
w
さ
れ
た

(﹃
中
日

=
涉
﹄
卷
三
一
﹁
(二
五
〇
八
)
附
件
一

恩
溥
奏
	
裁
撤
督
辦
軍
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務
處
改
設
內
城


防
總
局
片
﹂
光
緖
二
一
年
正
2
一
四
日
)︒
こ
れ

な
ど
は
督
辦
軍
務
處
に
對
す
る
淸
議
-
の
�
待
が
︑
�
廷
の
そ
れ
と

E
く
乖
離
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
王
剛
氏
は
︑
督
辦
軍
務

處
に
5
確
な
規
定
が
な
か
っ
た
こ
と
や
︑
そ
れ
を
�
成
す
る
大
臣
た

ち
の
³
質
な
ど
を
理
由
と
し
て
﹁
悦
不
能
在
戰
局
中
<
I
作
爲
﹂
と

し
︑
そ
の
上
奏
は
﹁
戰
略
性
﹂
を
缺
く
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る

(王

剛
︑

揭
論
�
︑
六
六
頁
)︒
こ
の
よ
う
な
見
解
は
︑
い
ず
れ
も
當

時
の
淸
議
-
の
見
方
を
踏
襲
し
て
︑
督
辦
軍
務
處
の
本
質
$
な
役
割

を
�
解
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
︒

(93
)

日
淸
戰
爭
後
の
�
廷
で
は
︑
變
法
を
實
施
す
る
た
め
に
﹁
皇
(
D

²
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
方
式
﹂︑
皇
(
へ
の
﹁
權
力
集
中
﹂
が
志
向
さ

れ
た
︒
政
變
後
に
お
い
て
も
︑
こ
う
し
た
傾
向
は
西
太
后
の
下
に
引

き
繼
が
れ
た
と
い
う

(
岡
本
隆
司
﹃
袁
世
凱
︱
︱
現
代
中
國
の
出

發
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︑
六
〇
～
六
二
︑
九
四
～
九
七
頁
)︒

ま
た
︑
宮
古
�
y
﹃
淸
末
政
治
#
の
再
�
成

︱
︱
日
淸
戰
爭
か
ら

戊
戌
政
變
ま
で
︱
︱
﹄
Ö
古
書
院
︑
二
〇
一
七
年
︑
第
二
違
︑
第

三
違
︑
第
五
違
も
¢
せ
て
參
照
︒
督
辦
軍
務
處
の
解
散
に
つ
い
て
は

﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
四
一
九
︑
八
頁
︑
光
緖
二
四
年
五
2
辛
酉
條
︒

(94
)

劉
鳳
â
︑

揭
﹃
武
衞
軍
﹄
六
七
頁
︒

(95
)

岡
本
︑

揭
書
︑
一
〇
〇
～
一
〇
二
頁
︒

(96
)

馬
忠
�
︑

揭
書
︑
一
八
一
～
一
八
二
頁
︒﹃
德
宗
實
錄
﹄
卷
四

一
九
︑
七
～
八
頁
︑
光
緖
二
四
年
五
2
辛
酉
條
︒
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ON THE DEFENSE OF THE CAPITAL UNDER

DABING YUNJI大兵雲集, FOCUSING ON THE

DUBAN JUNWU CHU督辦軍務處 DURING THE SINO-JAPANESE WAR

NENASHI Shintaro

Following the outbreak of the First Sino-Japanese War at the end of the nineteenth

century, the court summoned the yongying 勇營 troops from each province to the

north. This was intended to facilitate the stationing of more troops at the front, in

Korea, Manchuria, and around the capital, Beijing. However, many yongying troops

who travelled to the north and gathered in Zhili 直隸 Province were poorly

disciplined and worsened, rather than improved, security. Court officials were

worried that this deterioration of security would spread to Beijing. Moreover,

subversive activities by Japanese spies in Tianjin became known after the outbreak

of the war ; although these efforts ultimately failed, the court was concerned that

similar incidents could occur in Beijing and moved to strengthen the cityʼs defensive

forces. Concurrently and by coincidence, the Qingyi 淸議 Party strongly demanded

the unification of the chain of command in the court due to successive news of

defeat from the war front.

In an attempt to respond to this demand, the court established the Duban

Junwu Chu and the Xunfang Chu 4防處. The Duban Junwu Chu monitored the

yongying who were stationed from Beijing to the Tongzhou 5州 region. As

Tongzhou was situated to the east of Beijing, its security situation was directly

linked to that of the capital. The Xunfang Chu was tasked with improving the

security of Beijing itself. These two institutions may be considered as having

maintained security within and outside of Beijing complementarily.

Following defeat in the war, the Duban Junwu Chu proposed a defense system

for Zhili Province. The proposed defense system was a shift from the pre-war

system, which had been centered on the Huaijun 淮 軍, to a system that relied

equally upon three armies : the Huaijun, the Xiangjun 湘軍, and the Yujun 豫軍.

Furthermore, the Duban Junwu Chu and the court insisted on commanding the

Dingwu jun定武軍 and the Xinjian lujun怨円陸軍 in Tianjin and refused to let the

Viceroy of Zhili command them. This reflects the monitoring of and involvement

with the yongying, viceroys, and governors by the court and the Duban Junwu Chu

that continued after the end of the Sino-Japanese War. However, this involvement

was no longer centered on the Tongzhou region as in the pre-war period ; its
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application expanded to include more regions. It can be surmised that this shift was

based in a sense of alarm and a need to restrain the Huaijun and the Viceroy of

Zhili.

This paper examines the relationship between the central government and

regional governments in the late Qing dynasty in regard to the military system by

evaluating the behaviors of the court and the Duban Junwu Chu.
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