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近
年
、
清
朝
（
一
六
三
六
～
一
九
一
二
、
大
清
帝
国
）
の
支
配
構
造
に

関
し
て
、
こ
の
王
朝
の
軍
事
・
社
会
制
度
で
あ
る
八
旗
制
を
中
心
に
論

じ
て
い
く
研
究
書
の
刊
行
が
相
次
い
だ
。
タ
イ
ト
ル
に
八
旗
の
文
字
は

な
い
が
本
書
も
ま
た
そ
の
一
冊
で
あ
り
、
清
朝
と
い
う
国
家
に
つ
い
て

八
旗
制
を
通
じ
て
考
察
す
る
こ
と
も
、
本
書
の
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
清
初
皇
帝
政
治
の
研
究
』
と
あ
る
が
、
著
者
が
本
書
で
対
象
と
す

る
「
清
初
」
と
は
、
お
も
に
太
宗
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
時
代
（
太
宗
朝
）
～
世

祖
順
治
帝
の
時
代
（
順
治
朝
）
を
指
す
。
な
ぜ
初
代
の
太
祖
ヌ
ル
ハ
チ

か
ら
始
め
な
い
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
ヌ
ル
ハ
チ
が
八
旗
の
創
始
は

勿
論
、
清
朝
（
後
金
国
）
を
打
ち
た
て
た
肇
国
の
君
主
で
あ
り
、
清
初

に
お
い
て
は
国
家
そ
の
も
の
で
あ
る
八
旗
に
お
い
て
、
か
れ
が
他
を
圧

倒
す
る
権
力
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
二
代
目
の

清
初
の
八
旗
制
と
、
太
宗
ホ
ン
タ
イ
ジ
・
摂
政

王
ド
ル
ゴ
ン
・
順
治
帝
フ
リ
ン
を
め
ぐ
る
人
々
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ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、
ヌ
ル
ハ
チ
の
八
男
に
し
て
序
列
下
位
の
立
場
よ
り
推

戴
さ
れ
て
継
位
し
て
お
り
、
即
位
以
後
は
あ
の
手
こ
の
手
を
駆
使
し
て

自
ら
の
権
力
を
強
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
子
で
、
幼
少

で
皇
帝
に
担
ぎ
上
げ
ら
れ
た
三
代
目
の
順
治
帝
フ
リ
ン
も
ま
た
、
治
世

の
前
半
は
叔
父
で
あ
る
摂
政
王
ド
ル
ゴ
ン
に
権
力
を
握
ら
れ
、
し
ば
ら

く
の
忍
耐
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
ド
ル
ゴ
ン
も
皇
位
に
こ
そ
つ
い

て
は
い
な
い
が
、
太
宗
ホ
ン
タ
イ
ジ
・
順
治
帝
フ
リ
ン
に
並
ぶ
本
書
の

主
役
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
皇
位
に
な
い
が
た
め
に
、
い
っ
そ
う
周
到
な

や
り
方
で
自
ら
の
勢
力
の
伸
長
を
目
論
ん
だ
。
い
わ
ば
本
書
は
、
太
宗
・

ド
ル
ゴ
ン
・
順
治
帝
が
八
旗
内
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
権
力
を

強
化
・
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
、
そ
の
試
行
錯
誤
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
皇
帝
だ
け
で
は
な
く
、
当
該
時
期
の

旗
王
（
有
力
皇
族
）
や
権
門
（
有
力
大
臣
家
）
の
相
互
関
係
―
―
婚
姻
関

磯
部
淳
史
著

立
命
館
大
学
文
学
部
人
文
学
研
究
叢
書
6

清
初
皇
帝
政
治
の
研
究
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係
や
主
従
関
係
な
ど
―
―
に
関
し
て
も
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
著

者
は
「
皇
帝
を
め
ぐ
る
人
々
＝
各
政
権
の
構
成
者
の
特
徴
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
帝
政
権
の
性
格
を
導
き
出
す
」（
一
〇
頁
）

と
い
う
研
究
手
法
を
提
示
す
る
。
清
初
の
揺
れ
動
く
皇
帝
権
力
と
、
そ

れ
を
支
え
、
あ
る
い
は
対
立
す
る
大
小
勢
力
の
存
在
と
が
、
こ
の
時
代

の
政
治
史
を
複
雑
に
、
そ
し
て
面
白
く
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

本
書
の
構
成
と
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
序
章
・
結
論
は
割
愛
）。

第
一
章
「
清
初
に
お
け
る
六
部
の
設
置
と
そ
の
意
義
」
で
は
、
天
聡
五

年
（
一
六
三
一
）
の
六
部
設
置
の
目
的
を
、
単
に
明
制
に
倣
っ
た
漢
化

で
も
、
旧
体
制
に
対
す
る
皇
帝
の
集
権
化
政
策
で
も
な
く
、
六
部
を
管

理
す
る
旗
王
・
官
人
の
任
命
権
を
皇
帝
が
掌
握
し
、
従
来
の
八
旗
内
に

お
け
る
旗
王
・
旗
人
間
の
統
属
関
係
で
は
な
い
新
し
い
秩
序
の
中
に
旗

人
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
そ

の
際
に
は
、
権
門
の
う
ち
か
ら
太
宗
支
持
者
を
選
ん
で
高
位
の
ポ
ス
ト

に
任
用
し
て
い
っ
た
。

　

第
二
章
「
清
初
入
関
前
の
内
三
院
に
つ
い
て
―
―
そ
の
構
成
員
を
中

心
に
―
―
」
で
は
、
太
宗
の
集
権
化
政
策
の
一
環
と
さ
れ
、
公
式
に
は

天
聡
十
年（
一
六
三
六
）に
設
置
さ
れ
た
、皇
帝
の
秘
書
的
機
関「
内
三
院
」

の
役
割
、
お
よ
び
そ
の
構
成
員
に
つ
い
て
論
ず
る
。
内
三
院
は
、
ヌ
ル

ハ
チ
時
代
の
翻
訳
・
通
訳
機
関
で
あ
る
文
館
が
前
身
で
あ
り
、
皇
帝
の

側
近
的
機
能
も
有
す
る
。
太
宗
は
こ
の
内
三
院
に
権
門
を
登
用
す
る
こ

と
で
か
れ
ら
を
取
り
込
み
、
ま
た
順
治
朝
の
摂
政
王
ド
ル
ゴ
ン
は
、
旗

王
の
か
ら
む
政
治
事
件
を
通
し
て
内
三
院
の
官
人
を
自
ら
の
影
響
下
に

置
き
、
権
力
の
伸
張
を
は
か
っ
た
。
内
三
院
の
設
置
は
、
単
に
明
朝
の

制
度
に
倣
っ
た
中
央
集
権
化
の
た
め
の
単
純
な
官
制
で
は
な
い
。

　

第
三
章
「
ド
ル
ゴ
ン
政
権
と
順
治
初
年
の
政
争
」
で
は
、
太
宗
朝
末

期
か
ら
順
治
朝
前
半
の
ド
ル
ゴ
ン
専
権
時
期
（
一
六
四
三
～
五
〇
）
ま
で

を
、
八
旗
内
の
権
力
闘
争
と
し
て
、
旗
王
ら
の
母
系
氏
族
・
姻
族
に
注

目
し
て
論
ず
る
。
太
宗
が
異
母
弟
ド
ル
ゴ
ン
の
母
系
ウ
ラ=

ナ
ラ
氏

に
関
係
す
る
旗
王
ら
を
抑
圧
し
て
い
た
こ
と
、そ
れ
に
不
満
を
持
つ「
ウ

ラ=

ナ
ラ
閨
閥
」
の
旗
王
ら
が
太
宗
没
後
に
ド
ル
ゴ
ン
擁
立
に
動
い

た
こ
と
、
摂
政
王
と
な
っ
た
ド
ル
ゴ
ン
が
巧
み
に
諸
勢
力
を
懐
柔
し
な

が
ら
、
八
旗
中
の
三
旗
を
掌
握
し
て
い
く
過
程
が
描
か
れ
る
。
清
初
に

お
い
て
は
、
皇
位
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
八
旗
の
諸
王
中
の
最
有
力
者

が
実
質
的
な
権
力
者
で
あ
っ
た
。

　

第
四
章
「
太
宗
・
順
治
朝
に
お
け
る
グ
サ=

エ
ジ
ェ
ン
と
そ
の
役
割
」

で
は
、
八
旗
各
旗
の
官
制
上
の
管
理
者
で
あ
る
グ
サ=

エ
ジ
ェ
ン
（
都

統
）
に
つ
い
て
、
太
宗
朝
・
順
治
朝
に
お
け
る
そ
の
就
任
者
の
傾
向
を
、

当
該
時
期
の
政
治
史
と
関
連
さ
せ
て
述
べ
る
。
太
宗
は
、
自
ら
の
意
思

を
反
映
さ
せ
や
す
い
人
物
を
王
朝
の
官
僚
で
あ
る
グ
サ=

エ
ジ
ェ
ン

に
任
命
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、他
の
旗
に
支
援
勢
力
を
つ
く
り
だ
し
た
。

ま
た
順
治
前
半
期
の
摂
政
王
ド
ル
ゴ
ン
も
、
自
身
の
権
力
拡
大
の
た
め
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に
、
方
法
は
異
な
る
が
や
は
り
グ
サ=

エ
ジ
ェ
ン
を
利
用
し
た
。

　

第
五
章
「
崇
徳
年
間
に
お
け
る
太
宗
属
下
の
旗
人
に
つ
い
て
―
―
鑲

黄
旗
を
中
心
に
―
―
」
で
は
、
太
宗
の
権
力
確
立
後
で
あ
る
と
み
な
さ

れ
て
比
較
的
研
究
が
手
薄
な
崇
徳
年
間
（
一
六
三
六
～
四
三
）
を
と
り
あ

げ
、
当
該
時
期
の
鑲
黄
旗
の
人
的
構
成
が
、
太
宗
の
い
か
な
る
意
図
に

基
づ
い
て
大
規
模
に
再
編
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
か
れ
ら
が
い
か

に
任
用
さ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
六
章
「
順
治
朝
の
皇
帝
権
力
と
皇
帝
・
旗
王
関
係
」
で
は
、
順
治

帝
が
本
格
的
な
親
政
に
着
手
す
る
ま
で
の
準
備
期
間
と
位
置
付
け
ら
れ

る
、
順
治
朝
中
期
（
一
六
五
一
～
五
五
、
摂
政
王
ド
ル
ゴ
ン
の
死
か
ら
鄭
親

王
ジ
ル
ガ
ラ
ン
の
死
ま
で
）
を
対
象
と
し
、
順
治
帝
と
旗
王
と
の
関
係
、

お
よ
び
こ
の
時
期
の
順
治
帝
が
用
い
た
満
漢
の
官
僚
の
傾
向
に
つ
い

て
、
そ
の
特
徴
を
考
察
す
る
。

　

第
七
章
「
順
治
帝
親
政
期
に
お
け
る
側
近
機
構
の
一
考
察
―
―
内
三

院
・
内
閣
、
十
三
衙
門
を
中
心
に
―
―
」
で
は
、
順
治
朝
後
期
（
鄭
親

王
ジ
ル
ガ
ラ
ン
の
死
以
降
～
一
六
六
一
）
に
つ
い
て
、
順
治
帝
と
そ
の
生

母
で
あ
る
皇
太
后
と
の
対
立
関
係
を
考
慮
し
な
が
ら
、「
側
近
機
構
」

で
あ
る
内
三
院
、
お
よ
び
そ
れ
を
改
組
し
た
内
閣
の
機
能
や
旗
人
官
僚

の
人
事
登
用
面
か
ら
せ
ま
り
、
ま
た
同
様
の
視
点
か
ら
十
三
衙
門
設
立

の
背
景
に
も
触
れ
る
。

　

以
上
の
本
書
の
構
成
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
紙
幅
の
過
半
を

順
治
朝
政
治
史
の
分
析
に
費
や
し
て
お
り
、
研
究
史
の
手
薄
な
分
野
に

果
敢
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
は
大
い
に
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
ま
た
そ
の
手

法
と
し
て
、
皇
帝
・
旗
王
や
権
門
の
母
系
氏
族
・
婚
姻
関
係
な
ど
を
復

元
し
分
析
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
地
道
な
史
料
蒐
集
に
支
え
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
導
き
出
さ
れ
た
、
太
宗
朝
・
順
治

朝
に
お
け
る
支
配
層
の
複
雑
な
権
力
構
造
の
提
示
こ
そ
、
本
書
の
成
果

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

太
宗
が
、
自
身
に
近
し
い
旗
王
の
属
下
の
旗
人
を
六
部
・
内
三
院
の

重
要
な
ポ
ス
ト
に
登
用
し
、
ま
た
グ
サ=

エ
ジ
ェ
ン
の
任
用
を
通
し

て
他
旗
へ
影
響
力
浸
透
を
は
か
っ
た
と
い
う
指
摘
な
ど
は
重
要
で
あ

る
。
太
宗
の
と
っ
た
手
段
は
一
見
迂
遠
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
こ
に
は
太
宗
が
父
ヌ
ル
ハ
チ
の
創
始
し
た
八
旗
と
い
う
枠
組
み
を
維

持
し
つ
つ
、
自
ら
の
意
思
を
国
制
や
八
旗
に
浸
透
さ
せ
て
い
こ
う
と
す

る
、
太
宗
な
り
の
深
慮
と
周
到
さ
が
垣
間
見
え
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、

ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
八
旗
の
構
成
原
理
の
存
在
も
ま
た
、
う
か
が
わ

せ
よ
う
。
さ
ら
に
著
者
は
、
と
か
く
漢
文
化
に
の
め
り
こ
み
、
漢
人
偏

重
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
順
治
帝
の
政
策
や
人
事
登
用
に
つ
い
て
も
反
証

す
る
が
、
こ
れ
ら
は
従
来
と
は
異
な
る
、
新
た
な
順
治
帝
像
・
順
治
朝

政
治
史
を
描
く
た
め
の
ひ
と
つ
の
材
料
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
本
書
に
は
、
政
権
上
層
部
の
旗
王
・
権
門
・
官
僚
ら
が
多

数
登
場
す
る
。
し
か
も
か
れ
ら
の
関
係
は
複
雑
で
あ
り
、
一
読
し
た
だ
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け
で
は
著
者
の
意
図
や
論
証
過
程
が
充
分
に
は
理
解
さ
れ
な
い
お
そ
れ

が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
著
者
は
複
数
の
表
や
系
図
を
用
意
し
て
、
登
場
人

物
の
複
雑
な
親
族
関
係
・
婚
姻
関
係
を
て
い
ね
い
に
説
明
し
て
い
く
が
、

人
間
関
係
を
重
要
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
い
る
以
上
、
主
要
な
旗
王
に
つ
い

て
は
、
母
系
や
婚
姻
相
手
の
情
報
以
外
に
も
、
生
没
年
を
記
し
た
ほ
う

が
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
太
宗
と
、
そ
の
甥
ヨ
ト
・
サ

ハ
リ
ャ
ン
、
従
弟
ジ
ル
ガ
ラ
ン
と
は
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
と
す
る
が
、

甥
と
は
い
え
ヨ
ト
は
太
宗
の
七
つ
年
下
・
サ
ハ
リ
ャ
ン
は
十
二
年
下
、
従

弟
ジ
ル
ガ
ラ
ン
は
七
つ
年
下
で
、
太
宗
を
頭
分
に
集
い
や
す
い
年
齢
差

で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
一
方
、
太
宗
の
異
母
弟
ド
ル
ゴ
ン
は
二
十
も

年
下
で
あ
る
。
長
幼
が
す
べ
て
を
決
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、

太
宗
存
命
中
に
ド
ル
ゴ
ン
が
従
順
で
あ
っ
た
（
七
四
頁
）
理
由
に
、
こ
の

越
え
が
た
い
年
齢
差
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
年
齢
に
関

す
る
情
報
も
、
ど
こ
か
で
明
確
に
示
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思

わ
れ
た
。

　

ま
た
、
太
宗
即
位
後
の
換
旗
、
天
聡
九
年
の
正
藍
旗
解
体
・
再
編

成
、
順
治
初
年
の
換
旗
に
つ
い
て
は
各
章
で
必
要
に
応
じ
て
説
明
が
あ

る
も
の
の
、
き
わ
め
て
重
要
で
複
雑
な
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
本
書
の

は
や
い
段
階
の
ど
こ
か
で
、
懇
切
な
説
明
が
あ
っ
た
ほ
う
が
読
者
の
理

解
を
助
け
た
で
あ
ろ
う
。
章
に
よ
っ
て
は
、
順
治
朝
に
つ
い
て
論
じ
た

後
で
太
宗
朝
に
遡
っ
て
論
ず
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
旗
王
や
旗
人
の
所

属
旗
が
章
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
に
混
乱
す
る
読
者
も
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
れ
と
関
連
す
る
が
、
本
書
は
旗
王
や
旗
人
の
所
属
旗
に
関
し

て
、
本
文
と
表
・
系
図
の
内
容
と
の
相
違
が
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
た
。

実
際
に
所
属
旗
の
異
動
が
お
こ
な
わ
れ
た
結
果
を
反
映
さ
せ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
の
論
証
過
程
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
た

め
、
念
の
た
め
附
言
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

な
お
本
書
は
、
補
論
「
清
朝
皇
帝
と
三
藩
―
―
三
藩
研
究
の
た
め
の

覚
書
―
―
」
で
予
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
康
熙
朝
前
半
期
の
い
わ
ゆ

る
「
三
藩
の
乱
」（
一
六
七
三
～
八
一
）
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
。

著
者
が
本
書
で
用
い
た
手
法
で
入
関
前
か
ら
康
煕
朝
ま
で
を
一
貫
し
た

と
き
、
ど
の
よ
う
な
清
朝
政
治
史
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
注

目
し
た
い
。

（
す
ず
き
・
ま
こ
と　

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
）


