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は
　
じ
　
め
　
に

　
十
九
世
紀
中
期
に
発
生
し
た
二
度
に
亘
る
阿
片
戦
争
に
敗
北
し
た
こ
と
に

よ
り
、
清
朝
は
欧
米
諸
国
に
対
し
て
全
面
的
な
開
国
に
ふ
み
き
る
が
、
こ
の

こ
と
に
よ
り
伝
統
文
化
を
保
持
し
つ
つ
欧
米
文
化
の
受
容
と
い
う
こ
と
が
重

要
な
課
題
と
し
て
識
者
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
中

国
文
化
に
接
し
た
欧
米
人
に
と
っ
て
も
そ
の
文
化
の
特
質
を
解
明
す
る
こ
と

が
中
国
と
の
相
互
交
流
を
深
め
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

総
じ
て
こ
れ
ら
中
国
側
の
欧
米
文
化
研
究
、
そ
し
て
ま
た
欧
米
側
の
中
国
文

化
研
究
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
い

え
る
。
従
っ
て
こ
の
小
論
は
以
上
の
点
に
留
意
し
て
、
こ
の
時
期
に
生
存
し

た
文
人
王
制
の
生
涯
を
通
じ
て
中
国
と
欧
米
相
互
の
文
化
交
流
の
Ｉ
端
に
ふ

れ
て
み
よ
う
。

」
［
　
開
港
後
の
清
朝
の
対
外
文
教
政
策

　
第
一
次
阿
片
戦
争
勃
発
前
、
広
州
に
欽
差
大
臣
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
林
則

徐
は
、
阿
片
厳
禁
策
を
実
施
す
る
為
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
対
決
を
も
辞
さ
な
い

と
い
う
政
策
を
取
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
は
広
州
で
欧
米
諸
国
に
関
す
る
資
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料
の
収
集
も
行
な
い
、
欧
米
に
関
す
る
従
来
の
認
識
を
改
め
る
必
要
も
痛
感

う２
　
　
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
阿
片
戦
争
敗
北
後
、
林
則
徐
は
幕
友
魏
源
に
自
ら

ぐ
　
　
が
収
集
し
た
資
料
を
渡
し
て
海
外
諸
国
に
関
す
る
研
究
を
依
頼
す
る
が
、
魏

　
　
　
源
は
こ
れ
ら
の
資
料
を
基
に
自
ら
の
研
究
も
加
味
し
て
「
海
国
図
志
」
を
刊

　
　
　
行
す
る
。
こ
の
著
の
中
で
魏
源
は
外
国
と
の
外
交
・
貿
易
に
関
す
る
策
と
共

　
　
　
に
、
外
国
の
進
ん
だ
軍
事
・
産
業
技
術
を
学
ぶ
こ
と
を
提
案
す
る
。
魏
源
が

　
　
　
こ
の
著
を
刊
行
し
た
時
期
、
清
朝
は
第
一
次
阿
片
戦
争
に
敗
北
し
た
に
も
拘

　
　
　
ら
ず
開
港
地
は
五
港
に
限
定
し
貿
易
や
キ
リ
ス
ト
教
布
教
等
に
も
制
限
を
加

　
　
　
へ
る
な
ど
、
ま
だ
従
来
の
冊
封
体
制
の
枠
を
大
幅
に
変
更
す
る
も
の
と
は
い

夫
　
　
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
加
へ
て
中
国
人
の
排
外
感
情
は
強
く
、
開
港
地
に
於

敏
　
　
い
て
し
ば
し
ば
中
国
人
と
外
国
人
の
衝
突
事
件
が
続
発
し
て
い
た
。
開
港
十

　
　
　
年
後
に
太
平
天
国
の
乱
が
広
西
省
の
山
村
に
発
生
し
た
が
、
そ
の
三
年
後
の

谷
　
　
一
八
五
三
年
に
は
江
南
の
中
心
都
市
南
京
が
攻
略
さ
れ
ヽ
こ
こ
に
天
国
の
首

大
　
都
が
定
め
ら
れ
た
。
天
国
は
こ
こ
を
拠
点
と
し
て
江
南
各
地
を
攻
略
し
、
蘇

　
　
　
州
・
上
海
・
杭
州
等
の
主
要
都
市
に
も
戦
火
が
及
ん
で
い
た
。
そ
ん
な
中
で

　
　
　
発
生
し
た
第
二
次
阿
片
戦
争
に
敗
北
し
た
清
朝
は
一
八
万
八
年
に
天
津
条
約
、

　
　
　
一
八
六
〇
年
に
北
京
条
約
を
締
結
し
欧
米
諸
国
と
の
全
面
開
国
に
ふ
み
き
っ

　
　
　
た
。
そ
の
為
清
朝
は
総
理
衛
門
を
設
置
し
、
対
外
交
渉
を
国
際
法
の
規
約
に

　
　
　
従
っ
て
処
理
す
る
政
策
を
正
式
に
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
契
機

　
　
　
と
し
て
欧
米
諸
国
は
清
朝
を
全
面
的
に
援
助
す
る
策
を
定
め
、
天
国
と
の
関

　
　
　
係
を
完
全
に
た
ち
き
っ
た
。
条
約
締
結
後
、
清
朝
政
府
に
あ
っ
て
は
、
対
外

　
　
　
和
平
策
の
推
進
者
、
恭
親
王
と
そ
れ
を
支
持
す
る
曽
国
藩
・
李
鴻
章
等
の
漢

　
　
　
人
経
世
官
僚
が
台
頭
し
た
が
、
彼
等
は
外
国
人
の
協
力
を
得
て
自
ら
が
創
設

し
た
郷
勇
の
力
に
よ
っ
て
太
平
天
国
を
鎮
圧
す
る
一
方
、
外
国
の
す
ぐ
れ
た

軍
事
・
産
業
技
術
の
導
入
を
図
っ
て
江
南
の
都
市
に
官
督
民
弁
の
近
代
企
業

の
建
設
を
実
現
し
た
。
こ
れ
ら
漢
人
官
僚
は
そ
の
実
現
の
た
め
欧
米
の
軍

事
・
産
業
技
術
の
研
究
の
必
要
性
を
痛
感
し
、
そ
れ
を
研
究
す
る
為
の
翻
訳

機
関
同
文
館
を
首
都
北
京
や
江
南
の
開
港
都
市
上
海
、
更
に
広
州
に
設
置
し

た
。
ま
た
外
国
と
の
通
商
・
外
交
の
必
要
上
、
国
際
法
の
研
究
を
痛
感
し
、

そ
の
為
開
港
地
に
居
住
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
マ
ー
チ
ン
に
「
国
際

法
」
の
翻
訳
を
依
頼
す
る
と
共
に
同
文
館
の
外
国
人
教
師
に
招
聘
し
た
。
と

こ
ろ
で
こ
れ
ら
外
国
人
宣
教
師
の
中
国
渡
来
は
、
既
に
第
一
次
阿
片
戦
争
前

か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
当
時
宣
教
師
は
唯
一
の
開
港
地
広
州
に
貿
易
許
可
期

間
だ
け
居
住
す
る
か
、
或
い
は
マ
ラ
ッ
カ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
居
住
し
て
中

国
事
情
を
研
究
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
宣
教
師
の
帰
国
報
告
や
雑
誌
等
が
欧
米

人
の
中
国
情
報
を
得
る
唯
一
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。
第
一
次
阿
片
戦
争
の
結

果
締
結
さ
れ
た
南
京
条
約
に
よ
っ
て
五
港
が
開
か
れ
る
と
宣
教
師
は
そ
こ
に

居
住
し
て
宣
教
活
動
や
文
化
事
業
に
も
の
り
だ
し
た
。
し
か
し
こ
の
五
港
以

上
に
イ
ギ
リ
ス
の
領
土
と
な
っ
た
香
港
が
外
国
人
の
対
中
国
活
動
の
拠
点
と

し
て
重
要
な
役
目
を
果
す
よ
う
に
な
っ
た
。
香
港
に
は
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス

の
宣
教
師
が
渡
来
し
新
聞
・
雑
誌
を
発
行
し
て
中
国
情
報
の
収
集
・
研
究
を

促
進
し
た
。
こ
の
香
港
に
渡
来
し
た
イ
ギ
リ
ス
宣
教
師
団
の
こ
貝
に
レ
ッ
グ

が
い
た
。

　
そ
し
て
こ
の
レ
ッ
グ
な
ど
宣
教
師
と
交
流
の
あ
っ
た
の
が
故
あ
っ
て
香
港

に
滞
在
し
て
い
た
王
帽
で
あ
り
、
こ
の
両
者
の
間
に
親
密
な
関
係
が
生
じ
た
。

こ
の
交
游
関
係
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
そ
の
前
に
北
京
条
約
後
の
清
朝

－181－



清末開港後の文教政策と文人王帽に関する一考察
）３（

の
対
外
文
教
政
策
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
清
朝
は

北
京
条
約
後
、
開
明
的
な
漢
人
官
僚
の
進
出
に
よ
り
、
欧
米
の
軍
事
・
産
業

技
術
の
導
人
や
、
文
物
の
研
究
等
が
一
段
と
促
進
さ
れ
る
所
謂
「
洋
務
運

動
」
の
時
期
に
入
る
が
、
そ
れ
が
直
ち
に
欧
米
の
思
想
や
制
度
の
研
究
ま
で

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
中
国
の
伝
統
思
想
を
保
持
し
よ
う
と
す
る

根
強
い
官
僚
・
士
大
夫
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
中
心
人
物
が
大
学
士
倭
仁

で
あ
っ
た
。
倭
仁
は
一
八
六
二
（
同
流
元
）
年
に
工
部
尚
書
に
起
用
さ
れ
、

政
治
や
官
界
の
刷
新
を
陳
情
す
る
が
、
そ
の
際
、
孔
孟
の
古
礼
を
採
用
す
る

こ
と
を
進
言
し
た
。
彼
は
国
政
の
根
本
は
人
心
で
あ
り
技
術
で
な
い
と
し
、

古
学
の
復
興
を
提
唱
し
た
。
特
に
倭
仁
は
一
八
六
六
（
同
治
六
）
年
、
同
文

館
の
科
目
に
英
語
・
仏
語
・
露
語
の
他
、
天
文
・
数
学
・
化
学
・
博
物
・
公

法
を
拡
充
し
、
特
に
一
班
を
添
設
し
、
夷
人
を
招
い
て
天
文
・
算
学
の
兼
習

を
や
ら
せ
る
こ
と
に
猛
烈
に
反
対
し
た
。

　
穣
か
に
聞
く
に
、
立
国
の
道
は
礼
義
を
尚
び
、
権
謀
を
尚
ば
ず
。
根
本
の
圖
は
人

　
心
に
在
り
て
技
芸
に
在
ら
ず
。
今
之
を
一
芸
の
末
に
求
め
、
而
し
て
又
夷
人
を
奉

　
じ
て
師
と
為
す
は
、
夷
人
脆
誦
、
未
だ
必
ず
し
も
其
の
精
巧
を
伝
へ
ざ
る
は
論
ず

　
る
無
く
、
即
ち
教
者
誠
教
に
し
て
、
学
者
誠
学
な
ら
し
む
る
も
、
成
就
す
る
所
の

　
者
は
、
術
数
の
士
に
過
ぎ
ず
。
古
今
来
未
だ
術
数
を
侍
み
て
、
能
く
衰
を
起
し
弱

　
を
振
る
者
有
る
を
聞
か
ざ
る
也
。
天
下
の
大
は
、
才
無
き
を
患
へ
ず
。
如
し
天
文

　
算
学
を
以
て
、
必
ず
須
ら
く
講
習
す
べ
く
、
祷
采
旁
求
、
必
ず
其
の
術
に
精
な
る

　
者
有
る
も
、
何
ぞ
必
ず
し
も
夷
人
に
師
事
せ
ん
。
且
つ
夷
人
は
吾
が
仇
也
。

と
あ
り
、
立
国
の
道
は
礼
義
で
あ
っ
て
技
芸
で
な
い
と
の
べ
、
更
に
清
朝
の

敵
国
で
あ
っ
た
欧
米
人
を
招
い
て
、
天
文
・
算
学
を
教
授
さ
せ
る
こ
と
な
ど

し
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
天
文
・
算
学
の
導
入

を
是
認
し
て
い
た
恭
親
王
は
開
明
派
官
僚
、
曽
国
藩
等
に
意
見
を
求
め
そ
れ

に
基
づ
い
て
総
理
征
問
と
し
て
の
意
向
を
上
奏
す
る
。
彼
は
こ
の
件
に
つ
い

て
、
曽
国
藩
・
左
宗
巣
・
李
鴻
章
・
郭
嵩
熹
・
蒋
益
澄
等
が
同
調
し
て
い
る

と
の
べ
た
上
で

　
夷
を
奉
じ
て
師
と
為
す
と
日
う
は
、
慨
ち
師
事
名
目
を
臆
造
し
て
、
人
の
替
往
を

　
阻
む
。

と
あ
り
、
こ
の
上
奏
後
、
総
理
衛
門
に
受
験
す
る
者
が
い
た
の
に
、
倭
仁
が

侶
議
し
て
か
ら
、
京
師
各
省
の
士
大
夫
が
聚
党
私
議
し
て
、
約
法
を
阻
止
し
、

甚
し
く
は
且
つ
根
拠
の
な
い
謡
言
を
以
っ
て
人
心
を
煽
惑
す
る
者
が
で
て
き

た
と
い
う
。
そ
し
て
、
人
心
の
失
は
、
浮
言
を
侶
う
る
者
が
之
を
失
う
の
で

あ
る
と
ま
で
い
う
。
ま
た
通
政
使
于
凌
辰
は
、
こ
の
問
題
発
生
に
よ
り
党
患

が
已
に
萌
じ
、
こ
の
こ
と
こ
そ
国
を
危
ぶ
く
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
今
天
文
算
学
館
甫
め
て
設
け
、
而
し
て
争
端
即
に
啓
く
。
争
端
啓
け
ぱ
則
ち
朋
党

　
必
ず
成
る
。
夫
れ
天
文
算
学
は
、
本
よ
り
技
芸
の
末
に
属
す
。
其
れ
果
し
て
能
く

　
力
を
得
る
と
否
と
は
、
尚
知
る
可
か
ら
ず
。

と
の
べ
、
こ
ん
な
問
題
で
国
論
が
わ
れ
る
こ
と
こ
そ
問
題
が
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
時
期
両
論
は
並
立
し
た
ま
ま
、
今
後
の
検
討
課
題
と
な
っ
た
。

但
、
洋
学
の
導
人
に
積
極
的
に
賛
成
し
て
い
た
曽
国
藩
に
し
て
も
、
儒
学
を

国
家
体
制
教
学
と
し
て
尊
重
す
る
点
で
は
倭
仁
と
同
様
な
考
え
を
も
っ
て
い

た
。
曽
国
藩
は
若
年
倭
仁
よ
り
義
理
の
学
を
学
び
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
新
儒

学
研
究
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
洋
学
研
究
は
あ
く
ま
で
実
用
面

に
限
定
す
る
考
え
を
も
っ
て
い
た
。
曽
国
藩
の
後
継
者
で
あ
っ
た
李
鴻
章
に

－180－



　
　
　
な
る
と
、
基
本
的
に
は
曽
の
新
儒
学
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
実
用
的
な
立
場

ｊ４
　
　
か
ら
洋
学
導
入
を
曽
に
も
増
し
て
進
め
、
理
念
を
固
守
す
る
官
僚
群
と
の
間

ぐ
　
　
に
は
明
ら
か
な
差
異
が
み
ら
れ
た
。
李
鴻
章
は
幕
友
に
馮
桂
券
、
鄭
観
応
・

　
　
　
馬
建
忠
等
の
実
学
派
を
任
用
し
、
所
謂
洋
務
政
策
を
一
層
促
進
し
た
。
こ
の

　
　
　
中
で
は
馮
が
一
番
早
い
時
期
に
李
に
任
用
さ
れ
る
が
馮
は
同
文
館
を
上
海
・

　
　
　
広
州
に
設
置
す
る
こ
と
を
進
言
し
た
。
そ
し
て
亦
、
こ
こ
で
の
教
科
科
目
に

　
　
　
算
学
・
天
文
学
等
の
自
然
科
学
を
と
り
い
れ
、
欧
米
人
を
講
師
と
し
て
雇
う

　
　
　
こ
と
を
主
張
し
た
。

　
　
　
　
愚
以
為
ら
く
、
同
文
館
の
法
を
推
広
す
る
に
如
く
は
莫
し
。
上
海
・
広
州
を
し
て

夫
　
　
　
彷
照
弁
理
ヽ
各
一
館
を
為
り
、
近
郡
年
十
五
歳
以
下
の
頴
悟
誠
実
の
文
童
を
募
り
、

敏
　
　
　
西
人
を
聘
し
て
法
の
如
く
教
習
し
、
価
お
品
学
兼
優
の
挙
貢
生
監
を
兼
聘
し
て
、

　
　
　
　
経
史
文
芸
を
兼
課
し
て
、
其
の
上
進
の
路
を
碍
け
ず
、
三
年
期
と
為
し
学
習
成
る

谷
　
　
　
有
ら
ば
、
調
京
考
試
、
量
り
て
録
用
を
予
う
。

大
　
　
と
あ
り
、
こ
の
馮
の
進
言
は
、
李
鴻
章
に
よ
っ
て
一
八
六
三
（
同
治
二
）
年

　
　
　
の
「
請
設
外
国
茜
言
文
字
学
館
摺
」
と
な
っ
た
。
更
に
馮
が
「
采
西
学
議
」

　
　
　
の
中
で
「
西
人
を
聘
し
て
諸
国
語
言
文
字
を
以
て
し
、
又
内
地
名
師
を
聘
し

　
　
　
て
課
す
る
に
経
史
等
学
を
以
て
し
、
算
学
を
兼
習
せ
し
む
」
と
い
っ
て
い
る

　
　
　
が
、
こ
れ
こ
そ
北
京
同
文
館
が
設
立
後
加
味
し
た
学
科
目
で
あ
り
、
同
治
六

　
　
　
年
の
総
理
衛
門
の
算
学
採
用
の
議
は
、
馮
の
進
言
と
そ
れ
を
受
け
た
李
鴻
章

　
　
　
の
献
策
が
あ
っ
た
の
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
李
は
曽
国
藩
と
共
に

　
　
　
国
際
法
の
翻
訳
の
必
要
性
を
進
言
し
て
い
た
が
、
総
理
術
門
の
認
可
の
も
と

　
　
　
に
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
マ
ー
チ
ン
に
依
頼
し
、
マ
ー
チ
ン
は
、
一
八

　
　
　
六
三
（
同
治
二
）
年
、
京
師
同
文
館
に
て
ヘ
ン
リ
ー
ウ
ィ
ー
ト
ン
の
「
国
際

法
原
理
」
の
全
訳
を
行
っ
た
。
マ
ー
チ
ン
は
其
後
同
文
館
に
勤
務
し
、
一
八

六
七
（
同
治
六
）
年
に
は
同
文
館
の
国
際
法
と
経
済
学
を
講
義
し
、
一
八
六

九
（
同
治
八
）
年
同
文
館
の
館
長
に
就
任
し
、
彼
の
下
に
九
名
の
外
人
教
師

が
配
属
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
頃
に
な
っ
て
そ
の
陣
容
は
始
め
て
整
備

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
は
一
つ
に
は
、
同
文
館
に
外
国
人
講
師
を
招
聘
し
て
算
学
・
天
文
館

等
技
芸
の
学
を
学
習
さ
せ
る
の
に
極
力
反
対
し
て
い
た
倭
仁
が
一
八
七
一

（
同
治
十
）
年
死
去
し
そ
の
影
響
力
が
減
退
し
た
こ
と
に
よ
る
が
、
同
じ
頃
死

去
し
た
曽
国
藩
の
後
継
者
李
鴻
章
の
政
治
的
発
言
力
が
増
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
い
る
。
李
は
同
治
十
二
年
直
隷
総
督
兼
任
の
大
学
士
と
な
り
、
中
央
政
府

内
で
の
第
一
人
者
と
な
っ
た
が
、
こ
の
年
第
一
回
ア
メ
リ
カ
留
学
生
か
送
ら

れ
て
い
る
。
李
は
こ
の
よ
う
に
名
実
共
に
清
朝
政
界
の
第
一
人
者
と
な
っ
た

が
、
彼
に
反
対
す
る
勢
力
が
皆
無
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
曽
の
後

継
者
を
自
称
し
て
い
た
湘
系
の
左
宗
室
か
お
り
、
主
と
し
て
対
外
政
策
で
東

南
を
重
視
す
る
李
に
対
し
て
ロ
シ
ア
の
進
出
を
危
惧
す
る
西
北
重
視
を
主
張

し
て
い
た
。
ま
た
湖
北
武
昌
の
人
、
王
家
璧
は
同
治
初
曽
国
藩
、
左
宗
巣
の

配
下
に
あ
っ
た
関
係
上
、
中
央
官
庁
に
入
っ
て
か
ら
李
の
政
策
に
反
対
す
る

存
在
と
な
っ
て
い
た
。
彼
は
倭
仁
・
曽
の
学
術
を
評
価
し
、
洋
学
導
入
を
急

く
李
を
批
判
し
て
い
た
。
王
は
李
が
清
朝
の
官
史
採
用
は
、
章
句
弓
馬
だ
け

で
学
ぶ
所
は
実
用
的
で
な
く
、
敵
を
禦
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

遂
に
科
目
を
洋
学
に
変
え
る
こ
と
を
提
議
し
た
の
に
対
し
、
彼
は
本
朝
は
弓

馬
に
よ
っ
て
そ
の
基
礎
を
開
き
、
文
徳
武
功
は
前
代
よ
り
は
る
か
に
優
れ
て

お
り
、
銃
砲
は
も
ち
ろ
ん
兼
習
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
来
の
学
業
を
ど
う
し
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て
す
べ
て
忘
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
い
、
更
に
章
句
に
よ
っ
て
官

吏
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
正
に
尭
・
舜
・
周
公
・
孔
子
の
道
を
崇
重
し
、
人

が
経
書
と
史
書
を
読
み
、
大
義
を
明
ら
か
に
し
、
君
臣
父
子
の
倫
を
敦
く
す

る
こ
と
を
の
ぞ
む
こ
と
に
あ
る
云
々
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
八
七
五

（
光
緒
元
）
年
の
王
の
上
奏
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
李
の
幕
友
蔀
福

成
は
同
年
「
応
詔
陳
言
疏
」
を
提
出
し
、
別
に
一
科
を
設
け
洋
務
に
洞
達
す

る
者
が
あ
っ
た
ら
大
臣
の
保
薦
を
許
す
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
洋
務
導
入

を
め
ぐ
る
保
守
派
と
改
革
派
の
相
違
点
は
益
々
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。
し
か

し
大
勢
と
し
て
は
、
洋
務
導
入
派
が
優
勢
と
な
り
、
一
八
七
九
（
光
緒
五
）

年
に
は
貴
州
候
補
道
羅
応
旅
が
李
の
意
を
受
け
て
上
奏
し
、
詞
章
を
舎
て
る

外
に
別
に
専
科
の
理
な
し
と
ま
で
の
べ
、
一
八
八
四
（
光
緒
十
）
年
に
李
の

幕
友
鄭
観
応
が
「
考
試
」
を
論
じ
、
取
士
の
法
と
し
て
科
目
を
広
く
し
て
人

材
を
草
め
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
以
上
開
港
後
の
清
朝
の
文
教
政
策
を
略

述
し
た
が
、
「
夷
の
長
技
を
師
と
す
る
」
と
い
う
魏
源
の
提
言
は
北
京
条
約

後
に
あ
っ
て
開
明
派
の
基
本
路
線
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
中
国
の
伝
統
的
な

理
念
を
擁
護
す
る
思
想
は
根
強
く
、
実
用
を
優
先
す
る
政
策
は
ス
ム
ー
ズ
に

進
ま
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
欧
米
の
政
治
的
・
経
済
的
、
軍
事
的

圧
力
が
増
す
に
つ
れ
、
理
念
よ
り
も
実
用
を
先
行
す
る
李
鴻
章
の
路
線
が
優

勢
と
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
文
教
面
で
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
八
八
四

年
・
八
五
年
の
清
仏
戦
争
は
、
中
国
の
洋
務
の
進
行
状
態
を
図
る
尺
度
を
な

す
も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
清
朝
の
敗
北
に
終
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
先

行
に
あ
る
種
の
警
告
と
な
る
も
の
と
な
っ
た
。
次
章
で
は
、
開
港
後
か
ら
清

朝
の
洋
務
政
策
が
失
敗
で
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
し
た
日
清
戦
争
後
ま
で
生
存

し
て
い
た
文
人
王
帽
の
人
生
の
軌
跡
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
教
活
動
の
面

で
果
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
。

倒
　
王
帽
の
生
涯
と
文
教
活
動

　
王
制
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
「
敦
園
老
民
自
伝
」
に
自
ら
が
記
し
た
も
の

が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
一
八
三
八
（
道
光
十
八
）
年
十
月
蘇
州
城
外
長

洲
の
甫
里
村
に
生
れ
た
。
父
は
譚
は
昌
桂
と
い
い
、
家
が
貧
し
い
中
で
刻
苦

自
動
、
故
郷
で
教
育
者
と
な
っ
て
い
た
。
王
制
は
初
名
を
利
賓
と
い
っ
た
が
、

其
後
舶
つ
い
で
制
と
改
名
し
て
い
る
。
彼
は
幼
少
よ
り
性
情
礦
逸
で
、
仕
進

を
楽
は
な
か
っ
た
が
、
一
八
四
六
（
道
光
二
十
六
）
年
秀
才
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
挙
人
の
考
試
に
は
失
敗
し
、
科
挙
を
断
念
し
た
。
こ
の
頃
彼
は
上
海

に
き
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
、
エ
ド
キ
ン
ス
、
ミ
ュ
ア

ヘ
ッ
ド
等
と
親
し
く
な
り
、
一
八
四
九
（
道
光
二
十
九
）
年
、
上
海
に
設
立

さ
れ
て
い
た
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
経
営
の
墨
海
書
院
の
中
国
人
教
師
と
な
っ
た
。

墨
海
書
院
は
南
京
条
約
成
立
の
翌
年
早
く
も
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一

八
四
五
年
寧
波
に
設
立
さ
れ
た
英
華
書
院
と
共
に
著
名
で
あ
っ
た
が
、
馮
桂

剪
も
こ
の
両
書
院
は
蔵
書
も
多
く
あ
る
と
の
べ
、
西
学
研
究
に
と
っ
て
重
要

な
機
関
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
時
あ
た
か
も
太
平
天
国
の
乱
が
発
生
し
、

太
平
軍
は
ま
た
た
く
間
に
一
八
五
三
（
咸
豊
三
）
年
南
京
を
攻
略
し
、
こ
こ

を
首
都
と
し
て
戦
火
は
江
南
の
諸
都
市
に
も
及
ん
で
き
た
。
彼
は
こ
の
事
態

に
対
し
て
咸
豊
八
年
江
南
防
衛
策
と
し
て
和
戎
・
防
海
・
張
盗
の
三
大
端
を

江
蘇
巡
撫
徐
有
壬
に
進
言
す
る
。
当
時
両
江
総
督
は
何
桂
清
で
あ
っ
た
が
、
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何
と
徐
の
意
見
は
合
わ
ず
、
恐
ら
く
こ
の
策
は
反
故
に
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

Ｉ６
　
　
れ
る
。
徐
自
身
も
其
後
の
太
平
軍
の
猛
攻
に
よ
っ
て
蘇
州
で
自
尽
し
て
い
る
。

ぐ
　
咸
豊
十
年
金
陵
大
営
が
潰
れ
る
と
、
忠
王
李
秀
成
率
い
る
太
平
軍
は
一
挙
に

　
　
　
呉
・
常
・
蘇
・
太
を
同
時
攻
略
し
、
蘇
州
は
陥
落
、
江
南
は
半
ば
太
平
軍
の

　
　
　
勢
力
下
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
馮
桂
訪
を
始
め
蘇
州
の
郷
紳
は
上
海

　
　
　
に
逃
亡
す
る
。
こ
こ
に
彼
は
そ
れ
ま
で
の
団
練
が
貪
慾
で
詐
偽
を
し
て
お
そ

　
　
　
れ
お
の
の
い
て
、
ち
っ
と
も
侍
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
知
り
、
屡
々
当
事

　
　
　
者
に
上
書
し
て
方
略
を
画
し
た
が
、
彼
等
は
外
面
で
は
王
の
策
を
ず
ば
抜
け

　
　
　
て
い
る
と
評
価
し
な
が
ら
も
内
面
で
は
之
を
い
み
ね
た
ん
で
い
た
と
い
う
。

夫
　
但
彼
の
進
言
で
頗
る
施
行
を
見
て
、
能
い
効
果
が
あ
っ
た
の
は
、
特
に
西
人

敏
　
を
以
て
領
隊
官
と
為
し
火
器
を
使
用
し
て
江
南
の
郷
民
を
教
授
さ
せ
た
こ
と

　
　
　
で
あ
る
。
こ
の
時
編
成
さ
れ
た
も
の
を
洋
槍
隊
と
い
っ
た
が
、
こ
れ
が
所
謂

谷
　
　
イ
ギ
リ
ス
人
コ
ー
ド
率
い
る
常
勝
軍
で
あ
る
・
と
こ
ろ
が
自
伝
に
よ
る
と
こ

大
　
　
の
功
績
を
ね
た
ま
れ
て
彼
は
中
傷
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
あ
る
。
時
あ
た

　
　
　
か
も
太
平
軍
が
蘇
郷
に
偽
官
を
偏
く
設
け
土
著
の
人
を
董
事
と
し
た
が
、
彼

　
　
　
は
こ
れ
ら
董
事
と
密
に
連
絡
を
と
っ
て
ね
が
え
り
を
説
い
て
い
た
こ
と
が
敵

　
　
　
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
中
傷
の
原
因
と
な
っ
た
。
彼
は
そ
こ
で
清
軍
に
逮
捕

　
　
　
さ
れ
る
と
思
い
、
上
海
に
移
り
イ
ギ
リ
ス
領
事
の
保
護
の
も
と
に
香
港
に
亡

　
　
　
命
し
た
と
い
う
。
以
上
が
彼
の
「
自
伝
」
に
甚
づ
く
行
動
の
要
約
で
あ
る
が
、

　
　
　
そ
の
際
「
自
伝
」
に
ふ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
、
彼
が
黄
鯛
の
変
名
で
太
平
天

　
　
　
国
の
蘇
州
守
将
に
上
書
し
て
上
海
攻
略
の
方
途
そ
の
他
軍
事
上
の
献
策
を
行

　
　
　
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
現
代
の
史
学
家
の
考
証
に
よ
り
指
摘

　
　
　
さ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
太
平
軍
蘇
帽
省
民
務
を
総
理
す
る
劉
天
義
に
献
上
し
た
文
書
で

あ
り
、
一
八
六
二
年
三
月
こ
の
文
書
が
上
海
付
近
の
王
家
寺
に
あ
っ
て
清
軍

の
分
捕
る
所
と
な
り
、
清
政
府
は
即
ち
に
「
通
賊
」
の
罪
名
で
上
海
租
界
に

彼
の
引
渡
治
罪
を
要
求
し
た
が
、
英
国
領
事
は
彼
を
疵
護
し
て
、
香
港
に
逃

亡
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
民
国
二
十
七
年

刊
行
の
謝
興
尭
の
「
関
於
上
海
在
太
平
天
国
時
代
之
史
料
孜
補
」
七
の
「
興

太
平
軍
在
上
海
最
有
価
値
之
文
献
－
王
帽
上
太
平
軍
取
上
海
策
」
に
記
さ

れ
て
い
る
。
又
、
王
絹
が
太
平
天
国
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
「
読
小
池
桑
記
」
に
「
太
平
朝
科
挙
輿
王
帽
」
と
題
し
て
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
天
国
は
彼
に
太
平
状
元
を
与
え
た
と
あ
る
。
更
に
同
書

に
同
流
元
年
清
廷
が
彼
を
捕
へ
よ
う
と
し
た
時
、
彼
が
墨
海
書
院
に
て
外
人

保
護
を
受
け
て
い
た
の
で
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
こ
で
上
海

の
英
国
領
事
に
引
渡
し
を
交
渉
し
た
際
、
上
海
道
呉
煎
が
甘
言
を
用
い
て
彼

に
害
を
加
へ
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
の
で
外
人
に
彼
を
送
出
す
る
こ
と
を

願
っ
た
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
み
る
と
王
翰
が
太
平
天

国
と
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
か
な
り
信
憑
性
か
お
る
。
し
か
し
当
時
太
平
天

国
の
占
領
下
に
あ
っ
て
江
南
の
士
大
夫
の
中
で
太
平
軍
と
通
じ
た
と
し
て
告

発
さ
れ
た
著
名
人
は
何
人
か
い
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
更
な
る
研
究
の
つ
み
重
ね
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
王
絹
は
、
領
事

の
は
か
ら
い
で
香
港
に
亡
命
し
た
が
、
そ
の
際
香
港
在
任
の
英
人
レ
ッ
グ
に

書
を
与
え
て
い
る
。

　
絹
里
は
呉
門
を
去
る
こ
と
尚
四
十
里
。
蓋
し
皆
居
民
に
し
て
賊
窟
に
非
ず
、
固
よ

　
り
蘇
渥
の
通
道
也
。
方
に
泥
に
回
る
を
擬
す
に
、
忽
ち
聞
く
に
官
軍
賊
書
を
紺
獲
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し
、
指
し
て
帽
の
作
と
為
す
。
当
事
察
せ
ず
、
竟
に
「
通
賊
」
を
論
じ
、
忌
譚
す

　
る
者
衆
く
、
百
噪
明
ら
か
に
す
る
莫
し
。
然
し
て
帽
竟
に
危
を
冒
し
て
渥
に
住
く

　
は
、
誠
に
巨
匯
の
心
を
以
て
、
他
無
し
と
白
う
可
し
。
蓋
し
進
み
て
甘
じ
て
阻
首

　
の
洙
を
蒙
り
、
而
し
て
退
き
て
甘
じ
て
附
賊
の
罪
を
受
け
ず
、
其
志
も
亦
断
じ
て

　
識
る
可
し
。
而
し
て
麦
領
事
、
慕
西
土
其
愚
を
洞
爆
し
、
力
め
て
斡
旋
を
為
し
、

　
徒
に
死
し
て
悪
名
を
被
む
る
を
致
さ
ず
、
死
を
逃
れ
て
南
陽
に
て
、
執
事
に
逢
う

　
を
得
。
…
…

と
あ
り
、
自
分
は
決
し
て
通
賊
し
て
い
な
い
と
断
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ

の
信
書
の
相
手
で
あ
っ
た
レ
。
グ
で
あ
る
が
、
こ
の
香
港
亡
命
直
後
か
ら
か

な
り
長
い
開
交
友
関
係
が
あ
り
、
彼
の
人
生
に
も
っ
と
も
か
か
わ
っ
た
人
物

で
あ
っ
た
。
レ
。
グ
は
一
八
一
五
年
イ
ギ
リ
ス
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ア
バ

デ
ィ
ー
ン
近
郊
に
生
れ
、
一
八
三
八
年
ロ
ン
ド
ン
伝
道
会
に
入
り
、
一
八
四

〇
年
、
海
外
伝
道
の
た
め
マ
ラ
ッ
カ
に
赴
任
、
同
地
の
英
華
書
院
の
院
長
と

な
り
、
・
　
一
八
四
二
年
香
港
が
英
領
と
な
っ
た
後
、
同
書
院
を
当
地
に
移
し
、

そ
れ
か
ら
一
八
七
〇
年
代
ま
で
の
約
三
十
年
間
に
亘
っ
て
こ
こ
で
院
長
を
勤

め
た
。
そ
の
間
帰
国
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
滞
在
し
た
り
、
ま
た
長
崎
を
訪
問
し

た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
彼
は
布
教
の
側
ら
中
国
思
想
の
研
究
に
没
頭

し
中
国
経
書
の
翻
訳
に
尽
力
し
た
。
と
こ
ろ
で
レ
。
グ
は
香
港
滞
在
中
太
平

天
国
の
首
領
の
一
人
洪
仁
汗
と
の
交
流
か
お
り
洪
は
現
地
人
説
教
師
と
し
て

ロ
ン
ド
ン
会
に
関
係
し
て
い
た
。
こ
こ
に
レ
。
グ
を
通
じ
て
か
の
容
閔
が
洪

と
会
っ
て
お
り
、
後
彼
が
天
京
に
洪
を
訪
問
し
た
の
は
こ
れ
が
契
機
と
な
っ

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
干
王
洪
仁
坪
口
供
」
に
、
洪
が
一
八
五

三
年
突
丑
に
香
港
に
遊
び
、
書
を
夷
牧
に
授
け
た
こ
と
、
更
に
一
八
五
四
年

甲
寅
に
上
海
洋
人
が
洪
の
南
京
に
行
く
の
を
承
知
し
な
か
っ
た
の
で
、
夷
館

に
在
っ
て
天
文
歴
数
を
学
習
し
、
是
冬
香
港
に
戻
り
、
な
お
天
文
を
習
い
、

夷
牧
に
授
教
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
洪
が
こ
の
頃

香
港
、
上
海
間
を
往
来
し
て
い
た
こ
と
と
共
に
夷
牧
（
外
国
人
の
行
政
官
）
の

信
頼
も
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
て
、
レ
ッ
グ
は
一
八
七
三
年
帰
国
後
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
教

授
と
な
り
中
国
経
書
に
関
す
る
教
授
を
行
な
い
、
中
国
思
想
の
紹
介
に
っ
と

め
た
。
王
制
は
レ
ッ
グ
が
帰
国
す
る
際
、
送
別
文
を
書
い
た
が
、
そ
の
中
で

彼
が
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
等
と
共
に
東
遊
し
た
時
は
、
最
年
少
で
あ
っ
た
が
学
識

人
品
と
も
卓
然
人
と
異
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
当
時
東
遊
し
た
ミ
ュ
ア

ヘ
ッ
ド
、
ブ
リ
ジ
マ
ン
、
エ
ド
キ
ン
ス
、
ワ
イ
リ
ー
、
ホ
ブ
ソ
ン
、
マ
ッ

ゴ
ー
ワ
ン
、
マ
ー
チ
ン
等
の
人
々
は
西
学
を
中
国
に
通
ず
る
こ
と
で
貢
献
し

た
が
、
中
国
経
籍
を
西
国
に
通
ず
る
こ
と
に
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。
た
だ

レ
ッ
グ
の
み
が
そ
の
難
を
憚
ら
ず
、
全
力
で
十
三
経
を
注
し
た
。
そ
し
て
経

を
言
う
や
、
一
家
を
主
と
せ
ず
、
一
説
を
専
に
せ
ず
、
博
く
采
り
あ
ま
ね
く

ふ
れ
て
、
務
め
て
其
通
を
極
め
、
大
抵
は
孔
・
鄭
よ
り
取
材
し
て
程
朱
に
折

衷
し
、
漢
宋
の
学
に
お
い
て
、
両
つ
な
が
ら
偏
祖
は
無
か
っ
た
と
い
う
。
こ

の
よ
う
に
王
轜
は
レ
ッ
グ
の
経
書
研
究
は
、
学
問
的
な
厳
正
な
態
度
で
当
っ

て
お
り
、
こ
の
点
で
は
中
国
人
の
経
学
研
究
に
そ
れ
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
た

と
の
べ
、
更
に

　
先
生
は
独
り
西
国
の
儒
宗
を
以
て
抗
心
媚
古
、
…
…
…
中
略
…
…
…
そ
の
志
は

　
翠
経
を
悉
く
訳
述
有
る
を
欲
し
、
以
て
其
の
後
学
に
嘉
恵
す
る
の
心
を
広
む

と
の
べ
、
レ
ッ
グ
の
経
書
研
究
の
意
気
盛
ん
な
点
を
礼
賛
し
て
い
る
。
こ
の
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レ
ッ
グ
の
経
書
翻
訳
を
幇
助
し
た
の
が
王
帽
で
あ
り
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
て

Ｉ８
　
彼
は
一
八
六
七
（
同
治
六
）
年
よ
り
一
八
七
〇
年
に
至
る
三
年
間
、
レ
ッ
グ

ぐ
　
　
に
随
っ
て
英
国
に
渡
る
が
、
当
地
で
訳
書
の
仕
事
を
続
け
る
と
共
に
フ
ラ
ン

　
　
　
ス
、
ロ
シ
ア
等
の
国
を
游
歴
し
、
国
情
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
帰
国
し
た
王

　
　
　
帽
は
、
同
治
十
年
、
レ
ッ
グ
が
解
散
し
た
英
華
書
院
を
該
院
の
買
弁
黄
平
甫

　
　
　
と
集
股
購
入
し
、
名
を
中
華
印
務
総
局
と
か
え
、
日
報
の
発
刊
を
志
す
。
そ

　
　
　
れ
と
共
に
一
八
七
一
年
秋
発
生
し
た
普
仏
戦
争
に
対
し
て
、
そ
の
前
後
の
事

　
　
　
実
を
綜
し
て
、
「
普
法
戦
紀
」
を
著
し
た
。
彼
は
そ
の
前
序
に
「
余
の
普
法

　
　
　
戦
時
を
志
す
は
、
豊
独
り
普
法
を
志
さ
ん
哉
。
欧
州
全
局
の
枢
機
此
に
總
括

夫
　
す
・
普
強
く
法
弱
し
、
此
れ
欧
州
変
局
の
由
来
す
る
所
也
」
と
の
べ
て
い
る
。

敏
　
　
こ
の
著
が
刊
行
さ
れ
る
と
、
泰
西
掌
故
を
談
ず
る
者
は
此
を
以
て
鑑
と
為
す

　
　
　
可
し
と
評
判
に
な
っ
た
。
こ
の
王
輔
の
外
游
と
其
後
の
文
筆
活
動
が
評
価
さ

谷
　
れ
て
ヽ
清
朝
の
高
官
の
中
に
も
そ
れ
を
尊
重
す
る
も
の
も
で
て
き
た
・
す
な

大
　
　
わ
ち
開
明
派
官
僚
丁
日
昌
が
尤
も
彼
を
賞
識
し
、
当
時
時
務
に
通
達
し
、
外

　
　
　
情
に
熟
稔
す
る
は
老
民
（
王
朝
）
に
若
く
は
莫
し
と
謂
っ
た
の
で
、
彼
の
見

　
　
　
識
を
学
び
た
い
と
い
う
地
方
官
が
全
国
各
地
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
帰
国
後
発
刊
し
た
「
日
報
」
は
一
八
七
四
（
同
治
十
三
）
年
「
循
環
日
報
」

　
　
　
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
循
環
と
は
「
終
り
て
始
め
に
復
し
循
環
し
て
や

　
　
　
ま
ず
」
と
い
う
語
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
世
は
絶
え
ず
変
化
を
く

　
　
　
り
か
え
す
と
い
う
変
の
意
義
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
彼
は
こ

　
　
　
の
よ
う
な
変
化
す
る
世
の
中
に
あ
っ
て
も
中
国
の
根
本
理
念
は
不
動
で
あ
る

　
　
　
と
言
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
彼
は
こ
の
「
日
報
」
の
論
説
の
内
時
事
に
関
す

　
　
　
る
も
の
を
集
め
て
「
外
篇
」
に
ま
と
め
た
が
そ
の
学
識
の
淵
博
、
眼
光
の
遠

大
さ
で
は
一
時
両
な
し
と
言
わ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
以
後
上
海
・
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
等
の
地
の
報
紙
漸
く
興
り
、
互
い
に
相
い
転
録
す
る
と
い
う
盛
大
さ
を
極

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
報
紙
発
刊
の
意
義
は
、
中
国
人
が
自
ら
資
金
を
集
め
、

自
ら
の
見
解
に
よ
る
論
説
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
香
港
に
戻
っ
た
王
帽
は
新
聞
の
主
筆
、
著
書
の
刊
行
と
め
ま
ぐ
る

し
く
活
躍
す
る
。
当
時
彼
の
関
心
は
欧
米
列
強
の
う
ち
で
と
り
わ
け
仏
の
動

向
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
フ
ラ
ン
ス
は
越
（
ベ
ト
ナ
ム
）
に
進
出
し
、
そ

の
保
護
国
化
を
め
ざ
し
て
い
た
の
で
宗
主
国
清
朝
と
対
立
す
る
様
相
を
深
め

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
①
「
越
南
通
商
禦
侮
説
」
②
「
越
南
富
親
法
自

存
」
を
書
く
が
、
①
の
中
で

　
蓋
し
越
南
は
固
よ
り
我
中
朝
の
属
国
也
。
分
を
以
て
言
え
ば
則
ち
昇
藤
、
勢
を
以

　
て
言
え
ば
則
ち
唇
歯
也
。
越
南
一
旦
果
し
て
法
の
所
有
と
為
れ
ば
則
ち
川
漠
も
亦

　
虞
る
可
き
に
在
り
。

と
あ
り
、
越
南
が
仏
の
所
有
と
な
れ
ば
、
川
（
四
川
）
・
旗
（
雲
南
）
も
危
く

な
る
と
の
べ
、
そ
の
対
策
と
し
て
、
総
理
衛
門
が
欧
洲
列
国
公
使
と
酌
商
し

て
今
後
各
国
通
商
は
互
い
に
相
い
保
衛
し
、
以
て
泰
西
各
国
が
人
の
国
を
滅

ぼ
す
を
以
て
己
が
利
と
為
さ
ざ
る
を
明
ら
か
に
し
た
ら
よ
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
し
て

　
然
後
我
れ
励
精
圖
治
、
振
作
為
す
有
り
。
鎗
砲
を
製
し
舟
艦
を
造
り
兵
旅
を
練
し

　
賢
才
を
挙
げ
、
西
国
の
語
言
文
字
を
学
習
し
、
以
て
彼
此
の
情
に
通
ず
。

と
の
べ
、
西
洋
の
軍
事
技
術
を
学
び
、
そ
の
た
め
語
言
文
字
を
学
習
し
、
西

洋
の
事
情
に
通
ず
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
特
に
彼
は
こ

の
両
論
文
で
盛
ん
に
「
万
国
公
法
」
に
通
ず
る
こ
と
の
意
味
を
と
い
て
い
る
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が
、
こ
れ
は
第
一
章
で
の
べ
た
よ
う
に
、
総
理
衛
門
の
重
視
す
る
と
こ
ろ
と

な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
彼
は
仏
を
け
ん
せ
い
す
る
為
に
、
通
商
を
求
め
る
英
の

力
を
十
分
に
利
用
す
る
こ
と
を
と
い
て
い
る
の
は
、
か
の
魏
源
の
三
策
の
一

つ
、
「
夷
を
以
て
夷
を
款
す
」
と
の
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
王
垢
が
強
い
関
心
を
示
し
た
外
国
は
、
一
八
六
八
年
江
戸
幕
府

を
打
倒
し
た
日
本
の
明
治
政
府
で
あ
っ
た
。
特
に
両
国
の
間
に
生
じ
た
外
交

問
題
で
あ
っ
た
琉
球
の
帰
属
に
関
す
る
事
で
あ
っ
た
。
彼
は
琉
球
問
題
に
関

し
て
①
「
琉
球
朝
貢
考
」
②
「
琉
球
向
帰
日
本
辨
」
③
「
駁
日
人
言
取
琉
球

有
十
誼
」
（
巻
六
）
④
「
琉
事
不
足
辨
」
（
巻
六
）
等
の
論
文
を
書
き
、
歴
史

的
に
み
て
も
琉
球
は
中
国
の
朝
貢
国
で
あ
り
日
本
の
領
土
で
な
い
こ
と
を
立

証
し
た
。
し
か
し
現
実
は
日
本
の
琉
球
兼
併
が
着
々
と
進
ん
で
い
る
と
の
べ
、

　
日
本
琉
球
を
兼
併
し
て
自
り
、
西
人
是
事
を
論
ず
る
者
、
槐
ち
偏
祖
多
し
。
蓋
し

　
日
本
西
法
を
歩
武
し
て
自
り
以
来
、
自
ら
以
て
漸
く
富
強
の
斂
を
著
す
を
以
て
、

　
而
し
て
裂
裂
然
と
し
て
域
外
の
観
を
馳
す
。

と
あ
り
、
西
人
ま
で
い
つ
も
日
本
を
重
視
し
て
中
朝
を
軽
視
し
て
い
る
と
の

べ
、
そ
れ
は
西
人
が
中
朝
の
属
国
で
あ
る
越
南
、
逞
羅
、
緬
旬
、
高
麗
を

狙
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
日
本
及
び
西
人
の

中
朝
に
対
す
る
侮
蔑
に
対
し
て
は
、
［
臥
薪
嘗
臆
］
の
暇
も
な
い
の
で
、
た

だ
奮
起
し
て
成
功
を
求
め
て
事
を
な
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
す
み
や
か

に
自
強
の
計
を
図
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
計
と
は
、

　
海
防
を
整
頓
し
、
軍
艦
を
製
造
し
、
水
師
を
演
練
す
る
は
、
此
れ
外
を
治
す
る
者

　
也
。
人
才
を
延
攬
し
、
牧
令
を
簡
遷
し
、
俊
良
を
登
崇
す
る
は
、
此
れ
内
を
治
す

　
る
者
也
。
外
治
す
れ
ば
則
ち
兵
力
強
く
、
内
治
す
れ
ば
則
ち
民
心
固
る
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
彼
は
今
す
ぐ
自
強
の
計
を
図
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
日
本
に
関
心
を
も
っ
た
王
帽
は
一
八
七
九
（
光
緒
五
）
年

日
本
に
行
く
こ
と
を
決
意
す
る
。
上
海
か
ら
乗
船
、
長
崎
に
上
陸
そ
こ
か
ら

下
関
・
神
戸
・
大
阪
・
京
都
の
諸
名
勝
を
遍
歴
し
、
最
終
目
的
地
東
京
に

行
っ
た
。
こ
の
東
方
滞
在
中
に
彼
は
清
朝
初
代
正
使
何
如
璋
、
副
使
張
斯
桂
、

参
賀
黄
遵
憲
に
会
見
し
た
。
日
本
と
清
朝
は
一
八
七
三
年
、
日
清
修
好
条
規

が
批
淮
さ
れ
、
正
式
国
交
が
樹
立
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
く
初
代
駐
日
公
使
が

日
本
に
派
遣
さ
れ
た
が
、
一
八
七
六
（
明
治
十
・
光
緒
二
）
年
西
南
戦
争
が
起

り
、
何
如
璋
一
行
の
日
本
到
着
は
そ
の
翌
年
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
副

使
張
斯
桂
は
彼
が
か
つ
て
上
海
で
会
っ
た
こ
と
か
お
り
、
鋭
意
西
学
を
研
究

し
て
い
た
開
明
的
な
人
物
で
あ
り
、
彼
を
高
く
評
価
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
　
　
一

ま
た
黄
遵
憲
は
、
帰
国
後
「
日
本
国
志
」
を
著
し
、
日
本
研
究
の
先
べ
ん
を
　
　
1
7
4

゜
け
た
人
物
で
あ
る
・
特
に
黄
は
日
本
の
明
治
維
新
ヽ
そ
の
功
労
者
と
し
て
　
　
一

西
郷
隆
盛
に
関
心
を
も
っ
た
。
黄
は
後
開
明
的
な
官
僚
と
し
て
戊
戌
変
法
期

湖
南
按
察
使
と
し
て
維
新
事
業
を
推
進
し
た
の
も
こ
の
時
の
来
日
が
機
え
ん

と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
黄
の
影
響
か
ら
か
王
垢
も
西
郷
隆
盛
に

関
心
を
も
っ
た
。

　
嗚
呼
天
下
の
巣
雄
梁
帥
、
大
義
に
昧
く
、
躬
は
叛
逆
と
為
す
、
安
ぞ
亡
に
底
ら
ざ

　
る
有
ら
ん
哉
…
…
鹿
児
島
人
、
勇
を
好
み
戦
を
善
く
す
、
向
来
力
を
国
家
に
宣
す
。

　
乃
ち
一
旦
謀
叛
、
身
は
順
戮
を
膚
く
、
前
日
殊
勲
之
を
流
水
に
付
す
。
此
れ
他
無

　
く
順
逆
明
ら
な
ら
ざ
る
也
。
西
郷
赫
赫
の
功
を
以
て
、
而
し
て
終
に
歎
に
勝
う
可

　
か
ら
ざ
ら
ん
哉

と
の
べ
、
西
郷
は
叛
逆
者
と
な
っ
た
が
、
明
治
維
新
に
際
し
て
の
功
労
者
で



　
　
　
あ
り
、
何
故
こ
の
よ
う
な
結
末
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を

う1
0
　
惜
ん
で
い
る
。
ま
た
熊
本
城
に
て
西
郷
の
進
軍
を
は
ば
ん
だ
谷
干
城
に
つ
い

ぐ
　
　
て
谷
が
西
郷
を
詠
じ
た
詩
に

　
　
　
　
王
師
に
柱
抗
し
て
身
を
顧
み
ず
多
年
の
功
績
風
塵
に
委
す
、
君
の
末
路
初
志
に
違

　
　
　
　
へ
る
を
憐
む
、
春
雨
春
風
、
更
新
を
恨
む
。

　
　
　
と
あ
り
、
西
郷
の
功
を
弔
ん
で
其
の
不
終
を
歎
じ
た
二
十
八
字
の
中
に
無
限

　
　
　
の
感
慨
が
あ
り
、
こ
れ
を
聞
い
て
日
人
西
郷
も
亦
近
代
の
臭
雄
為
る
に
足
る

　
　
　
と
谷
の
詩
に
共
感
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
西
郷
の
こ
と
を
論
ず
る
と
共
に
自

　
　
　
ら
が
信
念
に
基
づ
い
て
行
な
っ
た
か
っ
て
の
行
動
に
対
し
て
叛
逆
の
レ
ッ
テ

夫
　
　
ル
を
は
ら
れ
た
思
い
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
八
八
三
（
光
緒
九
）
年
、

敏谷大

彼
は
香
港
に
て
こ
れ
ま
で
の
論
文
を
集
め
て
「
殼
園
文
録
外
編
」
八
巻
を
刊

行
す
る
。
そ
の
翌
年
丁
日
昌
の
力
添
え
も
あ
り
、
李
鴻
章
の
黙
許
を
得
て
正

式
に
上
海
に
帰
る
こ
と
が
で
き
、
格
致
書
院
に
勤
務
す
る
。

　
こ
の
年
王
粕
が
危
惧
し
た
通
り
越
南
を
め
ぐ
る
清
仏
戦
争
が
勃
発
す
る
。

戦
争
は
翌
年
終
結
し
、
李
鴻
章
・
パ
ト
ノ
ー
ト
ル
条
約
に
よ
っ
て
清
朝
は
安

南
に
対
す
る
宗
主
権
を
フ
ラ
ン
ス
に
譲
渡
す
。
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
は
コ
ー
チ

シ
ナ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ア
ン
ナ
ン
、
ト
ン
キ
ン
、
ラ
オ
ス
を
一
体
と
し
た
フ

ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
連
邦
を
成
立
さ
せ
る
。
清
仏
戦
争
の
敗
北
は
軍
事
中

心
の
洋
務
運
動
に
限
界
が
み
え
、
陳
熾
が
一
八
九
二
年
「
庸
書
」
を
出
版
し

て
変
法
の
必
要
性
を
と
き
、
そ
れ
に
続
く
変
法
論
が
続
出
す
る
。
こ
れ
は
更

に
一
八
九
四
年
の
日
清
戦
争
の
勃
発
と
そ
の
敗
北
に
よ
る
翌
年
締
結
し
た
下

関
条
約
に
よ
っ
て
清
朝
の
開
明
的
な
官
僚
や
知
識
人
は
変
法
の
必
要
性
を
痛

感
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
変
法
運
動
が
高
ま
る
が
、
そ
の
中
で
王
輔

の
著
書
も
結
構
注
目
さ
れ
て
い
た
。
唐
才
常
は
彼
の
「
法
国
志
略
」
は
西
史

に
通
ず
る
第
一
の
書
で
あ
る
と
絶
賛
し
て
い
る
。
王
輔
自
身
一
八
九
七
（
光

緒
二
十
三
）
年
馮
桂
芥
の
著
作
「
校
邨
盧
抗
議
」
を
校
印
し
た
が
、
そ
の
際

駿
文
を
書
く

　
西
学
の
行
う
可
き
を
知
り
て
彷
数
を
惜
ま
ず
、
中
法
の
巳
に
叛
す
る
を
治
す
…
…

　
此
れ
今
時
有
用
の
書
な
り

と
あ
り
、
一
八
六
一
　
（
咸
豊
十
一
）
年
刊
行
に
な
る
こ
の
著
の
現
代
的
意
義

を
と
い
て
い
る
。
こ
の
著
は
内
政
改
革
の
原
理
を
復
古
に
求
め
、
富
強
の
術

を
西
学
か
ら
採
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
書
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
思
想
は

現
代
で
も
生
き
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
著
は
開
明
派
官
僚
張
之

洞
の
助
言
に
よ
っ
て
、
広
く
中
央
・
地
方
の
行
政
官
に
講
読
を
勧
め
た
も
の

で
あ
っ
た
。
ま
た
帝
党
翁
同
蘇
も
既
に
光
緒
十
五
年
に
こ
の
著
の
若
干
篇
章

を
光
緒
帝
に
進
呈
し
て
帝
に
変
法
の
意
向
を
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点

か
ら
考
え
る
と
帝
や
改
革
派
官
僚
の
め
ざ
す
戊
戌
新
政
は
、
中
国
の
思
想
を

体
と
し
、
西
洋
の
思
想
は
技
術
の
み
な
ら
ず
制
度
も
含
め
て
用
と
す
る
所
謂

張
之
洞
の
中
体
西
用
論
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
馮
や
王
の
と
く

内
政
・
外
交
論
と
一
致
し
て
い
た
。
王
は
「
変
法
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

が　
夫
れ
孔
の
道
は
人
道
也
。
人
類
轟
き
ざ
れ
ば
、
其
道
変
ら
ず
。
三
綱
五
倫
、
生
人

　
の
初
め
已
に
具
わ
り
、
能
く
人
の
分
の
為
す
べ
き
所
を
去
し
、
乃
ち
憾
む
無
が
る

　
可
し
。

と
あ
り
、
孔
道
・
三
綱
五
倫
は
不
変
な
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
い

た
上
で
変
ず
べ
き
も
の
と
し
て
あ
げ
た
も
の
が
、
取
士
の
法
、
練
兵
の
法
、
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学
校
の
虚
文
、
律
例
の
繁
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ま
だ
議
院
を
開
く
と
い
う

構
想
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
実
施
す
る
に
際
し
、
西
法
か
ら
学
ぶ
べ

き
だ
と
い
っ
て
い
る
点
に
王
の
開
明
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
王

の
文
教
活
動
に
果
し
た
役
割
と
し
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
何
と
い
っ
て

も
そ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
側
面
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
次
章
で
は
こ

の
点
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
の
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
王
垢

　
イ
ギ
リ
ス
宣
教
師
モ
リ
ソ
ン
が
一
八
一
三
年
マ
ラ
ッ
カ
に
「
英
華
学
堂
」

を
創
設
し
、
一
八
一
五
年
に
ミ
ル
ン
が
「
察
世
俗
毎
月
統
記
伝
」
を
創
刊
す

る
が
、
こ
れ
に
続
い
て
一
八
三
三
（
道
光
十
三
）
年
広
州
で
「
東
西
洋
考
毎

月
統
記
伝
」
が
発
刊
さ
れ
、
こ
れ
は
四
年
後
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
移
さ
れ
る
が
、

こ
れ
ら
は
布
教
目
的
だ
け
で
な
く
日
々
の
情
報
活
動
も
行
っ
て
い
た
。
広
東

に
赴
任
し
た
林
則
徐
は
「
東
西
洋
考
毎
月
統
記
伝
」
を
早
速
蒐
集
し
、
情
報

分
析
に
使
っ
て
い
た
。
南
京
条
約
締
結
後
、
英
華
書
院
が
香
港
に
移
り
、
こ

こ
に
多
く
の
教
士
が
欧
米
よ
り
渡
来
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
述
し
た

通
り
で
あ
る
。
ま
た
新
た
な
開
港
地
上
海
に
は
墨
海
書
院
が
開
設
さ
れ
る
と

共
に
一
八
五
二
年
エ
ド
キ
ン
ス
に
よ
り
「
中
西
通
書
」
な
る
報
紙
が
刊
行
さ

れ
た
。
と
こ
ろ
で
咸
豊
五
年
香
港
で
月
刊
の
「
涸
溜
貫
珍
」
が
刊
行
さ
れ
る

が
、
そ
れ
以
後
の
報
紙
に
つ
い
て
王
垢
は

　
咸
豊
三
年
、
始
め
て
涸
涸
貫
珍
の
香
港
に
刻
す
る
有
り
、
理
（
学
士
）
雅
各
、
麦

　
領
事
華
陀
　
其
事
を
主
と
す
。
七
年
六
合
叢
談
上
海
に
刻
す
。
偉
烈
亜
力
其
事
を

　
主
と
す
。
採
捜
頗
る
広
し
。
同
時
に
中
外
新
報
寧
波
に
刻
す
る
有
り
。
璃
高
温
、

　
慮
思
理
迭
に
其
事
を
主
と
す
。
同
治
元
年
、
上
海
に
中
西
雑
述
を
刊
す
。
英
人
変

　
嘉
湖
其
事
を
主
と
す
。
嗣
い
で
皆
告
止
す
。
近
ご
ろ
則
ち
上
海
に
教
会
新
報
有
り
。

　
日
一
編
、
後
改
め
て
万
国
公
報
と
為
す
。
林
君
楽
知
其
事
を
主
と
す
。
而
し
て
中

　
西
聞
見
録
も
亦
京
師
に
刊
す
。
父
君
約
屈
、
丁
君
匙
良
其
事
を
主
と
す
。
顧
る
に

　
此
れ
皆
毎
月
一
編
な
る
者
、
兼
ね
て
格
致
雑
学
、
器
芸
新
法
を
講
ず
、
尚
時
事
に

　
於
て
簡
略
。

と
あ
り
、
概
略
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
あ
る
よ
う
に
こ
れ
ら
報
紙
の

刊
行
者
は
中
国
に
渡
来
し
た
宣
教
師
で
あ
り
、
中
国
人
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　
ま
た
報
紙
は
格
致
雑
学
、
器
芸
新
法
を
講
じ
て
い
る
が
時
事
に
簡
略
と
あ

る
よ
う
に
、
こ
の
点
に
も
の
た
り
な
さ
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
外

人
辨
ず
る
所
の
西
学
日
報
に
対
し
て
、
自
ら
西
文
報
紙
を
創
む
る
こ
と
を
主

張
し
て
い
た
。

　
其
の
主
筆
を
為
す
者
、
お
お
む
ね
皆
な
久
し
く
中
上
に
居
り
内
地
情
形
に
稔
悉
な

　
り
。
且
つ
其
の
言
う
所
の
論
は
、
往
往
中
を
抑
へ
て
而
し
て
外
を
揚
ぐ
。
甚
し
き

　
に
至
り
て
は
黒
白
混
淆
、
是
非
倒
置
す
。
泰
西
の
人
、
祇
洋
文
を
識
り
、
其
の
言

　
う
所
を
信
じ
て
確
実
と
為
す
。
中
外
交
渉
の
事
に
遇
へ
ば
則
ち
先
人
の
言
有
れ
は

　
主
と
為
す
。
而
し
て
中
国
自
ら
之
と
争
い
難
し
。
今
我
れ
自
ら
改
む
る
を
為
し
、

　
其
の
顛
末
を
備
述
す
、
而
し
て
曲
直
則
ち
見
わ
る
。
彼
又
何
に
従
り
て
以
て
其
の

　
鼓
笛
を
逞
せ
ん
哉
。

と
あ
り
、
西
洋
人
が
主
筆
で
あ
れ
ば
、
中
を
抑
へ
て
外
を
揚
ぐ
論
説
と
な
り
、

是
非
倒
置
し
て
中
国
に
不
利
益
な
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
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夫敏谷大

う
な
中
で
発
刊
さ
れ
た
「
申
報
」
の
主
筆
Ｆ
、
メ
ジ
ャ
ー
の
言
葉
を
彼
は

「
上
海
字
林
報
」
の
欧
文
に
の
せ
て
い
る
。
因
み
に
「
申
報
」
は
一
八
七
二

（
同
流
十
一
）
年
、
中
国
茶
の
貿
易
商
メ
ジ
ャ
ー
が
上
海
で
刊
行
し
た
も
の
で

あ
り
「
字
林
報
」
は
同
治
元
年
、
伍
徳
・
林
楽
知
等
が
編
輯
者
と
な
っ
て
上

海
で
「
上
海
新
報
」
と
し
て
発
刊
さ
れ
、
そ
の
中
文
版
を
「
字
林
報
」
と
命

名
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
字
林
報
」
に
王
制
が
欧
文
を
書
い
て
い

　
是
故
中
国
今
日
の
計
を
為
す
は
、
泰
西
諸
国
と
深
交
厚
結
し
、
輯
睦
の
誼
を
講
ず

　
る
に
如
か
ず
。
盟
約
の
信
を
修
む
れ
ば
則
ち
無
事
に
相
安
じ
、
永
く
不
敗
を
立
つ

　
可
し
。

と
の
べ
た
の
に
対
し
て
、
メ
ジ
ャ
ー
は
泰
西
諸
国
と
結
好
和
を
言
う
は
固
よ

り
で
あ
る
が
、
や
は
り
中
国
が
富
強
に
な
っ
て
こ
そ
こ
れ
が
生
き
て
く
る
と

い
い

　
蓋
し
天
下
の
事
、
能
く
守
り
て
然
後
能
く
戦
い
、
然
後
能
く
和
す
。
否
ざ
れ
ば
則

　
ち
我
局
之
を
人
に
操
ら
れ
、
而
し
て
之
を
己
に
操
ら
れ
ず
。

と
の
べ
て
い
る
。
「
中
報
」
の
刊
行
は
、
王
制
に
い
よ
い
よ
自
分
が
主
筆
と

な
っ
て
充
実
し
た
報
紙
の
出
版
を
決
意
さ
せ
、
一
八
七
四
（
同
流
十
三
）
年
、

そ
れ
ま
で
の
日
報
を
改
名
し
て
「
循
環
日
報
」
を
創
刊
す
る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
先
述
し
た
よ
う
に
こ
の
日
報
の
論
説
と
精
華
を
収
集
し
て
一
八
八
三

（
光
緒
九
）
年
「
戟
園
文
録
外
編
」
を
出
版
し
、
変
法
自
強
に
関
す
る
自
説
を

公
表
す
る
。
そ
の
中
で
彼
は
中
国
が
変
法
自
強
の
為
洋
務
が
必
要
だ
と
言
い

な
が
ら
も
今
だ
に
ほ
と
ん
ど
泰
西
の
情
に
熟
悉
し
て
い
な
い
と
の
べ
た
後
で
、

　
彼
處
は
則
ち
絵
訳
官
員
を
設
有
し
、
教
中
の
神
父
牧
師
に
及
ぶ
ま
で
、
華
言
を
斂

　
い
、
漢
字
を
識
り
、
心
を
我
国
の
政
治
に
留
め
、
我
の
俗
尚
　
風
土
　
山
川
　
形

　
勢
　
物
産
民
情
に
於
て
、
悉
く
皆
之
を
勒
し
て
書
を
成
し
、
以
て
其
国
中
の
民
に

　
教
う
。
而
し
て
向
時
中
国
の
能
く
泰
西
言
語
を
操
し
、
能
く
英
人
文
字
を
識
る
者
、

　
富
軸
者
は
慌
深
く
悪
み
痛
く
嫉
み
、
中
国
文
士
も
亦
之
を
鄙
し
て
巽
に
交
わ
る
を

　
屑
と
せ
ず
、
而
し
て
其
人
も
亦
類
ね
多
く
赤
貧
無
頼
、
浅
見
寡
識
、
泰
西
の
政
事

　
得
失
、
制
度
変
革
に
於
て
毫
も
関
心
せ
ず
。

と
あ
り
、
泰
西
諸
国
は
中
国
研
究
に
熱
心
で
あ
る
の
に
中
国
で
は
泰
酉
言
語

を
操
し
、
英
人
文
字
を
識
る
者
を
当
局
者
は
悪
み
嫉
み
、
ま
た
文
人
も
彼
等

を
さ
け
て
交
わ
ら
な
い
か
ら
皆
な
貪
乏
で
あ
り
、
泰
西
の
政
治
や
制
度
に
関

心
を
も
た
な
く
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
彼
自
ら
の
人
生
を
省
み

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
が
交
際
し
た
英

人
レ
ッ
グ
や
英
国
の
中
国
に
対
す
る
姿
勢
と
彼
を
追
放
し
た
中
国
当
局
と
文

人
の
対
応
に
こ
れ
ら
の
こ
と
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に

　
西
人
凡
そ
政
事
に
於
て
拒
細
を
論
ず
る
無
く
、
悉
く
日
報
に
載
す
。
洋
務
を
知
ら

　
ん
と
欲
す
れ
ば
、
先
づ
其
の
載
す
る
所
の
各
條
を
将
っ
て
一
々
訳
出
し
、
日
積
日

　
累
、
自
然
に
漸
く
其
深
を
知
り
、
而
し
て
彼
遁
情
な
し
。

と
あ
り
、
洋
務
を
知
る
に
は
日
報
の
果
す
役
割
を
重
視
し
て
い
る
。
彼
は
以

上
の
事
を
の
べ
た
の
は
、
今
か
ら
二
十
七
八
年
前
の
咸
豊
初
元
の
こ
と
で
あ

る
と
い
っ
て
い
る
が
、
光
緒
の
今
日
で
は
中
国
も
よ
う
や
く
洋
務
の
必
要
性

を
悟
っ
た
と
ま
と
め
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
循
環
日
報
」
発
刊
の
同
治
十
三
年
、
容
閔
に
よ
り
「
匯
報
」

が
上
海
に
創
刊
さ
れ
た
が
、
そ
の
投
資
者
は
専
人
が
多
く
、
招
商
局
の
總
辨

唐
景
星
が
経
営
に
当
っ
た
。
し
か
し
総
主
筆
は
英
人
葛
理
を
延
し
て
お
り
、
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そ
こ
が
「
循
環
日
報
」
と
相
違
し
て
い
た
。
「
申
報
」
も
英
人
美
査
が
主
筆

で
あ
っ
た
か
ら
中
国
人
が
主
筆
を
つ
と
め
た
「
循
環
日
報
」
は
そ
の
点
中
国

最
初
の
中
国
人
経
営
、
主
筆
か
ら
な
る
報
紙
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は

日
頃
の
彼
の
主
張
で
あ
り
、
そ
の
実
現
の
た
め
尽
力
し
た
成
果
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
変
法
運
動
の
高
ま
り
の
中
で
多
く
の
報
紙
が
発
刊
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
彼
は
そ
の
先
べ
ん
者
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
こ
の
小
論
は
開
港
後
登
場
し
て
き
た
中
国
最
初
の
国
際
的
感
覚
を
も
っ
た

文
人
王
絹
に
つ
い
て
研
究
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
代
人
と
し
て
は
容
閔
か

お
り
彼
等
が
い
ず
れ
も
洋
務
を
推
行
し
た
曽
国
藩
、
李
鴻
章
、
丁
日
昌
等
の

漢
人
官
僚
に
そ
れ
な
り
の
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
王
垢

の
場
合
は
太
平
天
国
に
通
じ
て
い
た
と
い
う
罪
名
に
よ
り
十
数
年
以
上
亡
命

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
が
、
容
赦
さ
れ
て
以
後
は
自
説
を
出
版
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
洋
務
思
想
の
普
及
に
尽
力
し
た
。
こ
ん
な
中
か
ら
厳
復
の
よ
う
な

人
物
も
で
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
厳
復
が
福
州
造
船
廠
付
設
の
海
軍
学
校
を

卒
後
し
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
の
は
Ｔ
八
七
七
（
光
絵
三
）
年
で
あ
り
五
年

帰
国
し
て
直
隷
総
督
李
鴻
章
の
要
請
に
よ
り
北
洋
水
師
学
堂
の
総
教
習
に
な

り
富
強
を
と
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
厳
復
と
王
帽
の
西
洋
思
想
の
と
ら
え

方
の
共
通
性
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ボ
ル
ツ
が
興
味
あ
る
見
解
を
の
べ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
「
厳
復
は
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
と
十
八
・
十
九
世
紀
に
お
け
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
無
神
論
思
想
と
の
あ
い
だ
の
衝
突
に
、
も
っ
と
も
早
く
気
づ

い
た
中
国
人
の
一
人
で
あ
る
。
こ
の
点
で
厳
復
に
先
ん
じ
て
い
た
の
は
、
か

の
「
洋
務
」
専
門
家
、
王
帽
だ
け
で
あ
っ
た
。
王
輸
は
実
証
主
義
と
呼
ば
れ

る
も
の
の
存
在
を
漠
然
と
耳
に
し
て
こ
れ
を
宣
教
師
に
対
す
る
武
器
と
し
て

用
い
た
。
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
王
岨
も
厳
復
も
キ
リ
ス
ト
教
神
学

に
対
し
て
は
受
容
せ
ず
、
西
洋
思
想
に
み
ら
れ
る
無
神
論
思
想
、
実
証
主
義

に
注
目
し
、
そ
れ
を
宣
教
師
か
ら
引
き
出
し
た
点
て
あ
る
。
王
輔
に
し
ろ
厳

復
に
し
ろ
彼
等
は
洋
務
を
主
張
し
て
西
洋
思
想
の
紹
介
及
び
導
入
に
つ
と
め

る
が
、
結
局
は
伝
統
思
想
の
枠
内
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
彼
等
の

思
想
の
本
質
を
論
じ
た
こ
と
に
は
な
い
。
厳
復
に
関
し
て
は
前
記
シ
ュ
ボ
ル

ツ
の
卓
越
し
た
研
究
は
あ
る
が
、
王
垢
に
関
し
て
は
西
洋
思
想
の
受
容
と
伝

統
思
想
の
保
持
・
変
質
と
い
っ
た
側
面
か
ら
研
究
し
た
者
は
ほ
と
ん
ど
な
い

の
で
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
て
設
定
し
て
お
こ
う
。

注

①
　
王
朝
に
関
す
る
資
料
と
し
て
、
主
に
「
弦
園
文
録
外
編
」
（
中
華
書
局
出
版
、

　
　
一
九
五
九
刊
行
）
を
使
用
し
た
。
説
明
に
よ
る
と
こ
の
排
印
本
は
、
光
緒
九

　
　
年
（
一
八
八
三
）
本
を
根
拠
と
し
て
、
光
緒
二
十
七
年
（
一
八
九
七
）
上
海

　
　
に
て
重
排
本
し
た
も
の
に
よ
っ
て
い
る
と
あ
る
。

②
　
『
道
咸
同
光
四
朝
奏
議
　
五
』
所
収
「
請
罷
同
文
館
疏
」
同
治
六
年
（
台
湾

　
　
商
務
印
書
館
発
行
）

⑧
　
『
道
咸
同
光
四
朝
奏
議
　
五
』
所
収

　
　
「
遵
議
倭
仁
條
陳
疏
」
同
流
六
年
（
台
湾
商
務
印
書
館
発
行
）

④
　
『
道
咸
同
光
四
朝
奏
議
　
五
』
所
収

　
　
「
請
潜
消
党
患
疏
」
同
治
六
年
（
台
湾
商
務
印
書
館
発
行
）

⑥
　
大
谷
孝
太
郎
著
『
儒
将
曽
国
藩
』
本
論
　
第
八
章
参
照
（
東
京
布
井
出
版
、
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昭
和
五
十
二
年
五
月
）

　
　
曽
の
「
漢
学
」
と
「
宋
学
」
を
「
礼
」
の
中
に
綜
合
し
よ
う
と
し
た
思
想
は
、

　
　
倭
仁
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
拙
著
『
中
国
近
代
政
治
思
想
史
概
説
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
発
行
）

　
　
第
三
章
、
第
二
節
　
㈹
参
照

⑦
　
馮
桂
券
」
『
校
邨
盧
抗
議
』
附
「
上
海
設
立
同
文
館
議
」

⑧
　
『
李
文
忠
公
全
集
　
こ
所
収
（
文
海
出
版
社
印
行
）
「
李
文
忠
公
奏
稿
　
巻

　
　
三
、
同
治
二
年
正
月
二
十
二
日

　
　
互
市
二
十
年
来
　
彼
酋
之
習
我
語
言
文
字
者
不
少
。
其
尤
者
能
読
我
経
史
、

　
　
於
朝
章
憲
典
吏
治
民
情
、
言
之
懸
歴
、
而
我
宦
員
紳
士
中
、
絶
少
通
習
外
国

　
　
語
言
文
字
之
人
。
各
国
在
泥
均
設
立
絡
訳
官
こ
Ｉ
員
、
遇
中
外
大
臣
会
商
之

　
　
事
、
皆
憑
外
国
締
訳
官
、
伝
述
商
保
、
無
偏
祖
握
架
情
弊
。
中
国
能
通
洋
語

　
　
者
、
優
待
通
事
、
凡
関
局
軍
営
交
渉
事
務
、
無
敗
展
覧
通
事
、
往
来
傅
話
、

　
　
而
其
人
遂
為
洋
務
之
大
害
。

　
　
又
、
同
書
「
李
文
忠
奏
稿
　
巻
三
、
同
治
四
年
七
月
二
十
二
日
の
条
「
覆
保

　
　
馮
桂
芥
片
」
に

　
　
「
臣
在
翰
林
時
、
即
輿
馮
桂
苓
相
識
、
服
其
学
問
精
治
。
及
統
兵
至
渥
、
復

　
　
纒
奏
留
、
臣
管
籍
資
賛
助
、
隨
時
諮
訪
地
方
利
病
。
嗣
於
上
海
設
立
外
国
語

　
　
言
文
字
館
…
…
該
員
好
学
深
思
、
博
通
今
古
、
喜
為
経
世
之
学
」
と
あ
る
。

⑨
　
注
７
の
書

⑩
　
マ
ー
チ
ン
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
、
ス
ペ
ン
ス
、
三
石
善
吉
訳
『
中
国

　
　
を
変
え
た
西
洋
人
顧
問
』
（
一
九
七
五
、
九
　
講
談
社
）
第
五
章
「
マ
ー
チ

　
　
ン
と
フ
ラ
イ
ヤ
ー
」
参
照

⑩
　
注
８
の
著
『
奏
稿
巻
三
十
、
「
駐
洋
幼
童
句
撥
経
費
摺
」
に
「
扁
臣
鴻
章
前

　
　
興
原
任
大
学
士
両
江
督
臣
曽
国
藩
奏
請
挑
選
幼
童
、
赴
美
国
肆
業
、
以
求
洋

　
　
人
檀
長
之
技
、
而
為
中
国
自
強
之
圖
。
富
経
總
理
術
門
核
覆
奏
准
、
自
同
治

　
　
十
一
年
起
至
光
特
元
年
止
、
毎
年
挑
選
幼
童
三
十
名
共
合
一
百
二
十
名
…
…

　
　
在
案
。

⑩
　
拙
著
注
６
の
書
、
第
三
章
、
第
二
節
　
㈹
参
照

⑩
　
工
家
璧
に
つ
い
て
は
、
『
鹿
大
史
学
』
第
四
十
一
号
、
四
十
二
号
（
平
成
六

　
　
年
三
月
、
平
成
七
年
一
月
）
大
谷
敏
夫
、
上
園
正
人
「
光
絵
元
年
に
お
け
る

　
　
海
防
を
め
ぐ
る
論
議
（
訳
注
）
参
照

⑩
　
拙
著
『
清
代
政
治
思
想
と
阿
片
戦
争
』
第
一
章
第
四
節
　
二
、
三
　
参
照

⑩
　
王
朝
注
①
の
書
　
所
収

⑩
　
馮
桂
剪
注
⑦
の
著
　
下
篇
「
采
西
学
議
」

⑩
　
王
朝
注
①
の
書
　
所
収

　
　
徐
有
壬
に
つ
い
て
は
『
清
史
稿
』
巻
三
百
九
十
五
、
徐
は
何
桂
清
の
推
薦
で

　
　
江
蘇
巡
撫
に
な
っ
た
が
、
阿
附
す
る
所
無
く
、
太
平
軍
の
江
南
進
軍
に
際
し

　
　
何
桂
清
か
常
州
を
棄
て
て
守
ら
ず
、
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
た
こ
と
に
対
し
て

　
　
桂
清
に
抗
疏
し
て
徐
を
劾
し
た
。

⑩
　
何
桂
清
に
つ
い
て
は
『
清
史
稿
』
巻
三
百
九
十
七
、
咸
豊
七
年
以
降
両
江
総

　
　
督
。

　
　
「
桂
清
至
蘇
州
、
巡
撫
徐
有
壬
拒
勿
納
、
疏
劾
其
棄
城
喪
師
状
。
…
…
一
蘇
州

　
　
亦
陥
、
有
壬
殉
之
、
速
疏
再
劾
桂
清
、
詔
概
職
逮
京
治
罪
」
と
あ
る
。

⑩
　
王
朝
注
①
の
書
　
所
収

⑩
　
王
朝
注
①
の
書
　
所
収

⑩
　
謝
興
尭
輯
『
太
平
天
国
叢
書
十
三
種
』
瑶
斎
叢
刻
本
（
華
文
書
局
印
行
、
民

　
　
国
二
十
七
年
刊
本
影
印
）
第
一
輯
　
論
著
題
蔵
　
関
於
「
上
海
在
太
平
天
国

　
　
時
代
」
之
史
料
補
　
七
、
輿
「
太
平
軍
在
上
海
」
最
有
價
値
之
文
献
－

　
　
王
始
上
太
平
軍
取
上
海
策
「
読
小
槍
桑
記
」
三
、
太
平
朝
科
挙
巽
王
朝

⑩
　
注
⑥
の
著
「
読
小
洽
桑
記
」

⑩
Ｗ
ｙ
l
i
ｓ
　
Ｍ
Ｅ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｌ
Ｓ
　
Ｏ
Ｆ
　
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ｔ
　
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
　
Ｔ
Ｏ

　
　
Ｔ
Ｈ
Ｅ
　
　
　
　
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
.
（
成
文
出
版
　
民
国
5
6
年
。
理
雅
各
）
　
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｓ

　
　
Ｌ
Ｅ
Ｇ
Ｇ
ｌ

⑩
『
西
学
東
漸
記
容
閔
自
伝
「
東
洋
文
庫
　

1
3
6
」
』
百
瀬
弘
訳
注
♀
凡
社
）

⑩
　
注
⑩
の
書
　
所
収
　
第
二
輯
　
珍
籍
彙
編

⑩
　
注
①
の
書
　
所
収
　
巻
八
「
送
西
儒
理
雅
各
回
國
序
」

⑩
　
右
に
同
じ

⑩
　
戈
公
振
『
中
國
報
学
史
』
（
太
平
書
局
　
一
九
六
四
）
第
四
章
　
民
報
勃
興

　
　
時
期
　
第
一
節
　
日
報
之
先
導

⑩
　
注
①
の
書
　
所
収
　
巻
八
「
普
法
戦
紀
前
序
」

⑩
　
注
①
の
書
　
所
収
　
巻
十
一
「
破
園
老
民
自
伝
」
丁
目
昌
に
つ
い
て
は
『
清
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史
稿
』
巻
四
百
四
十
八

注
⑩
と
同
じ

注
①
の
書
巻
六
　
所
収

右
に
同
じ

注
①
の
書
巻
六
「
琉
事
不
足
辨
」
　
所
収
　
尚
清
末
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と

琉
球
問
題
に
関
し
て
は
、
西
里
喜
行
「
清
末
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
琉
球
問

題
（
三
編
）
」
『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
5
4
集
　
所
収
に
詳
細
な
研
究

が
あ
る
。

注
⑩
の
書
に
同
じ

注
⑩
の
著
　
付
論
　
三
「
西
郷
隆
盛
と
中
国
思
想
」

王
帽
「
扶
桑
遊
記
」
『
小
方
壷
蚕
飼
地
叢
紗
第
十
恢
』
所
収
（
台
湾
　
学
生

書
局
印
行
）

右
に
同
じ

拙
著
注
⑥
の
著
、
参
照

『
唐
才
常
集
』
巻
一
　
「
史
学
論
略
」
（
中
華
書
局
　
一
九
八
二
年
）

戴
揚
本
「
馮
桂
苓
与
校
邨
盧
抗
議
」
『
校
邨
盧
抗
議
』
醒
獅
叢
書
　
所
収

（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
八
）

注
①
の
書
　
所
収
　
巻
一
、
変
法
上

注
①
の
書
　
所
収
　
巻
七
、
論
日
報
漸
行
於
中
上

尚
こ
の
資
料
に
で
て
く
る
洋
人
に
つ
い
て
は
注
⑩
の
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
偉
烈
亜
力
　
　
ｙ
ｒ
図
Ｍ
ｙ
Ｚ
り
図
カ
ー
ベ
ｒ
同

　
璃
高
温
　
　
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｌ
　
Ｊ
Ｅ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
　
Ｍ
Ａ
Ｃ
Ｇ
Ｏ
Ｗ
Ａ
Ｎ

　
志
田
心
理
　
　
Ｍ
ｒ
Ｉ
の
∽
ヲ
〔
ａ
ｒ
図
に

　
安
嘉
湖
　
　
Ｊ
Ｏ
Ｈ
Ｎ
　
Ｍ
Ａ
Ｃ
Ｇ
Ｏ
Ｗ
Ａ
Ｎ

　
丈
約
諒
　
　
〕
〇
卯
吻
『
』
｛
Ｍ
り
回
Ｚ
帥

　
丁
匙
良
　
　
Ｗ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ａ
Ｍ
　
Ａ
.
　
Ｐ
.
　
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｉ
Ｎ

　
林
楽
知
　
　
べ
〇
｛
に
一
Ｎ
Ｇ
　
Ｊ
Ｏ
Ｈ
Ｎ
　
Ａ
Ｌ
Ｌ
Ａ
!

⑩
　
注
⑩
の
著
　
第
三
章
　
第
三
節
に
外
人
辨
ず
る
所
の
西
字
日
報
に
対
し
て
、

　
　
自
ら
西
文
報
紙
を
主
張
し
た
人
物
と
し
て
王
輸
を
あ
げ
、
彼
の
方
照
軒
軍
門

　
　
に
上
る
書
を
引
用
し
て
い
る
。

⑩
　
注
①
の
書
　
所
収
　
巻
十
　
蹟
上
海
字
林
西
報
後

⑩
　
右
に
同
じ

⑥
　
循
環
日
報
と
王
朝
に
つ
い
て
は
卓
南
生
『
中
国
近
代
新
聞
成
立
史
』
（
ぺ
り

　
　
か
ん
社
、
一
九
九
〇
年
十
二
月
刊
行
）
所
収
、
第
九
章
「
中
国
人
に
よ
り
成

　
　
功
し
た
最
初
の
華
字
日
刊
紙
－
循
環
日
報
」
に
詳
細
な
研
究
か
お
る
。

　
　
ま
た
西
里
喜
行
「
工
朝
と
循
環
日
報
」
『
東
洋
史
研
究
』
第
四
十
三
巻
　
第

　
　
三
号
」
参
照

⑩
　
注
①
の
書
　
巻
二
　
洋
務
上

⑩
　
右
に
同
じ

⑩
　
注
⑩
の
著
　
第
四
章
　
第
一
節

　
　
尚
王
朝
が
招
商
局
を
担
っ
た
徐
潤
・
盛
宣
懐
・
唐
景
星
と
交
游
が
あ
っ
た
こ

　
　
と
は
、
彼
が
日
本
を
訪
問
し
た
時
期
に
会
っ
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
。
す
な

　
　
わ
ち
「
扶
桑
遊
記
」
に
「
光
緒
五
年
閏
三
月
初
八
日
　
往
訪
徐
雨
之
盛
杏
蕪

　
　
二
観
察
清
談
…
…
…
七
月
十
五
日
、
住
見
唐
景
星
徐
雨
之
両
観
察
…
…
と
あ

　
　
る
。

②
　
Ｂ
・
Ｉ
・
シ
ユ
ウ
ォ
ル
著
　
平
野
健
一
郎
訳
『
中
国
の
近
代
化
と
知
識
人
』

　
　
所
収
、
「
第
二
章
　
初
期
の
厳
復
」
（
一
九
七
八
年
四
月
、
東
京
大
学
出
版

　
　
会
）
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