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清
末
に
お
け
る
「
商
紳
」
層
の
形
成
と
近
代
工
業
の
生
成

曽

　

　

田

　

　

三

私
の
報
告
の
目
的
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
清
朝
末
期
に
報
告
の
対
象

と
な
る
時
期
を
設
定
し
,
新
興
の
商
工
業
資
本
家
の
結
合
形
態
の
、
商

会
の
創
設
に
い
た
る
ま
で
の
変
遷
が
有
し
た
意
味
を
、
外
商
へ
の
経
済

的
対
抗
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
こ

の
時
期
の
中
国
側
か
ら
の
外
国
列
強
へ
の
対
抗
は
、
民
衆
闘
争
の
視
点

か
ら
研
究
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
報
告
で
は
し
ば
し
ば
「
商

紳
」
あ
る
い
は
「
紳
商
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
新
興
の
商
工
業
資
本
家

の
、
独
自
の
対
抗
の
あ
り
方
を
問
題
と
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
一
九
世
紀
後
半
の
中
国
の
輸
出
貿
易
の
概
況
を
示

し
た
。
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
中
国
の
二
大
輸
出
品
は

茶
と
生
糸
で
、
一
八
七
三
年
ま
で
は
総
輸
出
額
に
占
め
る
比
率
が
九
〇

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
り
、
そ
の
後
こ
の
比
率
は
低
下
す
る
も
の
の
、

一
八
九
四
年
に
お
い
て
も
過
半
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
な
か
の
生
糸
に

っ
い
て
は
、
上
海
と
広
州
か
ら
の
輸
出
が
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
な

か
で
も
前
者
か
ら
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
茶
に
つ
い
て
は
、
秦
惟
人
の

研
究
に
よ
れ
ば
、
産
地
と
紅
茶
・
緑
茶
の
別
に
よ
っ
て
輸
出
港
が
分
散

し
て
お
り
、
上
海
は
あ
ま
り
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
上
海
経
済
の
側
か
ら
み
た
場
合
、
茶
輸
出
を
め
ぐ
る
商
業

が
重
要
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
r
申
報
」
　
の
論
説
が
し
ば
し
ば
指

摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
問
題
に
な
っ
て
く
る
こ
と
は
、
こ
の
二
つ
の
商
品
の
産

地
か
ら
輸
出
港
ま
で
の
流
通
形
態
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
宮

田
道
昭
の
も
の
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
研
究
成
果
が
あ
る
が
、
開
港
後

か
ら
の
外
商
の
内
地
購
買
の
追
求
は
結
局
は
実
現
せ
ず
、
一
八
六
〇
年

代
以
後
の
上
海
の
中
国
商
に
よ
る
茶
桟
、
糸
桟
な
ど
の
茶
・
生
糸
の
販

売
機
構
の
整
備
は
、
外
商
の
内
地
購
買
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

清
末
に
お
け
る
茶
や
生
糸
の
産
地
か
ら
輸
出
港
ま
で
の
流
通
形
態
、
そ

れ
に
外
商
が
上
海
、
浜
口
と
い
っ
た
輸
出
港
で
の
取
引
に
制
限
さ
れ
て

い
る
状
態
に
つ
い
て
は
、
「
支
那
経
済
全
書
』
第
二
韓
、
第
一
二
韓
な

ど
に
記
さ
れ
て
い
る
。

輸
入
品
の
国
内
流
通
の
状
態
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
言
及
す
る
余
裕
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が
な
か
っ
た
が
、
都
延
平
(
H
a
O
Y
e
n
l
p
i
n
g
)
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
領

事
の
言
葉
を
引
用
し
か
が
ら
、
輸
出
品
以
上
に
は
や
く
か
ら
、
中
国
商

の
手
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
当
時
の
日
本
の
領

事
報
告
も
ま
た
、
輸
入
品
の
国
内
流
通
に
お
け
る
中
国
商
の
優
位
を
強

調
し
て
い
た
。

そ
れ
で
は
茶
・
生
糸
な
ど
の
輸
出
品
の
国
内
流
通
を
掌
握
し
、
商
業

利
益
の
獲
得
を
可
能
に
し
て
い
た
中
国
商
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ

た
ろ
う
か
。
具
体
的
事
例
を
あ
げ
て
検
討
し
た
。
上
海
に
茶
桟
を
開
設

し
、
産
地
か
ら
の
集
荷
と
外
商
相
手
の
販
売
を
担
当
し
た
中
国
商
に
は
、

広
東
の
出
身
者
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
茶
が
開
港
以
前
か

ら
の
重
要
な
輸
出
品
で
、
は
や
く
か
ら
広
州
で
外
商
が
買
付
け
て
お
り
、

こ
の
関
係
で
上
海
が
最
大
の
貿
易
港
と
な
っ
た
後
も
、
外
商
が
広
東
商

人
を
買
据
な
ど
と
し
て
茶
の
買
付
に
あ
た
ら
せ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

上
海
に
お
け
る
広
東
出
身
の
代
表
的
茶
商
と
し
て
、
唐
廷
枢
と
徐
潤

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
広
東
省
の
同
一
の
県
の
出
身
者
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
と
も
に
買
堀
で
あ
る
点
も
共
通
し
て
い
る
。
買
据

と
い
う
と
、
外
商
か
ら
の
給
与
と
外
商
の
経
済
活
動
を
仲
介
す
る
こ
と

に
よ
る
手
数
料
収
入
の
み
に
収
入
源
が
あ
る
、
ま
っ
た
く
外
商
に
従
属

し
て
い
る
人
物
を
想
像
さ
せ
る
が
、
実
際
龍
は
そ
う
で
は
な
い
。
二
人

の
人
物
は
と
も
に
買
桝
で
あ
り
な
が
ら
、
独
立
し
た
茶
商
と
し
て
も
活

動
し
て
お
り
、
唐
廷
枢
は
買
据
の
時
か
ら
、
徐
潤
は
買
桝
を
や
め
て
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
上
海
に
茶
桟
を
開
設
し
て
い
る
。
買
鋸
の
近
代
的
企
業

へ
の
投
資
を
可
能
に
す
る
資
本
蓄
積
が
、
決
し
て
買
鞘
と
し
て
の
収
入

の
み
に
依
存
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
都
延
平
の
研
究
か
ら

一
般
的
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

も
う
一
点
こ
の
二
人
の
人
物
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も

掴
納
に
よ
っ
て
官
位
を
得
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
す
べ

て
の
点
は
、
や
は
り
茶
桟
の
経
営
に
関
与
し
た
鄭
観
応
に
も
共
通
し
て

い
る
。上

海
で
の
生
糸
を
め
ぐ
る
商
業
に
も
、
当
初
は
広
東
出
身
の
商
人
が

活
躍
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
次
第
に
湖
州
を
は
じ
め
と
す
る
生
糸

の
産
地
出
身
の
商
人
に
主
力
が
移
行
し
て
い
っ
た
。
新
江
省
の
生
糸
産

地
に
は
、
四
象
・
九
牛
と
し
て
著
名
な
生
糸
商
が
成
長
し
て
い
っ
た
が
、

上
海
に
も
生
糸
の
産
地
出
身
の
商
人
た
ち
が
糸
桟
の
開
設
を
す
す
め

た
。
後
者
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
、
黄
佐
卿
、
呉
少
卿
、
楊
信
之
の
三

人
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
三
人
の
な
か
で
呉
少
卿
は
瑞
記
洋
行
の
買

誹
で
も
あ
り
、
揚
信
之
は
、
徐
鼎
新
の
研
究
に
よ
れ
ば
同
じ
く
買
据
兼

糸
桟
経
営
者
で
あ
る
。
茶
商
と
同
様
に
官
位
の
取
得
も
み
ら
れ
、
黄
佐

卿
は
「
候
補
同
知
」
の
位
を
得
て
い
る
。
産
地
の
生
糸
商
の
場
合
に
も
、

子
弟
の
郷
紳
と
し
て
の
資
格
の
取
得
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

唐
文
権
に
よ
れ
ば
、
紳
と
商
の
一
体
化
は
一
八
六
〇
年
代
以
降
に
進

展
し
、
「
地
主
士
紳
」
の
商
工
業
投
資
と
商
工
業
資
本
家
の
紳
士
化
と

い
う
現
象
が
出
現
し
た
。
紳
・
商
一
体
化
は
当
時
の
r
申
接
し
紙
上
の

記
事
に
も
十
分
に
う
か
が
え
る
の
で
あ
り
、
.
実
際
に
官
位
を
得
る
か
否

か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
上
海
の
よ
う
に
い
ち
早
く
経
済
的
繁
栄
を
経

験
し
始
め
て
い
た
都
市
に
お
い
て
は
、
商
人
の
社
会
的
地
位
が
上
昇
し
、

他
方
で
上
海
に
お
け
る
商
業
利
益
の
蛙
力
は
、
周
辺
地
域
の
拓
紳
の
資

本
を
上
海
に
ひ
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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横
山
英
は
、
辛
亥
革
命
に
お
い
て
指
導
的
な
役
割
を
は
た
し
た
立
憲

派
勢
力
の
支
持
基
盤
と
し
て
の
「
商
紳
」
層
の
形
成
を
、
二
〇
世
紀
の

最
初
の
一
〇
年
間
に
も
と
め
、
そ
の
直
接
的
な
指
標
を
清
朝
政
府
に
よ

る
「
華
商
据
理
農
工
商
実
業
爵
質
章
程
」
の
公
布
や
商
会
の
成
立
に
お

い
た
が
、
清
朝
政
府
が
法
令
に
よ
っ
て
促
進
し
よ
う
と
す
る
か
否
か
は

と
も
か
く
と
し
て
、
事
象
と
し
て
は
「
商
紳
」
層
の
形
成
は
一
九
世
紀

後
半
か
ら
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
商
会
の
成
立
も
清
朝
政

府
の
政
策
的
側
面
か
ら
の
み
見
る
の
で
は
な
く
、
同
業
的
な
結
合
か
ら

地
域
的
な
結
合
へ
の
展
開
の
必
要
性
を
、
民
間
の
資
本
家
の
側
に
即
し

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

二

上
海
で
最
も
は
や
く
創
設
さ
れ
た
会
館
は
、
上
海
と
崇
明
籍
の
船
商

を
構
成
員
と
す
る
商
船
会
館
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

南
北
間
交
易
の
要
地
と
い
う
上
海
の
位
置
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
そ
れ
で
は
開
港
以
後
、
上
海
が
中
国
の
外
国
貿
易
の
中
心
に
な
り
、

新
た
に
上
海
で
盛
ん
に
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
茶
、
生
糸
な
ど
の

輸
出
品
、
あ
る
い
は
外
国
綿
布
な
ど
の
輸
入
品
の
商
業
に
か
か
わ
り
、

北
市
の
経
済
的
繁
栄
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
中
国
商
は
、
ど
の
よ
う
な

団
体
を
結
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
茶
商
と
糸
商
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
八
五
五
年
に
糸
茶
公
所
と

い
う
団
体
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
名
称
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ

の
公
所
は
茶
商
と
糸
商
の
共
同
の
団
体
で
あ
る
。
二
つ
の
業
種
の
商
人

が
共
同
の
団
体
を
結
成
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
は
わ
か
ら
な

い
が
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
第
一
に
、
い
ず
れ
の
商
品

も
輸
出
品
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
開
港
以
後
し
ば
ら
く
は
、
い
ず
れ

の
商
品
の
取
引
に
お
い
て
も
、
広
東
商
人
が
有
力
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
後
、
両
業
は
分
離
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
糸
業
会
館
、
茶
業
会

館
を
創
設
し
た
。
こ
の
分
離
の
理
由
も
不
明
で
あ
る
が
、
糸
業
へ
の
祈

江
商
人
の
進
出
に
よ
る
一
体
性
の
弱
化
が
背
景
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
分
離
し
て
成
立
し
た
糸
業
と
茶
業
の
同
業
団
体
の
役
員
と
し
て

指
導
的
地
位
に
あ
っ
た
人
物
は
、
「
商
紳
」
の
具
体
的
事
例
と
し
て
す

で
に
言
及
し
た
商
人
た
ち
で
あ
る
。

他
方
、
輸
入
品
に
つ
い
て
み
る
と
、
主
要
な
輸
入
品
で
あ
る
綿
布
の

上
海
内
で
の
、
あ
る
い
は
内
地
へ
の
販
売
を
担
う
中
国
商
の
団
体
が
創

設
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
団
体
は
洋
布
公
所
振
華
堂
(
後
に
は
洋
貨
公
所

振
華
堂
)
と
い
う
名
称
で
、
同
業
者
の
商
業
の
振
興
や
団
結
の
維
持
、

相
互
扶
助
を
目
的
に
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
輸
入
品
を
扱
う
中
国

商
の
間
で
も
同
業
団
体
が
結
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
団
体

の
構
成
員
に
つ
い
て
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
『
上
海

市
棉
布
商
業
」
が
記
述
し
て
い
る
具
体
的
事
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

上
海
あ
る
い
は
江
析
地
方
の
郷
紳
と
思
わ
れ
る
人
々
が
洋
布
商
業
に
進

出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
す
で
に
言
及
し
た
紳

・
商
一
体
化
が
、
公
然
と
進
展
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
な
中
国
商
の
同
業
団
体
は
、
外
商
と
の
関
係
に
お
い
て

い
か
な
る
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
ま
ず
外
国
人
の
会
館

・
公
所
観
を
通
し
て
み
て
お
こ
う
。
中
国
海
関
の
一
〇
年
報
二
九
二
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二
～
三
一
)
は
、
一
八
七
〇
年
代
以
前
の
茶
の
買
付
の
実
状
に
言
及
し
、

産
地
の
状
態
に
無
知
で
、
し
か
も
狂
乱
的
な
競
争
で
買
付
け
よ
う
と
す

る
外
商
と
、
同
業
団
体
の
下
に
結
束
し
て
い
る
中
国
商
を
、
対
比
的
に

描
い
て
い
る
。
ま
た
清
末
の
中
国
経
済
に
つ
い
て
調
査
し
た
根
岸
倍
は
、

『
東
亜
同
文
会
報
告
』
に
執
筆
し
た
論
文
の
な
か
で
、
日
本
人
を
含
む

外
国
人
の
立
場
か
ら
中
国
で
の
通
商
難
に
言
及
し
、
そ
の
原
因
の
一
つ

と
し
て
「
会
館
公
所
ノ
反
抗
」
を
あ
げ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
事
例
に

う
か
が
え
る
よ
う
に
、
外
国
人
の
眼
に
は
中
国
商
の
団
体
が
対
抗
的
な

も
の
と
し
て
う
つ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

中
国
商
の
同
業
団
体
の
な
か
に
外
商
へ
の
対
抗
的
意
思
が
あ
っ
た
こ

と
は
、
そ
の
規
約
な
ど
に
も
う
か
が
え
る
。
一
八
七
〇
年
に
茶
業
が
独

自
に
会
館
を
創
設
し
た
時
に
制
定
さ
れ
た
規
約
は
、
茶
の
取
引
を
め
ぐ

っ
て
外
商
と
の
間
で
対
立
す
る
問
題
が
生
じ
た
と
き
の
た
め
に
、
外
国

の
商
業
上
の
規
則
に
詳
し
い
人
物
を
配
置
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
、
ま

た
代
金
の
支
払
い
遅
延
な
ど
の
原
因
に
よ
る
紛
争
の
継
続
中
は
、
当
該

外
商
と
の
取
引
の
中
国
側
同
業
者
の
一
斉
の
停
止
と
、
違
反
者
へ
の
罰

則
を
定
め
て
い
る
。
中
国
商
の
同
業
団
体
の
外
商
へ
の
対
抗
的
意
思
は
、

実
際
の
行
動
に
も
表
れ
て
お
り
、
一
八
七
〇
年
代
は
じ
め
に
外
商
の
代

金
の
不
払
い
を
め
ぐ
っ
て
、
泉
・
茶
両
業
の
同
業
団
体
は
、
中
国
側
官

憲
に
も
訴
え
な
が
ら
、
商
品
の
引
渡
し
と
同
時
に
代
金
の
支
払
い
を
完

了
さ
せ
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
る
。

三

清
代
の
「
申
報
」
　
の
記
事
を
読
み
す
す
ん
で
行
く
と
、
一
八
八
〇
年

代
以
降
、
上
海
糸
・
茶
業
の
不
振
が
し
ば
し
ば
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
古
田
和
子
、
秦
惟
人
な
ど
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
生
糸
・
茶

と
い
っ
た
中
国
の
主
要
な
輸
出
品
は
、
一
八
七
〇
年
代
後
半
、
と
り
わ

け
八
〇
年
代
に
入
っ
て
売
手
市
場
の
状
態
が
く
ず
れ
始
め
た
の
で
あ

る
。
こ
の
糸
・
茶
業
の
不
振
の
な
か
で
中
国
商
の
問
の
結
束
は
み
だ
れ

始
め
、
一
八
九
〇
年
代
の
r
申
乾
し
　
の
記
事
に
は
、
外
商
の
側
の
結
束

の
強
さ
と
中
国
商
の
側
の
無
統
制
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
一
八
七
〇
年

代
以
前
の
茶
取
引
と
は
ま
っ
た
く
反
対
の
状
態
が
出
現
す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

中
国
の
糸
・
茶
商
の
経
営
に
困
難
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
大

き
な
原
因
は
、
一
八
七
〇
年
代
を
画
期
に
輸
出
品
の
価
格
が
産
地
の
状

態
よ
り
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
市
況
に
大
き
く
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
に
あ
る
。
こ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
要
因
と
し
て
は
、
二
つ
の
点

が
あ
る
。
一
つ
は
ス
エ
ズ
運
河
の
開
通
や
ロ
ン
ド
ン
　
ー
　
上
海
問
の
電

信
の
開
設
と
い
っ
た
運
輸
通
信
手
段
の
変
革
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
中

国
糸
・
茶
の
国
際
市
場
に
お
け
る
地
位
の
低
下
で
あ
る
。
前
者
の
点
に

つ
い
て
は
海
関
の
一
〇
年
報
が
明
確
に
指
摘
し
て
お
り
、
変
革
以
前
に

お
い
て
は
、
生
糸
や
茶
の
価
格
は
産
地
の
状
態
や
開
港
場
で
の
需
給
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
た
が
、
変
革
後
は
ロ
ン
ド
ン
の
滞
貨
の
状
態
や
、

市
場
に
お
け
る
現
在
お
よ
び
将
来
の
需
要
に
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
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た
の
で
あ
る
。

国
際
市
場
に
お
け
る
中
国
茶
の
独
占
的
状
態
を
お
ぴ
や
か
す
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
窟
茶
を
中
心
と
す
る
ア
メ
リ
カ
市
場
で
は
日
本
茶
、
紅

茶
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
で
は
イ
ン
ド
・
セ
イ
ロ
ン
茶
で
あ

っ
た
。
ま
た
生
糸
に
つ
い
て
み
る
と
、
蚕
病
を
克
服
し
た
イ
タ
リ
ア
と

フ
ラ
ン
ス
の
製
糸
業
の
市
場
へ
の
復
帰
と
、
新
興
の
生
糸
輸
出
国
で
あ

る
日
本
の
出
現
に
よ
っ
て
、
中
国
糸
は
国
際
市
場
に
お
い
て
後
退
し
始

め
た
。一

八
八
〇
年
代
以
降
の
r
申
報
」
が
、
そ
の
論
説
に
お
い
て
商
工
業

振
興
の
た
め
の
行
政
機
構
の
新
設
を
主
張
し
、
税
制
等
の
面
で
の
商
工

業
の
保
護
政
策
の
実
施
、
そ
れ
に
製
糸
業
な
ど
の
工
業
に
お
け
る
技
術

革
新
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と

を
念
願
に
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
同
様
な
こ
と
は
、
鄭
観
応
の
経
済
面

の
改
革
論
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
彼
は
「
盛
世
危
言
」

に
お
い
て
、
中
国
経
済
の
現
状
に
つ
い
て
r
申
報
」
　
の
論
説
と
共
通
し

た
面
を
含
む
認
識
を
示
し
、
よ
り
詳
し
い
改
革
論
を
展
開
し
て
い
る
。

日
清
戦
争
以
前
の
現
状
認
識
と
改
革
論
を
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
五
巻
本
の
r
盛
世
危
言
」
二
八
九
四
年
刊
)
　
の
な
か
で
、
鄭
観

応
は
中
国
の
経
済
不
振
の
原
因
を
官
側
と
商
側
の
相
方
に
も
と
め
、
官

側
に
つ
い
て
は
中
国
商
を
保
護
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
圧
迫
し
て

い
る
こ
と
を
批
判
し
、
中
国
商
保
護
の
た
め
の
新
し
い
行
政
機
構
の
創

設
を
提
起
し
て
い
る
。
鄭
観
応
の
提
案
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
中
央
の
行

政
機
構
の
ほ
か
に
、
商
工
業
の
振
興
を
担
当
す
る
部
局
と
し
て
商
部
を

新
設
し
、
地
方
の
経
済
の
要
地
に
は
商
務
局
を
創
設
し
、
そ
こ
に
は
地

方
官
だ
け
で
な
く
声
望
の
あ
る
「
紳
商
」
も
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
商
務
局
の
業
務
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
輸
出
品

の
改
良
・
増
産
、
輸
入
品
の
模
倣
生
産
の
促
進
、
そ
れ
に
中
国
商
の
子

弟
の
啓
蒙
な
ど
で
あ
る
。

一
方
、
中
国
商
の
側
に
つ
い
て
は
、
愚
味
な
も
の
が
多
く
結
束
が
弱

い
こ
と
を
批
判
し
、
中
国
商
自
身
の
団
体
と
し
て
商
務
公
所
を
創
設
さ

せ
、
「
商
量
」
を
選
出
さ
せ
て
そ
の
運
営
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
を
提
起

し
て
い
る
。
商
務
公
所
の
主
な
仕
事
は
、
同
業
者
間
の
市
況
に
つ
い
て

の
討
議
を
促
し
た
り
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
改
良
案
を
作
成
す
る
こ
と

な
ど
で
あ
る
。

輸
出
入
商
品
の
国
内
流
通
を
担
う
中
国
商
は
、
「
商
紳
」
を
中
心
に

中
国
史
上
に
存
在
し
て
き
た
の
と
同
様
な
同
業
団
体
を
結
成
し
、
そ
こ

に
結
集
し
て
外
商
に
対
抗
し
っ
つ
自
ら
の
利
益
の
保
持
に
つ
と
め
た
。

し
か
し
一
八
八
〇
年
代
以
降
の
糸
・
茶
業
の
不
振
、
そ
れ
に
よ
る
中
国

商
の
結
束
の
弱
化
は
、
国
家
に
よ
る
中
国
商
の
保
護
と
、
中
国
商
自
身

の
新
た
な
結
合
形
態
の
創
出
を
必
要
に
し
た
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
提

案
は
『
申
報
」
紙
上
に
お
い
て
も
断
片
的
に
み
ら
れ
た
が
、
議
院
制
度

の
導
入
を
含
む
改
革
論
を
提
起
し
て
い
た
鄭
観
応
の
著
作
の
な
か
で
は

よ
り
体
系
的
な
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
日
清
戦
争

後
、
お
よ
び
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
清
朝
政
府
の
実
際
の
政
策
と

も
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

な
お
本
稿
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
報
告
の
概
略
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
広
島
大
学
文
学
部
)
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