
1

十
九
世
紀
中
国
の
戦
闘
時
事
版
画

-

太
平
天
国
か
ら
義
和
団
事
件
ま
で
-

三

山

陵

.

E博
上
学
位
論
文
要
約
】

ア
ヘ
ン
戦
争
(
け
人
e
]〇
年
)以
降

十
九
叩
紀
の
中
国
(清
朝
)
で
は
､
日
本
や
欧
米
列
強
と
の
戦
闘
が
続
い
た
｡
そ
の
間
に
太
平
天
国
な
ど
国
内
の
反
乱
が

あ
り
.
清
朝
は
徐
々
に
滅
亡

へ
と
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
｡
こ
の
内
塵
外
産
の
時
期
'
こ
れ
ら
の
戦
闘

戦
争
を
描
い
た

r戦
闘
睦
事
版
画
｣
が
､
庶
民
を

対
象
に
制
作

･
腺
炎
さ
れ
て
い
た
｡

S
(任
が
判
明
し
て
い
る
戦
E=
暗
中
版
画
は
.
太
平
天
国
時
期
の
J
の
か
ら
中
車
比
国
成
立
栓
の

1
九
二

〇
年
代
の
軍
閥
戦
争
ま
で
あ
る
が
J
本
誌
で
は
時

期
を
十
九
仲
良
後
半
の
太
半
天
同
か
ら
預
手--
団
小
目
(
1
九
〇
〇
年
)ま
で
に
限
っ
た
｡
こ
の
時
糊
の
中
国

は
､
メ
デ
ィ
ア
(印
刷
､
報
道
)
の
人
変
革
期
で
も
あ

り
'
戦
闘
時
ii
版
:NEE
に
J
そ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
g

戦
闘
時
木
版
画
は
､
内
容
か
ら

T
tl
ユ
ー
ス
神
経
｣
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
.
そ
れ
は
近
代
祉
会
か
ら
見
た
邸
熊
で
あ
り
､
戦
闘
時

本
牧
面
に

r報
道
｣

の
散
剤
は
な
か
っ
た
｡
こ
れ
を
柑
接
し
た
外
国
誌
は
､
口
を
縞
え
て

r中
国
の
時
事
版
画
は
車
実
に
反
す
る
｣
と
厳
し
く
批
判
し
た
｡
し
か
し
こ
れ
は
近
代

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
縫
立
し
て
い
る
西
欧
側
か
ら
の
批
判
で
あ
る
｡
戦
E=
時
事
版
画
は
､
本
質
的
に
は

r観
て
楽
し
む
も
の
｣
で
あ
り
'
衣
現
内
容
に
事
実

と
の
車
従
が
あ
る
こ
と
は
受
容
眉
に
と
っ
て
閃
ti朋
に
な
ら
な
い
｡
ま
た
､
深
膚
に
は

r中
華
帝
国
は
:J
界
に
君
臨
す
る
｣
と
い
う
得
勝
図
の
伝
統
意
鼓
(中
農

思
甥
)が
綻
れ
て
い
る
｡

制
作
面
で
は
､
民
間
版
画
制
作
と
同
様
に
粉
本
化
と
パ
タ
ー
ン
化
の
現
象
が
み
ら
れ
る
｡
光
れ
筋
の
園
が

r粉
本
｣
(絵
手
本
)
に
さ
れ
､
同

一
の
腐
蝕
が
反

柁
使
用
さ
れ
る
.
さ
ら
に
転
用
(作
用

盗
用
)を
繰
り
返
し
た
図
が
､
細
雨
の
型
(バ
タ
ー
ン
)
と
し
て
に
必
す
る
｡
型
は
絵
文
字
の
棟
能
を
も
ち
､
庶
民
は
そ

の
型
の
図
を
見
れ
ば
内
谷
が
推
測

で
きる
の
で
あ
る
｡

庶
民
向
け
に
制
作
さ
れ
た
観
閉
咋
蒋
版
画
は

俗
蹄
や
芝

居
な
ど
の
大
衆
痕
能
と
の
関
係
･J)見
ら
れ
る
｡
新
聞
報
道
が
普
及
し
た
捕
仏
戦
争
以
降
は
新
開

記
事
と
の
関
連
も
兄
い
だ
せ
る
が
'
本
質
的
に
は
民
間
版
画

の
｢車
両
一
と
同
様
に
､
娯
楽

･
捜
貨
の
対
奴
で
あ
っ
た
｡

描
東
4.～
民
の
楽
什
な
感
情
(+)持
祈
願
)と

長
い
間
に
培
わ
れ
た
翌
乍
法
(中
華
E･蒜
))
を

直
鼓

に
反
映
す
る
戦
闘
時
*
版
画
は
､
当
時
の
杜
会
､
文
化
を
知

る
こ
と
が
出
来
る
t只
鬼
な
資
料
で
あ
る
｡

キ
ー
ワ
ー
ド

戦
闘
時
事
版
画

報
道

平
面

綿
勝
国

中
事
3品
..
粉
本



2

は
じ
め
に

中
国
の
庶
民
の
失
術
-

民
間
美
術
に
は
､
民
間
版
両
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ

ン
ル
が
あ
り
ー
こ
れ
は
庶
民
が
生
活
の
中
で
消
費
す
る
版
面
(圭
に
木
版
Ti[)

の
総
称
で
あ
る
｡
そ
の
中
に
､
日
本
の

[か
わ
ら
版
｣
と
同
様
に
時
事
を
描

い
た
図
が
あ
る
o
筆
者
の
博
士
it
文
は
､
時
事
版
画
の
う
ち
の
戦
争
に
関
し

た
版
面
や
戦
闘
場
面
を
描
い
た
も
の
へ以
下
'
戦
闘
帖
帯
版
面
と
い
う
.

r中
学

は
省
略
す
る
)
に
他
…点
を
当
て
て
考
窮
を
漣
め
た
｡

戦
闘
時
事
版
画
は
中
国
国
内
で
保
存
さ
れ
て
い
る
作
品
は
少
な
く
､
多
く

は
国
外
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
｡
筆
者
は
日
英
仏
霞
の
博
物
館

･
図
et]館
を
調

査
し
､
約
百
五
十
点
の
戦
闘
時
事
版
画
を
実
兄
し
た
.
か
つ
て
こ
れ
だ
け
の

戦
闘
時
事
版
画
が
炎
め
ら
れ
た
こ
と
は
な
く
､
暇
闘
時

事
版
面
を
主
体
と
し

た
研
究
も
な
い
｡

本
博
士
詮
文
で
は
､
戦
闘
時
事
版
画
が
形
成
さ
れ
た
背
兼
や
社
会
の
変
化

に
眼
を
促
り
な
が
ら
､
版
画
の
受
容
者
で
あ
る
庶
民
の
文
化
や
彼
ら
の
伝
統

的
価
値
観
と
の
関
係
を
振
り
'
戦
的
時
事
版
画
の
本
来
の
役
割
-

本
質
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
｡
ま
た
戦
闘
時
事
版
画
を
版
画
制

作
の
観
点
か

ら
も
分
析
し
た
｡
版
が
再
利
用
さ
れ
､
あ
る
い
は
模
倣

･
涜
用
さ
れ
る
実
例

を
挙
げ
'
こ
の
過
程
を
鋲
て
戦
EE
時
事
版
画
の
型
(バ
タ
ー
ン
)が
形
成
さ
れ
､

定
着
(粉
本
化
)す
る
こ
と
を
究
明
し
た
｡

先
行
研
死
が
な
い
と
い
っ
て
よ
い
戦
国
時
事
版
画

の
研
究
は
､
細
か
い
検

証
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
そ
の
実
体
が
見
え
て
き
た
｡
し
か
し
博
士
蛋
文
全

体
を
要
約
す
る
と
'
こ
の
検
証
の
多
く
を
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
そ
こ
で

木
浦
で
は
'
ま
ず
博
士
St
文
の
故
事
を
草
ご
と
に
短
く
配
し
'
加
え
て
検
証

の
1
缶
と
し
て
､
弟
三
幸
の

r窮
三
節

新
聞
､
画
報
と
戦
闘
時
事
版
画
J

の

r二
t

r
鮎
石
膏
丑
報
JI
よ
り
前
に
発
売
さ
れ
た
石
版
印
刷
面
典
｣
(

抜

粋
)を
発
表
す
る
こ
と
で
､
博
士
論
文
公
開
の
義
務
を
果
た
し
た
い
｡
な
お

'

図
版
番
号
は
そ
の
ま
ま
と
し
､

1
知
の
参
考
史
料
は
割
愛
し
た
｡

【博
士
論
文
伎
要
】

◇
第

1
章

序
論

那

一
節
は
研
究
の
ね
ら
い
を
述
べ
る
｡

1
股
に
な
じ
み
の
稚
い
中
国
民
間

版
画
お
よ
び
そ
の
1
部
で
あ
る
年
画
に
つ
い
て
税
明
し
､
戦
闘
時
事
版
画
の

用
語
に
つ
い
て
定
義
し
た
｡
第
二
節
で
は
､
戦
闘
時
事
版
画
に
関
す
る
先
行

研
究
を
紹
介
し
'
そ
れ
ら
の
多
く
が

r反
帝
｣
の
視
点
し
か
持
た
な
い
と
い

う
閉
居
点
を
蛙
起
し
た
｡

◇
第
二
章

戦
闘
時
事
版
画
の
概
要

第

l
節
で
は
､
嗣
査

･
収
炎
し
た
戦
闘
時
事
版
画
の
図
像
資
料
を
歴
史
事

件
別
に
分
類
義
理
L
t
版
画
に
沓
き
込
ま
れ
た
文
字
を
苔
き
起
こ
し
た
｡
こ

れ
は
1
種
の
戦
闘
時
事
版
画
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
｡
版
画
が
描
く
戦
闘
の

情
況
を
説
明
す
る
は
か
､
版
の
寸
法
､
版
画
の
生
産
地
､
版
画
制
作
の
技
法

末
版
､
多
色
別
､
石
版
な
ど
)'
収
蔵
先
収
岸
番
号
な
ど
を
付
し
た
｡
ま
た
各

収
載
先
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
来
歴
を
配
し
た
｡
歴
史
事
件
は
次
の
よ
う
に
分

類
し
た
｡

1
､
太
平
天
国
時
期
/
二
､
滑
仏
戦
争
時
期
/
三
'
日
清
戦
争
時
期
/
四
､

歳
和
田
事
件
時
期

第
二
鯨
は
､
外
国
誌
に
掲
載
さ
れ
た
戦
闘
時
事
版
画
に
つ
い
て
考
舞
し
た
｡

こ
れ
は
.
浦
兼
中
国
に
お
い
て
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
外
国
人
が
収
集
し
､
印
刷
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物
に
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
｡
花
救
配
車
に
は
'
外
国
人
が
中
国
の
戦
耶
時

事
版
画
を
ど
う
理
解
し
た
か
が
沓
か
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
戦
闘
時
事
版
再

の
役
割
を
知
ら
な
い
外
国
人
は
こ
れ
を

T新
聞
維
道
)
と
捉
え
､
そ
の
虚
偽

報
道
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
.
出
版
物
の
出
版
年
月
か
ら
､
戦
闘
か
ら
販
売
ま
で
の
お
よ
そ
の
制

作
日
数
を
割
り
出
し
た
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
戦
闘
時
事
版
画
は
砧
時
制
作

･
廉

売
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
判
っ
た
｡

◇
第
三
章

戦
闘
時
事
版
面
の
形
成
と
展
開

第

1
師
は
､
戦
闘
時
事
版
画
と
伝
統
的
な

r杓
勝
凶
｣
と
の
関
係
を
見
た
.

戦
闘
時
事
版
面
に
は
得
勝
園
の
形
式
を
峨
無
す
る
も
の
が
あ
り
､
さ
ら
に
民

間
の
版
面
で
あ
り
な
が
ら
､
そ
の
表
現
や
発
想
の
源
は
､
皇
帝
が
作
っ
た
得

勝
図
が
持
つ
中
華
思
想
(漢
民
族
が
古
く
か
ら
持
ち
続
け
た
自
民
族
便
越
の
意
t
V

に
拠
っ
て
い
る
｡

第
二
師
は
'
戦
闘
時
事
版
画
に
さ
き
込
ま
れ
た
韻
文
と
大
衆
文
歩
と
の
関

係
を
模
討
し
た
｡
太
平
天
励
)時
期
か
ら
清
仏
戦
争
時
期
に
か
け
て
'
観
を
ふ

ん
だ
詩
句
を
彫
っ
た
坂
田
時
事
版
画
が
多
く
見
ら
れ
る
｡
こ
の
辞
句
は
観
賞

者
が
伯
し
む
と
と
も
に

r唱
詞
J
で
も
あ
り
､
販
売
す
る
者
は
こ
の
詞
に
俗

指
な
ど
の
節
を
つ
け
て
唱
い
'
客
の
注
意
を
ひ
い
た
と
い
わ
れ
る
｡

戦
闘
時
事
版
画
と
戯
曲

･
通
俗
小
説
と
の
関
係
で
は
､
太
平
天
国
を
テ
ー

マ
に
し
た

r芝
居
仕
立
て
｣
の
版
画
が
遣
っ
て
い
る
も
の
の
､
そ
の
後
に
は

戯
曲

･
通
俗
小
説
と
の
明
瞭
な
関
係
を
示
す
版
画
は
見
ら
れ
な
い
｡
こ
れ
は
､

清
仏
戦
争
時
期
に
な
る
と
新
聞
が
普
及
し
､
口
伝
え
(語
り
物
や
芝
居
も
含
む
)

で
消
息
が
伝
達
さ
れ
て
い
た
太
平
天
国
時
期
と
は
'
ニ
ュ
ー
ス
の
伝
達
媒
体

が
変
化
し
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡

第
三
席
は
､
新
聞

･
画
報
の
肥
事
と
戦
闘
時
事
版
面
と
の
関
係
を
見
た
｡

1
八
七
二
年
に
上
海
で
中
文
の
新
制

r
申
報
J
が
発
行
さ
れ
る
と
'
人
々

の
情
報
源
は
そ
れ
ま
で
の

r街
道
消
息
l
(巷
の
甘
)
か
ら
新
聞
報
道
に
シ
フ

ト
し
て
い
く
｡
捕
仏
戦
争
が
始
ま
る
と
新
聞
は
連
日
の
よ
う
に
戦
況
を
伝
え
､

い
や
が
上
に
も
庶
民
の
関
心
事
と
な
っ
た
｡
上
海
の
巷
で
は
木
版
の
戦
闘
時

事
版
画
が
種
々
出
ま
わ
っ
て
い
た
｡
こ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
得
た

r
申
報
し
の
発

行
元
は

r文
相
で
苔
か
れ
た

『
申
銀
山
を
図
で
補
う
｣
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト

に
よ
っ
て
､
石
版
印
刷
の

T
鮎
石
材
書
報
1
を
企
画
出
版
し
､
こ
れ
が
爆
発

的
に
光
れ
た
.
新
聞
の
妃
述
よ
り
詳
し
い
図
を
描
き
ー
文
相
の
監
事
よ
り
も

平
易
な
解
脱
文
が
付
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
民
間
の
版
面
工
rS
が
､

r
申

報
JI
や

r
鮎
石
甘
苦
朝
一
を
ニ
ュ
ー
ス
源
と
し
て
利
用
し
て
戦
闘
時
事
版
画

を
制
作
し
た
も
の
も
あ
る
｡

こ
れ
と
は
別
の
形
で
､

r
申
報
1.
と
密
接
な
関
操
を
持
つ
戦
闘
時
事
版
画

集
が
存
在
し
た
｡
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
写
木
部
と
ロ
シ
ア
･
イ
ル

ク
ー
ツ
ク
州
立
呑
術
博
物
館
に
収
戒
さ
れ
る
石
版
印
刷
の
戦
闘
時
事
版
面
で
､

r
申
報
j
新
上
に
広
告
さ
れ
た

r
越
雨
蛙
報
)
で
あ
っ
た
｡
こ
の
版
画
集
は

r
茄
石
廿
毛
報
JI
を
創
刊
す
る
前
に
､

l
種
の
市
妨
P
E盃
と
し
て
発
行
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
(本
絹

第
三
節
の
二
)｡

◇
第
四
章

版
画
制
作
か
ら
み
た
戦
闘
時
事
版
画

戦
闘
時
事
版
画
を
詳
細
に
見
る
と
'
構
図
が
類
似
し
た
も
の
'
表
象
部
分

が
同

1
の
も
の
な
ど
が
あ
る
｡
こ
の
類
似
の
流
れ
を
整
理
し
'
ど
う
い
う
原

因
か
ら
発
生
し
た
も
の
か
を
考
萄
し
た
.
人
気
が
あ
っ
て
よ
く
売
れ
る
回
は

同
時
期
で
も
模
倣
さ
れ
､
い
わ
ゆ
る
コ
ピ
ー
商
品
が
光
り
捌
か
れ
た
｡
ま
た
､

制
作
当
初
に
書
き
込
ま
れ
た
文
字
を
変
空
し
､
時
期
を
越
え
て
徒
の
戦
闘
時
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事
版
面
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
例
も
あ
る
｡

売
れ
筋
の
団
は
そ
れ
自
体
が

｢粉
本
J
(捨
手
本
)
に
な
り
､
同

1
の
図
像

が
反
復
使
用
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
民
間
版
画
の
制
作
で
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ

る
現
敦
で
あ
る
｡
戦
闘
時
事
版
画
も
同
様
に
.
よ
く
光
れ
る
図
は
反
復
使

用
さ
れ
粉
本
化
し
て
､

l
つ
の
バ
タ
ー
ン
(型
)が
定
野
す
る
｡
バ
タ
ー
ン
が

庶
民
に
浸
透
す
る
と
'
そ
の
後
は
こ
の
型
が

r絵
文
字
｣
の
よ
う
に
意
味

を
持
っ
て
使
わ
れ
る
｡

◇
第
五
章

結
鎧

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
弥
立
し
た
近
代
社
会
か
ら
見
る
と
､
戦
闘
暗
部
版

面
は

r
ニ
rL
-
ス
画
報
｣
と
腎
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
､
本
来
の
役
割
は

r牧
て
楽
し
む
も
の
｣
で
あ
り
'
こ
れ
は
観
賞
の
対
象
で
あ
TO

r年
面
｣

と
同
じ
で
あ
る
｡
戦
闘
時
事
版
画
に
は

T報
道
)
の
役
割
は
な
か
っ
た
｡

太
平
天
国
時
期
か
ら
克
和
田
事
件
ま
で
十
九
世
紀
後
半
の
戦
闘
時
事
版

面
を
七
枚
し
て
J
そ
の
時
代
変
化
を
図
式
化
し
た
｡
太
平
天
国
時
期
に
は

多
く
書
き
込
ま
れ
て
い
た
脱
文
は
J
韓
仏
戦
争
､
日
清
戦
争
と
時
間
が
軽

つ
に
つ
れ
て
減
少
し
た
｡
そ
の
逆
に
､
楢
仏
戦
争
時
期
に
知
れ
た
ニ
ュ
ー

ス
両
便
の
形
式
人草
某
の
よ
う
な
作
図
)
は
､
時
間
を
追
う
に
従
っ
て
和
え
て

い
っ
た
｡
し
か
し

､
太
平
天
国
か
ら
鼓
和
田
事
件
ま
で
の
約
半
世
紀
､
社

会
が
近
代
化
へ
と
大
き
く
変
化
し
て
い
く
間
も
､
戦
Ei
時
事
版
画
の
深
層

に
は
得
勝
図
の
伝
統
的
意
地
(中
華
思
想
)が
売
れ
､
庶
民
の
柵
神
的
支
え
と

な
っ
て
い
た
｡

戦
闘
時
事
版
画
は
､
庶
民
が
年
画
に
求
め
る
吉
祥
祈
席
と
観
賞

･
娯
楽

の
機
任
と
同
様
の
も
の
を
持
ち
'
伝
統
的
思
考
法
(中
華
思
想
)
を
極
め
て
率

直
に
映
し
出
し
て
い
る
.
戦
闘
時
事
版
画
か
ら
､
十
九
世
紀
後
半
の
社
会

を
覗
き
見
､
文
化
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
｡

◇
附
記

◇
附
表

◇
資
料(謝

辞
)

木
笛
の
執
事
に
あ
た
り
'
埼
玉
大
学
数
兼
学
部
教
授
の
大
塚
秀
高
先
生
､

関
口
頼
先
生
､
小
谷

一
郎
先
生
､
軸
山
明
先
生
の
怒
到
な
ご
指
導
を
賜
り

ま
し
た
｡

次
の
方
々
に
は
'
来
重
な
助
吉
と
賢
科

･
情
報
の
提
供
を
い
た
だ
き
､

ま
た
各
機
関
に
は
姿
料
提
供
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
.
記
し
て
衷

心
よ
り
の
感
謝
を
表
し
ま
す
｡

D
orLs
R
lflLTL.
F
rarlCCS
W
旦

G
raham
H
utt.
〓
arTH
Sh
T
d
d.

O

h
ts
Ld

u
Y
asuyo.
ELCth
M
c
K
7T]of).

Y
aSum
uTa
Y
oshiko
.
M
aJT

G
m
sbcrg.N
athal)e
M
m
net.
C
hr]stoph
M
arquc
.
確
清
海
､
部
昌
一
､

小

川
陽
1
.
藤
本
幸
夫
､
大
井
剛
'
佐

藤
悟
､
瀧
本
弘
之
､
小
林
邦

久
'
陸
偉
柴
､
薪
江
利
彦
､
純
水
の
各
氏
毒
杯
'
所
属
は
略
し
ま
し
た
).

大
英
国
沓
館

ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
図
番
館

フ
ラ
ン
ス
国
立
図
番
館

東
演
都
立
中
央
回
答
館

東
京
大
学
総
合

図
番
館

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
国
事
室
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三山陵 r十九世点中ESZの戦胴時事版面 J

第

三
章

観
闘
時
事
版
画

の
形
成
と
展
開

第
三
節

新
聞
､
画
報
と
戦
闘
時
事
版
画

二
'

『
鮎
石
密
生
報
』
よ
り
前
に
発
売
さ
れ
た
石
版
印
刷
画
集

-

『
申
報
JI
に
広
告
さ
れ
た
石
版
印
刷
の
戦
闘
時
事
版
画

光
緒
十
年
三
月
二
十
六
日
二
八
八
四
年
四
月
二
十
一
旦

の

『
申
報
』
の
広

告
貢
に
t

r越
南
捷
報
｣
と
居
し
た
次
の
よ
う
な
広
告
が
出
て
い
る
(句
況

点
は
装
着
に
よ
る
)
(図
t
)ら

法
越
捕
兵
.
劉
囲
Q
l勝
｡
電
停
難
凍
.
未
若
立
報
之
評
｡
今
得
在
越

訪
事
友
之
首
相
者
-
連
戦
必
卸
.
集
其
大
勝
者
四
.
郵
寄
水
温
｡
展

報 捷 筒 赴

重苦重量誓潜 葉蓋警墓室蓋

鋸 蔓萱葦鍬

堅 塁莞蓑董写 絹

Egl18 広告 r趨TqiI噂l

閲
之
下
.
令
人
色
舞
眉
飛
.
可
稀
寛
政
書
記
｡
想
吾
華
人
赦
侮
同
仇
I

定
以
先
親
氏
快
｡
国
情
西
人
築
島
銅
板
.
印
入
赫
蹴
｡
共
合
四
鳳
.

計
洋

1
角
二
分
.
蕉
哲
男
議
｡

(仏
越
が
兵
を
構
え
､
劉
(劉
永
徳
)
革
が
勝
利
を
重
ね
て
い
る
｡
電
信

が
伝
え
る
ニ
ュ
ー
ス
は
速
い
け
れ
ど
も
､
画
報
の
よ
う
に
詳
し
く
は

な
い
｡
こ
の
た
び
､
越
南
に
所
用
で
滞
在
す
る
絵
の
上
手
な
友
人
が

(注
-
)､
戦
い
に
遭
う
た
び
に
絵
を
描
き
､
大
勝
し
た
四
枚
の
図
を
集

め
て上
海
に
郵
送
し
て
き
た
｡
ひ
ろ
げ
て
見
る
と
､
小
躍
り
し
た
く

な
る
嬉
し
い
も
の
で
'
克
敵
実
記
と
い
っ
て
よ
い
｡
我
が
華
人
は
み

な
敵
に
対
し
て
赦
慌
心
を
持

っ
て
い
る
か
ら
､
き
っ
と

1
刻
も
早
く

こ
れ
を
見
た
い
で
あ
ろ
う
｡
西
洋
人
に
銅
版
に
膨
ら
せ
'
薄
い
小
さ

な
紙
に
印
刷
し
た
｡
全
四
囲
､
値
段
は
洋

1
角
二
分
で
'
卸
値
は
別

途
相
談
す
る
.
)

上
海
三
馬
路
ー
西
緬
需
里
第
六
家
便
是
分
皆
｡

小
東
門
内
.
馬
眺
術
中
.
平
江
呉
西
.
至
錦
里
.
顧
春
記
｡

(上
海
三
馬
路

･
西
福
需
里
の
六
軒
日
の
家
に
お
い
て
小
売
り
す
る
.

小
東
門
内

･
馬
眺
術
の
中
の
平
江
･
呉
西
の
昼
錦
里
の
顧
春
記
O
)

図
の
由
来
と
価
格
な
ど
を
鋭
明
し
た
あ
と
に
続
い
て
､
小
売
り
販
売
所

と
広
告
主
が
示
さ
れ
て
い
る
(広
告
文
と
住
所
の
間
に
あ
rO
注
昔
字
母
の
よ
う
な

記
号
に
つ
い
て
は
不
明
)｡

◇
住
所
に
つ
い
て

ま
す
､

r
越
南
捷
報
.B
の
園
を
販
売
す
る
と
し
た
住
所
の

r上
海
三
馬
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路
酉
福
需
里
邪
六
家
)
か
ら
考
え
た
い
｡

r三
馬
蹄
｣
は
現
在
の
湊
口
路
で
あ
る
.
バ
ン
ド
(外
*
)か
ら
西
に
向
か
っ

て
東
西
に
走
る
大
馬
路
(現
･
南
京
東
路
)が
あ
り
､
そ
の
南
に
平
行
し
て
二

馬
路
(現
･
九
江
路
)'
さ
ら
に
そ
の
繭
に
三
燭
路
(湊
口
銘
)が
通
っ
て
い
る
｡

1
九

1
七
年
の
地
図
で
は
あ
る
が
.
参
考
に

｢上
海
英

租
界
分
Eg
J
(江
2
〉

を
見
る
と
､
南
北
に
走
る
湖
北
韓
と
三
馬
籍
と
の
交
差
点
を
北
に
向
か
い
.

二
馬
韓
と
の
中
間
あ
た
り
の
南
側
に
福
宵
里
の
出
入
口
が
あ
る
｡
福
甫
里
は

祐
地
の
奥
で
四
角
形
を
呈
し
､
西
側
は
大
姓
坊
と
繋
が
っ
て
噺
江
路
に
出
る

人事
明

菜
料
六
)
.
出
入
口
が
淋
江
箱
に
近
い
福
宵
里
を
便
宜
上

r西
福

音
里｣
と
呼
ん
だ

の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
販
売
所
は
三
罵
路
に
近
く
､
砺

江
路
か
ら
入
っ
た
福
需
里
の
入
口
か
ら
六
軒
目
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

r小
束
門
内
周
姓
術
中
j
の
住
所
は
､
広
告
主
(題
辞
だ
)
の
も
の
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡

｢小
東
門
｣
は
､
上
海
旧
姓
の
城
門
の
l
つ
で
あ
る
宝
帯
門
の
俗
称
で
あ

る
｡
現
在
の
道
路
名
で
い
え
ば
半
円
を
描
く
人
民
路
と
東
西
に
延
び
る
方
浜

中
路
東
端
の
交
遊
点
あ
た
り
に
あ
っ
た
｡

r喝
妖
術
｣
は
､

1
八
九
八
年
の
地
図

r新
給
上
海
城
府
租
非
全
唖
｣
に

見
え
る
｡
上
海
県
城
(旧
妓
)
の
中
心
部
に
上
海
県
署
が
あ
り
､
そ
の
北
を
流

れ
る
河
は
小
東
門
を
通
っ
て
黄
浦
江
に
出
る
｡
河
の
北
側
に
垂
直
に
交
わ
る

馬
妖
術
が
あ
る
｡
現
在
の
馬
働
折
に
あ
た
る
｡
満
開
術
は
五
十
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
短
い
滴
り
で
あ
る
か
ら
｡

rそ
の
中
｣
と
い
う
住
所
未
配
で
充
分
な
の

だ
ろ
う
｡

◇
両
店
に
つ
い
て

r平
江
呉
西
査
銘
里
席
帝
紀
｣
は
広
告
主
と
考
え
る
が
J

r厳
春
記
｣
が

店
名
で
'
版
画
を
制
作

･
販
売
す
る
両
店
と
思
わ
れ
る
｡

｢平
江
~
呉
南
.

圭
鈍
里
｣
は
両
店
の
出
身
地
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
｡

平
江
は
現
在
の
軒
州
を
摘
す
｡
蔀
州
は
准
秋
時
代
の
呉
同
の
都
で
あ
り
'

古
呉
と
も
姑
右
と
も
呼
ば
れ
る
｡

r呉
西
.
8
-銘
里
｣
に
つ
い
て
は
､
末
代
の
蘇
州
の
地
名
を
ま
と
め
た

r
宋

平
江
城
坊
考
｣
至
t
GE
.
江
節
古
舟
出
版
比
､
1
九
八
六
年
)
の

r巻

1
､
百

両
隅
｣
の
な
か
に

r圭
銘
坊
巻
｣
の
名
が
見
え
る
｡

明
の
成
化
十
年
二

四
七
四
)
の
序
が
あ
る

r
姑
蘇
志
Jl
(影
印
本
･
呉
細
部

主
将
.
台
湾
学
生
書
局
､
一
九
六
五
年
)
で
は
､
巻
十
七
に

r西
南
隅
坊
十
七
J

の
1
つ
と
し
て
王
銘
坊
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
｡
呉
箕
輪
と
い
う
人
名
か
ら

つ
い
た
功
名
と
い
う
.

r
申
報
)
の
広
告
完
結
十
年
)
と
時
期
が
近
い
､

r
蘇
州
府
志

1
百
五
十

容
首
十
巻
J
(逆
光
E]
年
序
刊
本
)や
t

r
蘇
州
府
志

一
百
五
十
巻
首
三
巻
Jl

(光
祐
九
年
序
刊
本
)
に
も
､

r誉
鈍
坊
｣
の
名
が
あ
る

(資
料
七
(柿
))
｡

伊
原
弘
氏
(中
国

中
世
史
)
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
､
壬
錦
坊
は
蘇

州

西

南

部
の
背
門
近
く
に
あ
り
t

r坊
｣
は

r里
｣
と
も
称
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ

る
｡
広
告
が
い
う

｢壬
鈍
里
｣
は

｢重
税
坊
｣
と
同
じ
で
あ
ろ
う
｡

現
在
の
地
図
で
は
､
旧
城
壁
の
南
西
角
に
あ
る
面
景
坊
あ
た
り
と
推
湘
す

る
｡蘇

州
に
あ
っ
た
民
間
版
画
の
工
房
(軒
店
)
は
J
太
平
天
国
の
乱
の
際
に
戦

火
に
苦
っ
て
い
る
｡
ま
た
太
平
天
国
後
､
上
海
で
の
商
業
活
動
が
盛
ん
に
な

る
に
し
た
が
い
'
画
店
は
上
海
に
移
転
し
た
り
､
支
店
を
出
し
た
と
い
わ
れ
､

雛
州
に
い
た
南
師
が
､
彫
り
師
や
刷
り
師
を
伴
っ
て
上
海
に
出
て
脚
果
し
た
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と
も
い
う

(江
h)
.

現
在
の
と
こ
ろ
商
店
r碑
林
だ
｣
の
名
は
.
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
民
間

版
画
に
は
見
ら
れ
ず
J
爽
任
し
た
祉
証
は
な
い
が
､
広
告
か
ら
､
B
E♯
紀
は
､

蘇
州
(平
江
)函
南
知
(輿
.A
)
の
昼
錦
里
(坊
)
に
あ
っ
た
面
店
で
､

r
中
軸
』

の
広
告
を
出

し
た
当
時
は
上
海
に
移
っ
て
お
り
､
屋
号
の
的
に
そ
の
出
身
地

を
示
し
て
い
る
､
と
放
み
取
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
地
名
に
東
西
南
北
が
つ
く
ば
あ
い
は
上
に
つ
く
こ
と
が

1

殻
的
で
あ
る
か
ら
､

r平
江
呉

･
百
昼
錦
里
｣
の
可
能
性
も
残
っ
て
い
る
｡

前
出
の

r
上
海
美
風
非
分
㈹
し
二
九
-
七
)
に
は
､
福
需
里
の
東
側
の
九
江

路
と
湊
口
路
の
間
に

r商
量
銀
里

｣
の
地
名
が
あ
る
｡
そ
こ
か
ら
更
に
兼
に

向
か
う
と
申
報
蛤
が
あ
る
｡

r
申
報
』
(申
報
b
)
･
福
宵
里

･
酉
昼
錦
里
と
､

広
告

r越
南
捷
報
J
に
ま
っ
わ
る
名
が
三
唱
路
周
辺
に
点
在
し
て
い
る
の
は

単
な
る
偶
然
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
広
告
の
内
容
や
広
告
主
に
つ
い
て
は
さ
ら
に

検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
｡

◇
石
印
版
画
典

r
越
南
捷
報
曲
｣
に
つ
い
て

広
告

｢越
南
捷
報
｣
の
実
物
と
思
わ
れ
る
も
の
が
､
フ
ラ
ン
ス
国
立
国
事

館
写
本
部
に
収
殺
さ
れ
て
い
る
の
を
二
〇
〇
六
年
三
月
の
粥
査
で
発
見
し
た
｡

r越
南
捷
報
簡
JI
の
文
字
を
印
刷
し
た
演
と
､
中
に
入
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
g
]園
が
繍
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
｡
回
春
鯨
側
は
収
束
す
る
と
き
に
､
こ

れ
が
1
組
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
様
子
が
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
版
画
を
入

れ
て
い
た
袋
に
は
収
点
番
号
が
つ
い
て
お
ら
ず
'
版
面
に
付
さ
れ
た
収
麓
番

号
は
'
画
白
身
が
も
つ
轟
EF..を
f
:現
し
た
順
に
な
っ
て
い
る
(袋
は
､
当
耗
門

の
中
.g
研
究
者
で
あ
る
ナ
タ
リ
ー

モ
ネ
女
史
に
設
明
し
て

新
た
に
収
文
番
号
を

つ
け
て
も
ら
っ
た
)｡

23;
(
13
8
08-
37)
(園
_9
)
は
､
タ
イ
ト
ル
の

f.題
南
捷
銀
皿
L
が
中
央

に
大
き
く
あ

り
'
そ
の
下
に
販
死
所
の
勘
所
が

r上
海
三
馬
路
西
首
大
薪
術

揃
術
里
第
六
家
稚
i
]j
と
二
行
に
わ
た
っ
て
入
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は

r申
報
】

広
告
の

r上
梅
三
馬
蹄

･
百
福
宙
里
那
六
家
｣
と
同
じ
住
所
で
あ
る
(任
所

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
).

袋
は
封
筒
状
で
､
長
さ
二
六
〇
ミ
-
メ
ー
ト
ル
､
幅
は

1
〇
九
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
で
あ
る
｡
入
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
版
画
は
次
の
四
点
で
あ
る
｡

【面
哩
は

r

｣
に
.

(
)
は
収
液
番
号
､
(
)内
は
画
の
寸
法
を
粧
･
決
の
柄

で
示
す
｡
単
位
は
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
｡
]

r劉
提
督
生
檎
李
威
利

第

1
圃
｣

(13
808-
6
)

(2
2
6
×

31
0
)

r彰
大
帝
濁
督
師
防
過

第
二
園
｣

(13
808-
5)

(2
2
2
×

31
0
)

r五
路
大
軍
恢
複
北
南

第
三
EilL

(

1

3
80
8-
4
)

(
2
2
8
×

3
1
3
)

T北
常
水
戦
大
捷

第
g
]胤
｣

(
1
3

8
0
8-
7
)

(
2
2
7
×

3
〓
)

こ
の
四
点
は
す
べ
て
､
洋
紙
に
石
版
印
刷
(石
印
)し
た
も

の

で

あ
る

｡
広

告
で
は

r西
洋
人
に
銅
板
を
彫
ら
せ
て
印
刷
し

た
｣
と
着
い
て
い
る
が
､
英

は
石
印
で
あ
っ
た
｡

用
紙
の
大
き
さ
は
四
囲
と
も
ほ
ぼ
同
T
で
､
縦
が
二
五
〇
､
横
が
三
五
〇

･J,リ
メ
ー
ト
ル
前
後
､
B
4
サ
イ
ズ
に
近
い
｡
こ
れ
ら
の
図
は
ー
横
幅
を
四

つ
折
り
に
し
た
跡
が
あ
る
面
20
参
照
)｡
つ
ま
り
こ
れ
は
､
幅
八
五
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
的
後
に
E
]
つ
折
り
し
､
凪
19
の
袋
(描
1
〇
九
ミ
-
メ
ー
ト
ル
)
に
入
れ
た

痕
跡
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
四
枚

L
組
の
石
印

r越
雨
蛙
報
E
i

LI
は
.
ロ
シ
ア
の
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
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州
立
沓
術
怖
物
館
に
も
保
存
さ
れ
て
い
る
が
､
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
の
塔
合
は
第

二
図
が
炊
け
て
い
る
｡

r越
繭
捷
印
蘭
L
が
石
版
印
刷
で
あ
る
と
い
う
N
定
は
､
肉
眼
で
の
確
盟

以
外
に
､
図
の
そ
ば
に

rト
ン
ボ
奴
｣
が
遭
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
｡

ー
ン
ポ
穀
と
は
印
刷
用
語
で
､
印
刷
し
た
紙
を
切
断
す
る
目
安
と
し
て
､
縦
､

横
の
十
字
形
に
穀
を
入
れ
た
も
の
を
い
う
｡

r
越
雨
蛙
頼
政
し
の
歯
は
､
複

数
の
園
を

1
枚
の
版
に
製
版
し
､
印
刷
後
に
切
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
複
数

の
図
を

1
枚
の
大
き
な
紋
に
印
刷
す
れ
ば
'
印
刷
回
数
(吟
ES
)
が
節
約
で
き

る
｡
木
版
印
刷
で
は
ト
ン
ボ
弟
は
使
わ
な
い
｡
ま
た
､
射
額
面
で
は
大
判
の

銅
版
や
'
大
判
の
印
刷
椎
は
高
価
で
あ
る
か
ら
､
複
数
の
図
を

1
緒
に
製
版

す
る
可
能
性
は
少
な
い
｡

石
印
の

r
題
南
捷
報
Eiu

を
､
広
告
で
は

r銅
版
画
｣
と
譲
っ
た
の
は
な

ぜ
か
｡

中
国
の
庶
民
が
石
版
印
刷
物
に
触
れ
'
そ
の
名
が
知
ら
れ
る
の
は

『
鮎
石

窟
正
確
』
看
板
印
刷
)
の
発
行
後
で
あ
る
｡

r
鮎
石
膏
暮
報
JI
の
創
刊
は
光

緒
十
年
四
月
十
e
]日
二
八
八
E
]年
五
月
八
日
)
で
あ
り
､
こ
の
広
告
花
軽
か
ら

半
月
以
上
も
後
の
こ
と
で
あ
る
｡

し
か
し
銅
版
画
の
名
称
は
､
乾
陸
時
期
の
頼
横
面
を
始
め
､
キ
リ
ス
ト
教

関
係
の
図
像
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
た
.
ま
た
､
上
海
な
ど
の
亀
井
に

は
西
洋

の
新
関
､
画
報
､
書
籍
も
入
っ
て
い
た
｡
こ
れ
ら
に
は
銅
版
画
を
使
っ
た
挿

絵
が
入
っ
て
い
た
｡

7
7時
は
ま
だ
石
版
印
刷
の
名
称
が
1
椴
に
馴
染
み
が
蒔
く
'
頼
版
面
と
し

た
ほ
う
が
通
り
が
よ
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
｡

そ
の
l
般
の
路
銀
を
蕪
付
け
る
よ
う
な
戦
闘
時
事
版
面
が
あ
る
｡
イ
ル
ク
ー

ツ
ク
州
立
沓
術
肺
物
戊
滋
の

r克
復
北
阜
河
内
水
職
割
算
得
勝
新
鹿
)

(イ

ル
ー
692
)
は
､
木
版
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

r鮪
版
画
｣
と
書
き
入
れ

て

い
る｡
タ
イ
ト
ル
の
下
に
怒
か
れ
た
文
字
は

r香
港
新
報
L?
給
刻
銘
版
全

曲
｣
(香
港
新
紬
局
が
制
作
し
た
銅
版
全
図
)と
い
う
も
の
だ
｡
市
港
と
い
え
ば
.

西
洋
人

が
住
み
､
彼
ら
の
版
画
は

r銅
版
画
｣
で
あ
る
と
い
う
人
々
の
坪
井

を
利
用
し
た
宣
伝
文
句
と
も
と
れ
る
｡

浦
仏
戦
争
当
時
の
西
洋
の
画
稚
'
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の

r絵
入
り
ロ
ン

ド
ン
二
t
rt-
ス
J
や
フ
ラ
ン
ス
の
画
報

r
イ
リ
Tl
ス
ト
ラ
シ
オ
ン
L
で
は
'

ま
だ
写
寅
の
挿
図
は
始
ま
っ
て
い
な
い
｡
挿
図
は
ほ
と
ん
ど
が
木
口
木
版
で

作
ら
れ
､
と
き
に
は
石
版
の
園
が
入
っ
た
｡
木
口
木
版
に
は
写
東
を
模
刻
し

た
･J
の
･J
あ
り
'
写
炎
よ
り
も
精
密
に
細
部
を
復
元
し
て
い
る
｡
木
口
木
版

は
柘
植
な
ど
の
硬
い
木
を
使
う
た
め
､
鉛
活
字
と

1
緒
に
し
て
印
刷
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
｡
木
口
木
版
は
銅
版
画
と
同
じ
彫
刻
刀
(ビ
ユ
ラ
ン
と
い
う
)

を
使
い
､
細
か
い
線
が
表
現
で
き
る
｡
線
の
強
弱
や
密
度
で
陰
影
や
立
体
感

が
出
る
.
刷
り
上
が
り
の
図
は
銅
版
画
に
酷
似
し
､
楽
人
に
は
ど
ち
ら
で
制

作
し
た
も
の
か
判
ら
な
い
｡
み
な
銅
版
画
と
居
っ
て
も
当
然
で
あ
る
｡

r越
南
捷
報
個
Jg
の
広
告
が
､

1
股
に
馴
染
み
の
な
い

r石
版
画
｣
の
名

称
を
使
わ
ず
に
､
知
名
度
の
あ
る

｢銅
版
画
｣
と
正
伝
し
た
の
は
こ
ん
な
理

由
か
ら
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
､
越
南
に
い
る
人
が
抽
い
た
と
い
う

r
越
南
淡
報
卸
)
は
ど
ん
な
図

で
あ
ろ
う
か
｡
g
l図
の
内
茶
を
見
て
い
こ
う
.

①

T劉
埋
骨
生
油
李
威
利

耶

L
匪

｣
(園
=
)

こ
の
画
は
.

1
八
八
三
年
五
月

十
九
日
(光
維
九
年
四
月
十
三
日
)

の
戦
闘
を

描
い
て
い
る
｡
劉
永
福
は
脳
決
定
を
率
い
て
北
ベ
ト
ナ
ム

･
ハ
ノ

イ
を
攻
軒
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し
､
占
領
し
て
い
た
仏
軍
を
蔽
っ
た
｡
さ
ら
に
ハ
ノ
イ
郊
外
の
紙
価
に
お
け

る
戦
附
で
､
仏
海
軍
大
佐
の
ア
ン
リ

･
リ
ダ
イ
エ
ー
ル
(中
国
清
爽
紀
は
李
威

刺
)を
戦
死
さ
せ
た

産
土

｡

こ
の
消
息
は
､

r
申
報
J
の
光
捧
九
年
五
月
E
]日
(六
月
八
日
)
の

T題
南

軍
報
)
で
第

L
報
が
伝
え
ら
れ
､
そ
の
後
も
詳
細
が
繰

り
返
し
掲
載
さ
れ
た
｡

劉
永
柘
は
こ
の
戦
闘
で
の
活
躍
が
グ
工
ン
朝
か
ら
評
価
さ
れ
､
三
宝
正
埋

骨
に
EG
格
し
た
｡
劉
永
福
と
森
旗
軍
は
そ
の
後
も
活
鎚
を
絞
け
､
こ
の
年
の

秋
l
清
朝
政
府
か
ら
は
仏
軍
と
の
戦
開
発
用
と
し
て
銀
十
万
両
が
与
え
ら
れ

た
｡

②

r彰
大
司
馬
督
師
防
連

第
二
Ⅷ
J
(周
望

彰
大
司
馬
は
彰
玉
城
〓
八
1
六
～
l
八
九
〇
)
の
こ
と
で
あ
る
｡
甘
国
帯
に

従
っ
て
､
湘
軍
水
師
で
活
躍
し
た
｡
太
平
天
国
の
平
定
に
功
が
あ
り
､
湘
軍

の
代
表
的
な
将
軍
の
一
人
で
あ
る
｡

1
八
八
三
年
に
兵
部
尚
書
に
な
り
'
仏

軍
が
ト
ン
キ
ン
進
攻
を
激
化
さ
せ
て
い
る
た
め
'
広
東
防
衛
を
命
ぜ
ら
れ
る
｡

大
司
馬
は
も
と
は
軍
親
を
隼
る
役
墳
名
で
､
清
代
に
は
兵
部
尚
書
の
別
称
で

あ
っ
た

(#
5
〉
｡

園
は
､
海
岸
地
帯
を
曹
伸
し
て
ま
わ
る
部
隊
の
行
列
を
描
い
て
い
る
｡
図

の
中
央
上
部
に
は
､

r攻
州
)
の
城
門
が
卑
見
る
｡
両
面
左
上
方
の
海
面
に

は
､
少
な
か
ら
ぬ
船
が
浮
か
ん
で
い
る
｡
攻
州
は
海
南
島
に
あ
り
､
壌
州
海

峡
に
面
し
て
い
る
｡
沖
に
見
え
る
山
並
み
は
対
岸
の
雷
州
半
島
だ
ろ
う
.

③

r五
姑
大
8+
仮
複
北
南

#
]こ
岨
)
(囚
R
)

化
ベ
ト
ナ
ム
の
北
事
(バ
ク
ニ
ン
)
に
向

か
っ
て
､
五
方
向
か
ら
筆
写
が
進

攻
L
J
北
中
城
門
外
で
仏
軍
と
白
兵
戦
を
済
じ
て
い
る
.

r生
肋
法
頭
tEE
｣

(仏
軍
の
将
を
生
け
捕
る
)､

｢法
兵
耗
二
千
地
雷
血
熊
｣
二
万
二
千
の
仏
兵
が

地
雷
の
浄
罪
で
死
亡
)t

r肉
博
相
戦
｣
(白
兵
戦
)
な
ど
の
文
字
が
書
き
込
ん

で
あ
る
｡

こ
れ
は
特
定
の
戦
闘
で
は
な
く
､

1
八
八
三
年
か
ら
繰
り
返
さ
れ
て
い
た

バ
ク
ニ
ン
の
攻
防
戦
を
描
い
た
と
も
い
え
る
が
､
こ
の
石
版
画
が
光
り
出
さ

れ
た
時
期
(
1
八
八
四
年
四
月
二
十
1
日
)を
考
え
る
と
､

一
八
八
四
年
三
月
八

日
(光
柿
十
年
二
月
)
に
消
解
が
大
反
鞍
に
出
て
'
バ
ク
二
ン
を
仏
軍
の
手
か

ら
候
復
し
た
こ
と
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.

④

r北
宙
水
鞍
大
雄

節
E
]凪
j
(EilE
)

北
寧
城
の
側
を
流
れ
る
有
良
江
で
の
戦
い
を
描
く
｡
港
で
の
戦
闘
の
よ
う

に
見
え
る
が
､
河
川
で
の
戦
い
で
あ
る
｡
画
面
中
央
上
に
は
北
牢
城
の
城
壁

が
見
え
､
そ
こ
か
ら
華
軍
が
繰
り
出
し
て
き
て
い
る
｡
河
岸
に
築
い
た
砲
台

か
ら
､
劉
軍
が
大
砲
や
銃
で
仏
軍
船
を
攻
撃
し
て
い
る
｡
い
ま
ま
さ
に
大
砲

が
命
中
し
て
､
仏
軍
船
が
沈
没
せ
ん
と
し
て
い
る
｡
右
手
の
大
き
な
仏
軍
船

に
は
劉
軍
兵
が
よ
じ
登
り
'
敵
に
侵
入
さ
れ
た
仏
兵
は
甲
板
を
逃
げ
ま
ど
っ

て
い
る
｡
逃
げ
場
を
失
っ
た
兵
は
川
に
墜
落
し
て
い
る
｡
左
手
に
は
華
策
の

船
団
を
描
き
J
船
に
は

｢劉
｣
印
の
族
が
立
つ
｡
甲
板
で
椅
子
に
座
っ
て
戦

闘
を
見
る
人
物
が
劉
永
福
で
あ
ろ
う
｡
笥
良
江
に
浮
か
ぶ
両
軍
の
車
船
は
'

帆
柱
が
高
い
大
型
の
茶
気
船
で
､
川
の
上
流
を
運
航
す
る
に
は
不
向
き
な
船

と
見
え
る
｡

富
良
江
は
､
ベ
ト
ナ
ム
北
都
最
大
の
川
'
紅
河
(ソ
/
コ
イ
川
)
の
吉
名
で

あ
る
｡
紅
河
は
'
雲
南
の
大
堺
に
甑
を
発
し
､
雷
雨
省
内
で
は
元
江
と
呼
ば

れ
る
｡
本
流
は
､
劉
永
福
が
根
拠
地
と
し
て
い
た
ラ
オ
カ
イ
(保
康
)
か
ら
ベ

ト
ナ
ム
に
流
れ
込
み
､
ハ
ノ
イ
の
北
西
方
向
か
ら
ハ
ノ
イ
に
入
り
､
ト
ン
キ
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ン
湾
に
注
ぐ
｡
し
か
し
'
バ
ク
ニ
ン
は
ハ
/
イ
の
北
東
方
向
に
位
置
し
､
紅

河
に
は
沿
っ
て
い
な
い
｡
紅
河
の
支
流
を

｢富
良
江
｣
と
し
て
い
る
の
か
､

別
の
河
川
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
｡

船
の
大
き
さ
や
河
の
名
な
ど
､
図
の
正
確
さ
は
疑
わ
し
い
｡

こ
の
戦
闘
を
特
定
で
き
る
文
字
は
記
入
さ
れ
て
い
な
い
が
'
第
三
国
と
同

様
に
､

1
八
八
e
]年
三
月
八
日
(光
緒
十
年
二
月
)
の
晴
軍
の
バ
ク
ニ
ン
恢
復

で
は
な
い
か
｡

F
越
南
捷
報
廟
JI
の
内
容
は
､
前
年
か
ら
再
び
激
し
く
な
っ
た
ベ
ト
ナ
ム

に
お
け
る
仏
軍
と
滑
軍
･
黒
旗
軍
の
戦
闘
団
が
三
点
と
､
広
東
の
防
衛
を
テ
ー

マ
に
し
た
も
の
が

l
点
で
あ
っ
た
｡
新
聞
広
告
は

rベ
ト
ナ
ム
に
い
る
絵
画

に
長
じ
た
友
人
が
描
い
た
｣
と
し
て
い
る
が
､
現
地
で
実
写
し
た
も
の
で
は

な
い
よ
う
だ
｡

半
月
後
に
出
る

F
鮎
石
好
走
報
Jl
は
'
全
て
の
周
に
画
家
の
署
名
が
あ
る

が
､

『
越
南
捷
報
廟
』
に
は
い
ず
れ
も
著
名
が
な
い
｡
し
か
し
､

r越
南
捷

報
施
し
は
J

r
鮎
石
膏
書
報
』
と
比
較
し
て
遜
色
な
く
､
駆
け
出
し
の
画
家

の
作
と
は
見
え
な
い
｡
ど
の
図
も
時
間
を
か
け
て
丁
寧
に
描
か
れ
､
む
し
ろ

こ
ち
ら
の
ほ
う
が
出
来
が
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
｡

旧
暦
二
月
上
旬
の
バ
ク
二
ン
恢
復
の
消
息
は
､
同
二
月
下
旬
に
は
上
海
の

人
々
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
.
バ
ク
ニ
ン
の
攻
防
は
前
年
か
ら
続
い
て
い

る
こ
と
で
あ
る
が
､

一
時
的
で
あ
る
に
せ
よ
､
バ
ク
ニ
ン
を
恢
復
し
た
二
月

の
勝
利
は
､
人
々
を
喜
ば
せ
た
｡
石
印

『
越
南
捷
報
園
』
の
第
三
国
(五
路

大
里
恢
復
北
宵
)､
第
g
]図
(北
常
水
唯
大
捷
報
)は
'
こ
の
最
新
の
勝
利
を
緒
い

た
の
で
あ
ろ
う
｡

第

一
回
は
前
年
の
戦
闘
で
あ
り
､
第
二
回
は
光
緒
九
年
以
降
の
こ
と
で
'

時
期
は
限
定
さ
れ
な
い
｡
第
三
'
四
図
は
二
月
の
戦
闘
を
抽
い
た
と
す
れ
ば
､

石
印

F
越
南
捷
報
圃
』
の
制
作
時
期
は
､
旧
暦
の
二
月
下
旬
以
降
､
発
売
ま

で
の
約
三
週
間
の
間
に
絞
ら
れ
る
.

『
越
両
津
報
㈲
』
は
､

『
鮎
石
軒
豊
報
』
の
よ
う
に
画
中
に
詞
否
き
は
な

い
が
'
鑑
賞
者
に
配
慮
し
て
､
図
の
中
に
説
明
の
文
字
を
書
き
込
ん
で
い
る
｡

当
時
'
民
間
版
画
工
房

･
両
店
が
制
作
し
た
戦
闘
時
事
版
画
の
多
く
は
'
み

な
こ
の
よ
う
に
説
明
の
文
字
を
入
れ
て
い
る
｡
こ
の
点
か
ら
､

『越
南
捷
報

囲
』
は
民
間
版
画
工
房
が
制
作
し
た
か
J
あ
る
い
は
彼
ら
の
助
言
を
受
け
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
が
､

r
越
雨
捷
朝
風
』
の
出
版
に
つ
い
て
は
､
別
に
考

察
す
る
(後
述
)｡

2

石
版
か
ら
木
版

へ
の
複
数

石
印
の

r越
南
捷
報
胤
』
と
同
じ
図
柄
で
､
彩
色
し
た
版
画
が
存
在
す
る
｡

同
じ
画
増
で
､
寸
法
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
､
す
べ
て
手
漉
き
紙
に
木
版
多

色
刷
(査
版
)
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
､
注
意
深
く
見
な
け
れ
ば
石
印

に
着
色
し
た
も
の
と
換
認
す
る
ほ
ど
精
密
に
石
印
の
線
を
笹

冗
し
て
い
る
｡

F越
南
捷
報
胤
』
は
､
石
印
も
木
版
も
､
僻
略
し
た
視
点
か
ら
広
角
の
視

野
で
描
き
'
繊
細
な
描
線
で
写
実
的
に
風
見
を
表
し
て
い
る
.
こ
れ
は
伝
統

的
な
民
間
版
画
の
画
法
に
は
な
か
っ
た
描
き
方
で
あ
る
｡
木
版
の

『越
南
捷

報
胤
Jl
が
先
に
制
作
さ
れ
た
可
能
性
は
小
さ
い
｡
石
印
の

F越
南
捷
報
圃
J)

を
も
と
に
木
版
が
複
吸
さ
れ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡

套
版
の

F
越
南
捷
確
固
』
(以
下

複
魁
重
版
と
い
う
)
の
般
版
は
､
有
印
の

F
越
雨
蛙
報
囲
』
(以
下
'
石
印
版
と
い
う
)
の
細
密
な
文
字
や
線
給
を
忠
実
に

再
現
し
て
い
る
.
画
面
の
寸
法
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
｡
こ
れ
は
石
版
の
図
を
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版
木
に
じ
か
に
舶
り
付
け
て
発
っ
た
(す
な
わ
ち
､
有
印
の
回
を
下
絵
に
し
た
)I

い
わ
ゆ
る

[
か
ぶ
せ
彫
り
｣
と
呼
ば
れ
る
方
法
で
複
繋
し
た
と
思
わ
れ
る
｡

社
史
蛮
版
は
､
忠
実
に
石
印
版
の
描
SE
を
な
ぞ
っ
て
い
る
と
は
い
え
､

木
版
多
色
別
と
し
て
の
工
夫
も
見
ら
れ
る
｡
例
え
ば
､
第
三
図
の
中
央
に

あ
る
松
は
､
松
美
が
少
な
い
｡
第
E
]団
の
船
の
帆
柱
は
､
石
印
で
は
SE
を

血
ね
て
E
FIく
見
せ
る
が
､
木
版
で
は
そ
の
漁
が
少
な
い
｡
松
葉
や
帆
柱
に

は
色
価
を
刷
る
の
で
､
愚
版
の
点
を
少
な
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

禎
製
套
版
の
回
が
.
石
印
版
と
あ
き
ら
か
に
異
な
る
個
所
は
､
回
の
周

り
を
囲
む
野
の
四
隅
で
あ
る
｡
有
印
版
の
罫
は
､
角
が
直
角
に
交
遊
し
て

い
る
だ
け
で
あ
る
が
'
複
i#
套
版
は
E
]隅
角
の
内
側
に
小
さ
な
四
角
を
作
っ

て
装
飾
し
て
い
る
｡

以
下
に
､
石
印
版
の
各
回
と
そ
れ
ぞ
れ
の
複
製
査
版
の
寸
法
を
比
較
し

た
｡
画
題
ご
と
に
､
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
写
本
部
義
人石
印
)､
イ
ル
ク
ー

ツ
ク
州
立
軽
術
博
物
館
蔵
(石
印
)'
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
版
面
都
農
(丑

版
)
の
順
に
並
べ
､
そ
れ
ぞ
れ
の
収
滋
番
号
'
版
面
の
大
き
さ
､
印
刷
法
を

示
し
た
.

r劉
提
督
生
抽
李
戚
利

第

1
EI
j

(13808よ

)
(226
×
3
10)

石
印
垂

一
色

(

イ
ル
ー
ム冨
5
)
(2
2
0
×
3
0
9
)

石
印
垂

一
色

(oe
173-

3
8
)
(2
2
5
x
3
09
)

木
版
多
色
別

r彰
大
司
馬
骨
師
防
過

第
二
恥
｣

(1380
8-
5)

(222
×
3
LO
)

石
印
墨

一
色

(oe
173I
LL4
)
(2
2
2
×
3
10
)

木
版
多
色
刷

※
本
国
は
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
州
立
並
術
仲
物
仲
に
は
所
載
が
な
い
.

r五
汚
大
軍
候
視
化
宵

第
三
肺
｣

()380
8-
4)
(228
X
3
13)

(イ
ル
ー
6
93)
(2
28
×
3
t
l)

(O
e
L73
-
3
9
)
(2
2
6
×
3
)
I)

r北
満

水
ii大
捷
軸

第
四
曲
｣

石
印
愚

一
色

石
印
愚

一
色

木
版
多
色
刷

(1380
8-
7)

(イ

ル
ー
6
96)

(O
e
173-
4
5
)

(22
7
×
3
1
1)

(2
2
5
X
3
10
)

(2
2
5
×
3
1
1)

石
印
墨

一
色

石
印
墨

一
色

木
版
多
色
別

版
面
の
寸
法
に
は
､
数
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
の
差
が
生
じ
て
い
る
｡
フ
ラ
ン

ス
燕
と
ロ
シ
ア
蔵
の
石
版
同
士
に
も
､
石
版
と
木
版
の
間
に
も
差
が
見
ら

れ
る
｡
こ
の
程
度
の
差
は
､
彫
版
や
印
刷
の
過
程
で
､
あ
る
い
は
蕪
打
ち

の
際
に
､
紙
の
伸
縮
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
.

以
上
の
石
印
版
は
す
べ
て
洋
紙
を
用
い
､
複
製
蛮
版
は
す
.へ
て
手
漉
き

紙
を
用
い
て
い
る
｡
使
用
し
た
紙
に
も
､
西
洋
印
刷
術
と
伝
統
印
刷
術
の

違
い
が
穀
れ
て
い
る
｡

複
製
套
版
は
ど
こ
の
両
店
が
制
作
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
.
い
っ
た

ん
世
に
出
た
版
画
は
'
そ
れ
を
複
数
す
る
の
は
経
で
も
自
由
で
あ
る
｡
現

在
で
い
う
と
こ
ろ
の
版
権
意
升
は
な
い
｡
発
売
元
は
も
と
よ
り
､
ど
こ
の

画
店
で
も
複
史
が
可
能
だ
｡
売
れ
行
き
が
良
さ
そ
う
な
Eg)は
争
っ
て
複
利
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さ
れ
た
｡

複
魁
査
版
の
他
に
も
石
印

r
越
南
捷
報
胤
J)
を
探
し
た
木
版
画
が
あ
る
｡

石
印
版
の

r劉
娘
骨
生
地
李
威
利

第

1
肝
｣
(底
=
)と
同
じ
面
河
で
､

構
図
が
相
似
し
て
い
る
木
版
画
の

r創
世
菅
生
功
李
威
利

｣
(回
翌

で
あ
る
｡

こ
れ
は
蛮
版
で
は
な
く
塾

L
色
で
あ
る
｡
本
国
は
複
製
丑
版
に

比
べ
て
画
面

が
大
き
い
｡
石
版
と
襟
史
書
版
の
寸
法
が
お
お
よ
そ
二
二
五
×
三

L
O
で
あ

る
の
に
対
し
て
､
図
25
は
､
四
七
g
]
×
五
九
六
で
あ
る
(水

位
は
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
)｡
縦
横
の
拡
大
比
率
は
若
干
異
な
る
が
'
全
体
と
し
て
約
二
倍
に
拡

大
し
て
い
る
｡

木
版
の

｢劉
提
督
生
旗
李
戚
利
｣
は
､
石
印
の
図
2-
が
表
現
す
る
堵
面
と

ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
､
石
印
よ
り
も
人
物
を
大
き
く
描
く
｡
風
景
と
の

均
衡
は
励
れ
た
が
､
戦
闘
の
中
に
い
る
臨
敏
感
が
増
し
た
｡
図
の
右
上
に
あ

る
劉
永
福
陣
営
を
拡
大
し
て
描
き
､
そ
こ
で
は
仏
兵
の
首
切
り
が
執
行
中
で

あ
る
｡
そ
ば
に

｢斬
首
法
軍
人
心
大
快
｣
(仏
軍
の
首
を
切
り
､
人
心
は
大
い

に
愉
快
で
あ
る
)
の
文
字
が
沓
き
込
ま
れ
て
い
る
｡

絵
と
し
て
の
ま
と
ま
り
は
石
印
(回
=
)
の
ほ
う
が
あ
る
｡
木
版
画
(国
璽

は
民
間
版
面
の
画
法
に
従
い
､
構
図
が
平
面
的
で
現
明
的
な
描
写
で
あ
る
が
､

庶
民
の

r見
た
い
も
の
L
I

r嬉
し
い
も
の
)
が
強
R
し
て
描
か
れ
て
い
る
｡

図
25
は
寸
法
か
ら
雷
っ
て
も

rか
ぶ
せ
彩
り
)
で
は
な
く
､
石
印
版
あ
る
い

は
複
製
套
版
の
屈
を
模
写
･
模
倣
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

3

r
越
q
:捷
確
固
｣
の
発
党
に
つ
い
て

F.越
南
捷
報
過
し
は
石
版
印
刷
で
制
作
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
木
版

印
刷
で
制
作
さ
れ
て
き
た
戦
闘
時
布
版
画
に
と
っ
て
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ

た
｡

r
中
和
)
紙
上
に
お
け
る
民
間
版
画
の
発
売
広
告
は
､
そ
の
前
後
に
例

が
な
く
極
め
て
特
異
で
あ
る
｡
同
じ
石
版
印
刷
の

r
那
石
膏
壷
報
J
が
発
刊

さ
れ
る
半
月
前
に
.

r
越
南
淡
軸
闇
』
は
発
Tt.g
さ
れ
た
.
以
上
の
こ
と
か
ら

r越
崩
仕
組
胤
)
の
制
作

･
発
売
に
は
検
討
す
べ
き
も
の
が
あ
り
'
そ
の
制

作
と
威
光
の
ね
ら
い
を
考
え
て
み
た
い
｡

(I
)

店
名
と
画
家
に
つ
い
て

前
述
し
た
よ
う
に
'
販
売
時
の
袋
(図
_
)
に
は
住
所
の
紀
磯
が
あ
る
の
み

で
､
取
扱
店
名
あ
る
い
は
発
行
店
の
名
が
な
く
､
新
聞
広
告
に
あ
っ
た

r瀬

林
記
｣
の
文
字
も
な
い
｡
同
時
期
の
暇
附
時
事
版
画
に
は
発
売
元
'
卸
元
な

ど
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
が

そ
れ
ら
は
み
な

r上
海
×
×
の
0
0
)
と
､

場
所
と
店
名
を
明
記
し
て
い
る
｡

F
申
報
』
の
広
告
は
販
売

所
の
場
所
を

r福
卑
里
の
六
軒
目
の
家
｣
と
告
示
し
､
袋
の
住
所
も
同
所
で
あ
る
が
､
袋

に
店
名
が
な
い
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
｡
こ
の

r福
寧
里
の
六
軒
日
l

は
常
に
店
が
あ
る
の
で
は
な
く
､
由
時
の
店
か
､
小
さ
な
印
刷
所
か
､
ま
た

は
個
人
の
家
あ
る
い
は
画
と
は
無
関
係
の
店
舗
に
委
託
販
売
し
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

前
述
し
た
こ
と
で
あ
る
が
､
版
iL<
す
る
堆
所
が
淡
口
縮
周
辺
と
い
う
点
に

注
意
し
て
お
き
た
い
｡
桁
甫
3
か
ら
狭
口
汚
に
出
て
東
に
向
か
う
と
､
望
平

街
(現
･
山
東
中
路
)
と
の
交
差
告
に
中
軸
館
が
あ
っ
た

(荘
･.)
.
五
百
メ
ー

ト
ル

ほ
ど
の
距
離
で
あ
る
｡

r
越
南
は
報
卸
し
は
四
囲
と
も
に
同

1
の
軒
数
で
細
く
丁
串
に
描
か
れ
'

技
編
は

r
鮎
石
斎
五
経
』
の
軌
家
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
商
い
｡
こ
の
よ
う
に
高
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水
準
の
画
家
で
あ
り
な
が
ら
､
E
]団
と
も
に
署
名
が
な
い
｡

q.鮎
石
菅

生
報
』
に
は
毎
図
に
画
家
の
書
名
が
あ
る
の
に
何
故
で
あ
ろ
う
か
｡

『
鮎
石
野
怒
報
』
創
刊
以
後
､
呉
友
知
と
彼
の
1
門
の
西
洋
画
の
写

実
を
取
り
入
れ
た
画
風
が

i
世
を
風
解
し
た
と
い
う
の
が
､
中
国
近
代

美
術
史
の
定
説
で
あ
る
よ
う
に
､
呉
友
知
の
よ
う
な
画
風
は
そ
れ
以
前

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

『
越
南
捷
報
薗
JI
の
画
風
は
､

『
鮎
石
欝
悪
報
』
を
描
い
た
呉
友
加

と
彼
の
周
辺
の
画
家
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
｡
も
っ
と
直
裁
に
い
え

ば
､
呉
友
知
の
個
性
が
強
く
に
じ
み
出
て
お
り
'
こ
の
時
期
に
呉
友
如

風
の
画
を
描
く
画
家
は
'
呉
友
如
本
人
以
外
に
は
考
え
に
く
い
｡
呉
友

知
の
作
と
吾
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

『
中
軸
』
の
広
告
で
は

｢在
越
肪
事
人
｣
が
描
い
た
戦
闘
図
と
宣
伝

し
た
た
め
'
上
海
在
住
の
画
家
の
名
を
入
れ
る
と
軌
酷
が
発
生
す
る
｡

ま
た
､
後
で
考
桑
す
る
が
J

『
越
南
捷
報
肺
』
は
市
場
調
査
の
た
め
の

試
作
品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
､
画
家
の
署
名
も
せ
ず
'
両
店
の

名
も
入
れ
ず
､
い
わ
ば
額
面
で
発
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
.

(2
)

申
伸
餅
と
民
間
版
画
の
関
係

ま
ず
､
新
聞

『
申
報
』
と
民
間
版
画
の
最
初
の
接
触
を
み
て
お
き
た

F
中
軸
』
を
発
行
し
た
申
報
館
の
傘
下
に
は
ー
申
昌
春
用
､
点
石
斎

石

印
書
局
'
図
書
集
成
鉛
印
書
局
な
ど
が
あ
っ
た
.
申
員
宰
局
は
'
鉛

活
字
で
脊
熊
を
印
刷
出
版
し
､
点
石
青
石
印
番
局
は
､
画
集
や
挿
絵
本

な
ど
を
石
版
印
刷
し
た
｡
石
版
印
刷
は
J
写
真
技
術
を
応
用
し
た
縮
小

印
刷
が
可
棺
で
､
手
巻
き
の
原
稿
や
稀
親
木
'
辞
書
な
ど
の
複
製
に
適
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し
て
い
た
.

占
…
石
青
石
印
書
局
は
'
科
挙
の
訳
験
に
必
甫
晶
で
あ
る
音
符
を

小
型
に
し
て
大

魚
に
発
行
し
た
｡

r
鮎
石
背
竜
q
iJ
の
細
か
い
描
写
は
'
原

画
を
縮
写
印
刷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
で
あ
る

人旺
7
)
｡

一
八
六
〇
年
以
降
､
蘇
州
か
ら
上
海
に
移
動
し
た
民
間
版
画
の
制
作
者
た

ち
は
､
光
緒
年
間
に
な
る
と
'
西
洋
趣
味
が
加
味
さ
れ
て
､
洗
練
さ
れ
た
優

雅
な
弄
凶
気
を
持
つ
上
海
特
有
の
版
画
を
作
っ
て
い
た
｡
彼
ら
の
多
く
は
'

上
海
の
旧
城
内
に
あ
る
城
陸
柵
と
棟
閲
の
そ
ば
の
繁
華
街
'
旧
佼
塘
路
な
ど

に
店
を
捕
え
て
い
た
｡

光
祐
十
年
(
1
八
八
jZ])
の

r
申
報
し
新
年
号
は
ー
第

1
面
に
吉
祥
面
を
掲

げ
た
.
ち
な
み
に
前
年
の
新
年
号
は
､
岸
賀
の
文
字
だ
け
で
あ
る
｡
ま
た
t

r
出
石
甘
N
報
J
発
行
以
後
の
光
緒
十

丁
年
新
年
号
(正
月
六
日
)
は
呉
友
如

の
絵
で
t

r人
事
年
監
｣
の
画
題
と

r申
報
船
群
賀
薪
繕
｣
な
ど
の
文
字
が

入
っ
て
い
る
｡

r
中
津
))
の
実
物
は
未
見
の
た
め
'
こ
れ
自
体
が
石
版
印
刷

な
の
か
､
石
印
を
凸
版
に
し
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に

も
呉
友
加
の
人
気
が
忠
ば
れ
る
｡

光
緒
十
年
の

r
申
報
J
新
年
第

l
ぢ
は
､
旧
正
月
六
日
(
1
八
八
凶
年
二
月

二
(a
)
の
発
行
で
あ
る
(包
ie;)｡
苅

一
両
全
面
を
使
っ
て
'
新
年
の
挨
拶
と
し

て

r中
線
館
拝
賀
新
再

｣

の
文
字
と
団
を
掲
徹
し
た
｡
図
は

r佐
官

･
錬
財
J

の
女
子
と
王
子
を
措
き
､
新
し
い
年
に
出
世
し
､
財
が
富
む
こ
と
を
祝
す
.

こ
の
図
柄
は
'
新
年
を
寿
ぐ
年
商
(室
内
の
装
飾
画
)
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の

だ
｡
団
は
柔
ら
か
い
枯
淡
で
摩
雅
で
あ
る
o
画
家
名
は
な
い
が
､
洗
練
さ
れ

た
見
格
は
上
海
や
蔀
州
の
民
間
版
画
に
近
い
.
こ
の

｢陛
官
硬
財
EilJ
は
､

r申
報
JI
紙
上
に
最
初
に
萱
娃
し
た
民
間
版
画
風
の
画
で
あ
り
､
中
級
館
あ

る
い
は
柾
営
者
の
メ
イ
ジ
ャ
ー
と
民
間
版
画
制
作
者
と
が
､
当
時
す
で
に
な

ん
ら
か
の
採
他
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
物
狩
っ
て
い
る
｡

光
柿
十
年
の
春
は
､
ベ
ト
ナ
ム
で
の
清
仏
の
祈
突
が
救
し
く
な
る
と
と
も

に
､

r
申
報
JI
の
ベ
ト
ナ
ム
報
道
も
跡
繁
に
な
っ
て
い
た
｡
民
間
版
面
工
房

の
経
営
者
は
､
社
会
の
関
心
の
高
ま
り
に
呼
応
し
て
ベ
ト
ナ
ム
で
の
戦
節
回

(水
版
面
)
を
続
々
と
発
売
し
た
｡
説
明
文
字
が
入
っ
た

一
枚
刷
り
の
図
で
'

本
詮
で
い
う
と
こ
ろ
の
戦
闘
時
事
版
画
で
あ
る
.

木
版
の
戦
闘
時
事
版
画
は
t

r
鮎
石
廿
皇
帝
J
創
刊
以
前
に
数
多
く
発
行

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
等
鯨
版
面
部
が
収
叢
す
る

(o
e
L73)
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
例
に
と
る
と
､

f.知
石
女
空
報
J
創
刊
以
前

の
発
行
時
期
が
明
紀
さ
れ
て
い
る
も
の
が
'
全
g
]十
八
点
中
十

1
点
あ
る
｡

以
下
に
､

r面
溜
)
､

(収
蔵
番
号
)
､
版
画
に
番
か
れ
た
年
月

･
季
節
を

示
す
人月
鵬
に
並
べ
､

r赤
｣
の
み
表
記
の
も
の
は
後
ろ
に
足
し
た
).

｢劉

提
督
北
宰
大
破
法
師
全
降
し

(O
c
173-
6
)
甲
中
春

正月

｢北
牢
太
原
全
勝
牌
｣

(Oe
173-
〓
)
甲
申
仲
春

[恢
復
北
申
)

(O
e
173-
13〉
光

緒

甲
申
二
月

r劉
埋
骨
克
復
水
取
得
勝
全
固
j

(O
e
173-
15)
光
結
甲
申
二
月

r劉
畢
克
復
北
宰
相
勝
園
｣

〈Oe
173-
7)
光
紘
十
年
三
月

r克
復
北
年
金
乱
J

(O
e
173-
め
)
光
紙
甲
中
之
春
三
月

r劉
箪
大
破
法
園
水
師
全
囲
｣

〈Oc
17
31
28
)
光
排
甲
中
春
三
月

r夜
克
北
牢
)

(O
e
1731
ZO)
光
祐
茶
番

r紅
河
全
捷
｣

(o
c
17
3-
29)
光
緒
甲
申
暮
春

r劉
堤
骨
鋸
守
北
宰

㈲
｣

(Oe
173-
12〉
光
緒
甲
中
之
春

r北
中
大
捷
｣

(o
e
173-
16)
光
結
甲
申
之
春
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r
鮎
石
甘
壬
報
J
の
創
刊
号
で
メ
イ
ジ
ャ
ー
が
宮
う
､

T巷
に
は
戦
闘

を
播
い
た
版
Ti
が
売
り
出
さ
れ
'
人
々
は
こ
れ
を
求
め
て
き
ま
ま
に
故
姶

風
発
し
て
い
る
｣
と
は
'
こ
の
よ
う
な
情
況
を
括
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
.

メ
イ
ジ
ヤ
I
は

1
八
七
七
年
に
､
外
国
誌
の
図
を
転
戦
し
た

r
去
浪
壬

報
｣
を
出
版
し
た
が
､
失
敗
し
て
い
る
.

r西
洋
人
が
措
い
た
挿
絵
が
中

国
人
の
好
み
に
合
わ
な
か
っ
た
た
め
｣
と
総
括
し
て

r中
国
人
好
み
の
軒
l

を
研
究
し
た
よ
う
だ
｡
中
国
絵
画
と
西
洋
絵
画
の
画
法
の
違
い
に
気
づ
き
､

こ
の
括
d
は

r
鮎
石
甘
立
報
JL
創
刊
の
挨
拶
で
開
陳
し
て
い
る

へ正
.
)
｡

中
国
人
に
は
中
国
の
画
法
で
描
い
た
も
の
が

1
番
理
解
さ
れ
る
と
知
っ

た
メ
イ
ジ
ャ
ー
は
､
当
然
､
大
衆
に
人
気
が
あ
る
民
間
版
面
を
注
目
し
た

で
あ
ろ
う
｡
遅
く
と
も
光
緒
九
年
二

八
八
三
)
の
冬
に
は
'
メ
イ
ジ
ヤ
I
は

民
間
版
面
の
制
作
者
に
接
近
し
､
光
緒
十
年
の
新
年
号
の
祝
賀
図
を
依
較

す
る
間
柄
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

(3
)

r
虐
南
捷
雑
菌
JI
の
役
割

石
印
の

r
戚
南
捷
報
Biu

は
､

r
鮎
石
群
立
報
JI
を
発
行
す
る
前
の
市

場
FE
重
用
と
し
て
､
メ
イ
ジ
ャ
ー
あ
る
い
は
中
軸
館
が
試
作

･
駅
東
し
た

も
の
だ
と
考
え
る
｡
以
下
は
そ

の
経
経
を
推
測
し
た
も
の
で
あ
る
.

1
八
八
三
年
'
フ
ラ
ン
ス
軍
は
越
繭
北
部
の
内
陸
部

へ
捜
攻
を
再
開
し

た
｡

r申
報
』
紙
上
の
ベ
ト
ナ
ム
関
係
ニ
ュ
ー
ス
も
数
を
増
し
､
人
々
の

関
心
事
と
な
っ
て
い
っ
た
｡
同
年
五
月
､
フ
ラ
ン
ス
の
海
軍
大
佐
リ
ゲ
イ

エ
ー
ル
が
ト
ン
キ
ン
地
方
で
戦
死
し
た
ニ
ュ
ー
ス
は
読
者
を
首
ば
せ
た
.

メ
イ
ジ
ャ
ー
は
再
び
画
報
を
発
刊
す
る
好
機
と
判
断
し
た
が

F.去
池
を

報
』
の
失
敗
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
､
国
は
中
国
人
の
画
家
I
I
民
間

破
面
の
面
師
に
描
か
せ
よ
う
と
ー
彼
ら
に
接
近
し
た
｡

年
が
明
け
る
と
越
南
で
の
搬
関
は
さ
ら
に
救
化
し
､
民
関
で
は
こ
れ
を

描
い
た
戦
闘
時
事
版
画
が
大
兄
に
出
廻
っ
た
｡
こ
れ
ら
は
木
版
画
で
あ
る

が
､
こ
れ
か
ら
出
版
す
る
画
報
は
石
版
印
刷
に
し
た
い
｡
す
で
に
石
印
の

工
場
が
傘
下
に
あ
り
'
石
印
本
を
出
版
し
て
い
る
｡
石
印
な
ら
製
版
に
時

間
が
か
か
ら
な
い
の
で
､
迅
速
に
ニ
ュ
ー
ス
を
掲
載
で
き
る
｡
し
か
し
石
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版
画
は
1
般
に
は
な
じ
み
が
薄
い
点
が
心
配
で
あ
る
.

文
字
の
み
の
新
聞

r
申
報
J
を
補
う
も
の
と
し
て
画
報
を
発
行
す
る
の
で

あ
る
か
ら
'
画
は
西
洋
の
画
報
が
載
せ
る
国
の
よ
う
に
､
そ
の
現
坊
を
写
し

取
っ
た
写
鼓
の
よ
う
に
し
た
い
.
民
間
版
画
の
面
師
に
こ
の
新
し
い
画
法
を

指
示
し
た
｡
し
か
し
､
西
洋
画
の
写
実
を
加
味
し
た
絵
柄
に
､
洗
者
は
拒
絶

反
応
を
起
こ
さ
な
い
か
｡

班
石
の
反
応
を
見
'
光
れ
行
き
の
程
度
を
計
っ
て
､

r
鮎
石
菅
立
報
)
刺

刊
前
に
発
行
免
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
を
得
る

た
め
に
'
メ
イ
ジ
ャ
ー
は
民
榊
版
面
の
両
師
に
戦
Ei
図
-

r堪
雨
蛙
搾
淋
し

を
描
か
せ
､
石
版
印
刷
で
拭
作
し
て
､
市
*
調
査
を

企
画
し
た
.

『
出
石
有
蓋
報
J
は
､

r
申
報
J
の
配
達
人
が
持
ち
歩
い
て
廉
売
す
る
方

法
と
､
中
経
館
が
鼓
嘗
す
る
書
店
で
販
売
す
る
方
法
を
と
っ
た
の
で
あ
る
が
'

購
入
を
確
実
に
期
待
で
き
る
の
は

r申
報
Jl
の
購
読
者
で
あ
る
｡

r
申
朝
一

の
醗
者
が
ど
う
反
応
す
る
か
を
ま
ず
知
る
必
要
が
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
彼
ら
を

対
穀
と
し
て

f.申
報
L
に

r
越
南
捷
報
卸
し
発
売
の
広
告
を
出
し
た
｡

r
申
組
し
の

rSEJ南
捷
報
｣
広
告
で
､

r西
洋
人
に
a
E板
に
彩
ら
せ
た
｣

と
暫
い
た
の
は
､
西
洋
の
印
刷
と
し
て
知
名
度
が
あ
る
の
は
解
版
両
だ
か
ら

で
あ
ろ
う
.
さ
ら
に
出
来
上
が
り
の
石
印
の
回
は
.
頼
版
面
の
よ
う
に
細
か

い
描
写
で
あ
る
し
､
解
版
と
い
え
ば
高
級
感
を
与
え
る
こ
と
も
計
算
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
｡

す
で
に
有
名
な
新
聞
杜
と
し
て
地
位
を
確
立
し
た
申
報
館
で
あ
る
か
ら
､

万
が

1
失
敗
し
た
ば
あ
い
の
方
策
も
許
じ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
出
来
れ

ば
巾
報
仰
の
名
を
ふ
せ
て
制
作

･
拭
姫
す
る
の
が
望
ま
し
い
｡
そ
れ
ゆ
え
に

中
軸
館
は
自
ら
の
店
を
持
っ
て
い
な
が
ら
､

r三
馬
稀
の
西
福
辛
里
の
六
軒

日
｣
を

F
越
南
淡
報
凪
』
の
版
元
所
と
し
､
賑
発
し
た
猿
に
も
店
名
を
印
刷

し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
｡

r
届
南
雄
和
園
』
は
'
時
の
関
心
林
を
共
に
迫
る
描
写
と
躍
動
感
あ
る
線

で
描
き
､
メ
イ
ジ
ャ
ー
の
も
く
ろ
み
ど
お
り
に
人
々
の
心
を
捉
え
た
｡
光
り

出
さ
れ
た
石
版
画
雑
は
た
ち
ま
ち
複
処
さ
れ
'
木
版
多
色
別
や
､
模
倣

･
拡

大
し
た
戦
闘
団
(木
版
)が
作
ら
れ
た
｡

r越
南
淡
報
園

｣
が
正
伝
文
句
に
反
し
て
石
版
印
刷
で
あ
っ
た
こ
と
や
図

に
画
家
の
署
名
が
な
い
こ
と
､
発
行
者
(画
店
)
の
名
前
が
な
い
こ
と
な
ど
は
､

見
る
側
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
っ
た
｡

メ
イ
ジ
ャ
ー
は

T
越
南
捷
報
圃
』
の
売
れ
行
き
を
見
て
'
石
版
画
が
'
そ

し
て
民
間
版
画
師
に
よ
る
西
洋
風
の
写
実
的
な
描
写
が
大
衆
に
受
け
入
れ
ら

れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
｡

F
鮎
石
膏
毛
細
』
も
同
様
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と

自
信
を
持
ち
'
発
行
先
の
目
安
も
掴
む
こ
と
が
で
き
た
｡

以
上
の
よ
う
な
こ
と
が

r越
南
捷
報
曲
』
を
制
作

･
販
売
し
た
桂
熊
と
思

わ
れ
る
｡

石
印

r
越
雨
捷
稚
過
し
は
､
洞
野
者
の
噂
好
を
は
か
る
試
作

･
箭
板
晶
で

あ
り
'
現
在
で
た
と
え
れ
ば
市
樹
の
動
向
を
見
る
ア
ン
テ
ナ
シ
n
ツ
プ
の
試

作
品
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
臨
時
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
れ
ば
､
販

売
所
の
店
名
が
な
く
任
所
孝
耶
だ
け
と
い
う
の
も
餅
け
る
.
広
告
に
あ
っ
た

r顧
容
紀
｣
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
が
､
実
在
し
た
と
し
て
も
や
は
り
払

時
の
発
光
元
に
す
ぎ
ず
ー
炎
府
は
中
経
醗
あ
る
い
は
そ
の
傘
下
の
沓
局
が
制

作

･
発
行
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

(4
)
r
ia
石
膏
玉
髄
し
発
行
前
の
呉
友
如
の
戦
闘
時
事
版
画
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光
約
十
年
の
群
に
制
作
さ
れ
た
搬
闘
時
事
版
画
で
､
特
に
注
目
し
た
い

の
は
､

(O
e
173-
2
8)
の

｢劉
耶
大
破
法
閲
水
師
全
胤
｣
で
あ
る
(図
27
)｡

画
題
の
左
側

に
｢光
純
甲
申
春
二
月
炎
如
｣
と
省
き
､

r呉
猷
印
章
｣
と

い
う
白
文
の
落
款
が
あ
る
(友
如
は
牢
､
呉
断
は
名
)｡
こ
の
園
は
呉
友
如
の

作
で
あ
る
｡

菱

一
色
刷
の
木
版
画
で
あ
る
が
'
石
印
の

『
鮎
石
野
査
博
』
で
み
せ
る

細
由
で
躍
動
感
の
あ
る
描
写
が
こ
こ
に
は
あ
る
｡
ま
た
､
画
両
の
中
に
は

い
く
つ
か
の
物
語
が
展
開
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
民
間
版
画
の
伝
統
的
な
表

現
形
式
で
あ
り
､
得
勝
図
の

r全
景
式
｣
の
流
れ
で
も
あ
る
c
L
か
し

『
鮎
石
軒
社
報
』
の
図
に
な
る
と
こ
の
形
式
は
使
わ
れ
ず
'
横
影
し
た
写

其
の
よ
う
に
一
図
に
は

l
場
面
の
み
が
描
か
れ
る
o

r劉
軍
大
破
法
闇
水
師
全
鳳
｣
の
両
面
の
枠
線
外
に
は

｢越
南
罷
報
館

印
｣
の
文
字
が
あ
り
(図
g3).
あ
た
か
も
ベ
ト
ナ
ム
の
電
報
館
が
印
刷
刊
行

し
た
よ
う
な
表
記
で
あ
る
｡
し
か
し
､
同
じ
枠
外
に

r文
他
藩
(管
)｣
と
い

う
上
海
の
民
間
版
画
店
の
名
前
と
押
印
が
あ
る
(Eg
翌
｡
実
際
に
は
上
海
の

文
儀
背
が
制
作
し
た
戦
闘
時
事
版
画
に
､
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
速
報
を
強
調

す
る
た
め
に

r越
南
屯
報
館
｣
と
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
｡

r
鮎
石
碧
空
報
』
は
旧
暦
四
月
の
創
刊
で
あ
る
か
ら
､
図
27
は
そ
れ
よ

り
約

l
か
月
前
の
制
作
で
あ
る
｡
こ
れ
は
ち
よ
う
と
石
印

r越
南
捷
報
囲
』

の
制
作
畔
悌
時
期
と
重
な
る
｡

二
〇
〇
二
年
に
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
州
立
軽
術
博
物
鮎
に
お
い
て
'
こ
の

は
､
こ
の
図
を
見
た
メ
イ
ノ
ヤ
ー
が
呉
友
知
を

F
鮎
石
野
空
報
』
の
iii寒

に
抜
擢
し
た
と
推
定
し
た

(旺
9
)
｡
し
か
し
､
石
印

r
越
南
捷
報
麻
』
の
存

在
と
そ
の
広
告
文
が
あ
き
ち
か

に

な
っ
た
現
在
は
､
こ
の
推
論
は
修
正
す

る
必
要
が
あ
る
｡

前
述
し
た
よ
う
に
石
印
版
画
集

『
越
南
比
和
圃
』
は
､
呉
炎
如
の
個
性

を
強
く
匂
わ
せ
て
お
り
､
彼
の
画
と
し
て
聞
達
い
な
い
だ
ろ
う
｡
呉
友
如

の
描
画
と
し
て
推
考
を
進
め
て
い
き
た
い
.

｢劉
器
大
破
法
国
水
師
全
胤
｣
は
､
石
和

『
越
南
捷
報
Egu

の
発
売
と

前
後
し
て
'
あ
る
い
は
発
売
準
備
中
に
制
作
さ
れ
て
い
る
｡
本
図
の
細
か

い
描
写
と
躍
動
感
溢
れ
る
筆
致
は
t

r
越
南
捷
報
圃
))
の
画
風
と
酷
似
し

て
い
る
.
そ
の
描
線
は
石
版
印
刷
か
と
思
わ
せ
る
が
､
実
見
に
よ
れ
ば
大

版
画
で
あ
る
｡
画
の
T
法
は
二
八
八
×
五

一
三
ミ
リ
メ
-
ト
ル
と
'
石
印

『
越
南
捷
雑
園
』
の
図
よ
り
も
大
き
い
.

r劉
軍
大
破
法
国
水
師
全
胤
｣
と

r
越
甫
捷
韓
園
』
の
制
作
日
時
は
ほ

ぼ
同
時
で
､
こ
の
と
き
呉
友
如
は

F
鮎
石
碧
空
報
』
の
主
菜
と
し
て
創
刊

の
準
備
作
業
を
進
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
.
そ
れ
な
の
に
何
故
､

｢劉
軍
大

破
法
園
水
帥
全
風
｣
の
よ
う
な
木
版
画
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
b
三

つ
の
可
脂
性
を
考
え
た
｡

①

F.越
南
捷
報
闇
』
の
草
稿
の
中
か
ら
､
不
要
に
な
っ
た
も
の
が
流
出

し
た
｡
あ
る
い
は
売
却
さ
れ
た
｡

②

申
報
鯨
が
､
E.t
友
如
の
画
の
受
容
の
可
能
性
を
見
る
た
め
に
'
文
催

軒
に
委
託
し
て
'
石
印
よ
り
先
に
ま
ず
読
者
に
な
じ
み
の
あ
る
木

版
印
刷
で
試
作
し
た
｡

③

r
越
南
捷
報
囲
』
以
外
に
も
同
様
の
石
印
の
戦
闘
時
事
版
画
が
あ
り
､

そ
れ
か
ら
木
版
に
複
製
さ
れ
た
｡
あ
る
い
は
拡
大
模
写
し
て
木
版

に
さ
れ
た
.

(参
腕

木
節

T2

石
版
か
ら
木
版
へ
の
複
製
｣
)
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①
の
可
僅
性
が
も
っ
と
も
tE
い
と
思
え
る
が
､
憤
誼
を
期
し
た
メ
イ
ジ
ャ
ー

が
②
を
訳
み
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
｡
③
の
仮
説
は
､
元
に
な
っ
た
石
版

画
が
出
現
し
た
と
き
明
か
に
な
る
だ
ろ
う
｡

(5
)
ま
と
め

石
印
r
越
南
捷
韓
卸
し
の
発
行
前
後
と

『
ifE石
析
正
確
Jl
の
創
刊
ま
で
杏

簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

光
緒
九
年
二
八
八
三
V

E
]月
十
三
日
(五
月
十
九
日
)

リ
グ
イ
エ
ー
ル
将
器
'
ベ
ト
ナ
ム
･

ト
ン
キ
ン
地
方
の
紙
価
で
戦
死
｡

光
括
十
年
〓
八
八

凶
)

正
月
六
日
八二
月
二
日
)

r
申
捜
し
新
年
号
が

r申
報
館
拝
賀
新

汚
し
に
民
間
版
画
を
使
う
｡

二
月
十
1
日
(三
月
八
日
)

ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
清
軍
が
大
挙
し
て

進
攻
を

脱

胎
し
､
バ
ク
ニ
ン
を
恢
復
し
た
.

正
月
か
ら
三
月
ま
で

ベ
ト
ナ
ム
の
戦
闘
を
描
い
た
民
間
版
両

が
多
数
制
作
さ
れ
る
｡

三
月
･

呉
友
知
の
戦
闘
時
事
版
画
が
制
作
販
売
さ
れ
る
｡
石
印

の

r越
南
捷
報
圃
』
が
制
作
中
｡

三
月
二
十

1
日
(E
)月
二
十
一
日
)

F申
報
』
に

『越
南
捷
報
園
｣

発
売
の
広

告
を掲
救
｡

四
月
十
四
日
八五
月
八
日
)

r
町
石
膏
盃
報
し
創
刊
｡

フ
ラ
ン
ス
倒
立
鼠
杏
縦
写
本
部
門
に
お
い
て
.
石
印
の
版
画
集

r
越
南
棟

戟
)
を
完
全
な
形
で
雅
兄
し
､

r
中
朝
JI
の
戦
闘
時
事
版
画
の
光
り
出
し
広

告
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
こ
と
で
､
推
測
で
き
た
こ
と
を
再
び
鼓
埋
し
て
お
き

た
い
｡

メ
イ
ジ
ヤ
I
は
､
清
仏
戦
争

へ
の
社
会
の
関
心
の
高
ま
り
を
'
画
報

(
r
出
石
好
意
報
J二
を
出
版
す
る
好
機
と
判
断
し
て
､
快
重
に
出
版
の
準
備

を
し
た
｡
光
緒
九
年

の
遅
く
と
も
秋
に
は
'
庶
民
に
大
き
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
を

持
つ
民
間
版
画
の
制
作
者

へ
の
接
近
を
始
め
た
｡

石
印

r
鮎
石
野
主
軸
JI
を
出
す
前
に
'
ま
す
釈
作
の
石
版
画
集

r
題
雨
蛙

報
)
を
作
っ
た
が
､
こ
の
刊
行
に
は
二
つ
の
突
験
的
な
企
図
が
込
め
ら
れ
て

い
た
｡
第

一
に
は
､
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
中
国
人
の
民
間
版
画
の

面
師
を
使
い
､
鼓
に
西
洋
風
の
写
実
的
な
図
を
描
か
せ
る
こ
と
｡
第
二
は
t

l
股
に
は
い
ま
だ
馴
染
み
が
な
い
石
版
印
刷
を
蚊
う
こ
と
で
あ
る
｡
石
印
は
､

木
版
印
刷
や
銅
版
よ
り
も
製
版
時
間
が
大
幅
に
短
編
で
き
､
ニ
rI
-
ス
が
迅

速
に
伝
え
ら
れ
る
.
す
で
に
上
海
で
は
宰
挿
額
が
石
印
で
種
々
発
行
さ
れ
'

石
版
印
刷
絵
を
使
う
の
が

一
番
経
済
的
で
も
あ
っ
た
｡
し
か
し
木
版
の
民
間

版
画
に
農
し
ん
で
い
る
庶
民
に
石
版
の
戦
闘
時
事
版
画
は
､
ど
う
受
け
入
れ

ら
れ
る
か
の
観
測
気
球
の
打
ち
上
げ
が
必
要
と
な
っ
た
｡
そ
こ
で
拭
作
品

r越
南
淡
報
｣
が
制
作

･
発
売
さ
れ
た
｡

結
果
は
､

r越
南
捷
報
JI
は
複
製
品
が
出
る
ほ
ど
庶
民
に
歓
迎
さ
れ
た
｡

写
実
的
な
画
風
も
石
版
印
刷
も
､
西
洋
の
･D
の
と
し
て
新
鮮
な
眼
差
し
で
受

け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
見
て
メ
イ
ジ
ヤ
I
は

r
粘
石
蓉
吏
報
』

の
創
刊
に
踏
み
切
っ
た
｡
そ
の
結
果
も
大
成
功
で
あ
っ
た
｡
旧
暦
の
g
]月
十

g
]日
に
売
り
出
し
た
創
刊
号
は
す
ぐ
に
光
り
切
れ
'
十
日
後
の
第
二
号
を
出

版
す
る
と
き
に
は
'
第

1
号
を
数
千
鮒
増
刷
し
て
い
る
(
r中
朝
JL
光
祐
十
年
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四
月
二
十
三
且

｡
憤
束
な
市
畿
調
査
が
効
を
奏
し
､

r
那
石
才
走
報
』
は
浄

罪
的
光
れ
行

き
を
み
せ
､

r
中
細
-
と
同
様
に
時
代
を
代
表
す
る
出
版
物
と

な

っ
た
の
で
あ
る
｡

(

江
上

r在
虐
桝
事
友
)
を
こ
こ
で
は
､
所
用
で
ベ
ト
ナ
ム
に
市
花
し
て
い
る
友
人

と
訳
し
た
.
お
そ
ら
く
帝
人
か
役
人
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
.

r訪
事
人
｣

は

r旧
時
の
通
信
社
や
満
州
杜
が
各
地
に
派
#
し
た
厄
材
記
者
)
で
あ
る
が
､

こ
の
広
告
主
は
新
聞
社
で
は
な
く

ri
書
記
｣
と
い
う
TL
店
で
あ
る
.
単
独

に
取
材
妃
有
を
派
正
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
.
広
8
]を
出
す
二
十
日
ほ
ど

前
の
三
月
八
日
入所
四
月
三
日
)
の

r
申
搬
J
妃
事
に
は
.

r本
館
は
先
月

r
肪
事
人
)
(坂

村
記
者
)を
ハ
イ
フ
ォ
ン
(海
防

ベ
ト
ナ
ム
允
許
ト
ン
キ

/
袴
に
面
す
)

に
派
並
し
た

が
､
そ
こ
に
三
En
滞
在
し
た
の
ち
.
フ
ラ
ン
ス

軍
に
許
さ
れ
ず
香
港
に
戻
っ
た
｡
本
館
は
､
ハ
イ
フ
ォ
/
に
い
る
萎
商
人
と

西
洋
人
に
頼
ん
で
ニ
ュ
ー
ス
を
得
る
予
定
し
と
書
い
て
い
る
.
前
後
の
把
事

か
ら
推
和
し
て
､
中
骨
缶
は
ま
だ
駐
在
だ
着
を
ベ
ト
ナ
ム
に
末
社
し
て
い
な

い
.
ち
な
み
に
こ
の
広
告
の
二
EEl枚
の
光
持
十
年
三
月
二
+
八
EZI
の
r中
軸
I

は
.
縦
州
で
板
材
す
る
人
且
を
公
募
す
る
吐
告

r招
楚
訪
事
<
)
を
第

1
面

に
山
し
て
い
る
｡

入

江
2
)

r上
満
天
租
界
分
冊
｣
(
L
九
1
七
)
と

r薪
*
上
海
城
斥
租
界
全
曲
-
(
1
八

九
八
)
は
t

r
老
上
海
地
図
)
(■
姓
等
JZ
書
､
上
清
肯
廿
的
版
牡
､
二
〇
〇

一
年
)
に
よ
る
.

(法
3
)

劉
汝
8
!
･
Ly
水
子
f

r
#
花
功
未
成
年
Tdu
(

上
海
人
民
兵
術
出
版
社
､
1

九
六

一
年
)

へ注
4
〉

鼓
朋
が
あ
っ
た

r紙
S
｣
を
.
版
舌
で
は

r無

銭
｣
と
書
く
.
広
東
詩
で
は

1作
･1.1J

Ir:
･L
,

(江
7
)

(往
8
)

r雛
)
(dz
1
2
)

と

f難
し
(d
ド
)
2
)
が
同
じ
発
音
の
た
め
､

r兼
)
の
字
を

あ
て
た
名
刺
が

伝

わ
っ
た
･,P
の
だ

ろ

う
か
｡

r中
E
歴
代
哨
甘
辞
典
】

(上
海
騨
?
出
版
社
'
1
九
九
二
年
)

兼
之
内
飯
GE
葱

r
上
海
歴
史
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
Jl
(大
任
館
書
店
､
1
九
九
九

午
)
に
上
る
｡
な
お
t

r
中
間
新
聞
国
史
)
(広
州

南
方
EZlg
t出
版
社
.
二

〇
〇
二
年
)
の
十
二
円
に
は
ー
丑
平
術
に
あ

る
中
軸
鮒
仕
度
の
写
六
が
柑
iF

さ
れ
て
い
る

｡

韻
弘
基

r失
わ
れ
た
ブ
-
ン
ト

･
メ
ー
カ
-
-

1ヒ
･
メ
イ
ジ
ャ
ー
と
点
石

脊
面
#
J

r
日
中
侭
術
研
究
)
三
ヒ
V

(日
中

蛙術研究
会
'
二
〇
〇
二
年
)

メ
イ
ジ
ャ
ー
は

r
鮎
石
甘
壬
報
Jl
の
創
刊
号
で
､
中
国
と
k
l拝

の
絵
の
違
い

に
つ
い
て
､
故
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
｡
中
国
臆
面
の
Ti
法
を
少
な
か
ら
ず

研
究
し
た
あ
と
が
う
か
が
え
る

(原
文

架
料
四
)
｡
そ
の
一
鉢
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
い
う
(大
息
)｡

r中
国

の

画
家
は
既
成
の

方式に
拘
り
J
決
ま
っ
た

構
成
法
(格
ge
)を
持
っ
て
い
る
.
ま
す
配
鹿
を
決
め
､
そ
れ
か
ら
は
め
込
み

を
し
て
勢

い
を
整
え
る
｡
結
構
の
粗
密
と
気
姐
の
呼
称
は
､
そ
の
人
の
学
力

の
高
低
お
よ
び
度
且
の
広
狭
に
よ
っ
て
､
レ
ベ
ル
が
判
断
さ
れ
る
.
西
洋
面

は
似
て
い
る
こ
と
が
最
上
で
あ
る
が
､
中
国
面
は
巧
で
あ
る
こ
と
を
ヰ
ぶ
.
)

拙
稿

r
r
点
石
膏
両
軸
】
創
刊
の
契
機
を
作
っ
た

r時
事
版
再
)
-

ロ
ソ

ア
収
従
申
Eg
民
間
版
画
iS
査
よ
り
J

r
東
方
】
二
六
六
号
(東
方

暮
店
二

〇
〇
三
年
四
月
)
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【博
士
学
位
稔
文
漣
要
】

(
十
九
世
妃
中
国
的
故
斗
吋
平
版

画

-

瓜
太
平
天
国
到

又
和
田
]事
件

-

)

三

山

陵

十
九
世
紀
的
中
国
清
朝
強
弓
英
国
之
同
的
洩
片
哉
争

(
1
八
州
〇
年
)
之
后

与
敢
爽
列
強

及
日
本
岩
盤
了
多
次
地
中
.
共
同
短
辺
q3
内
太
平
天
EE
l広
功

的
動
乱

逢
瀬
鼓
通
人
天
亡
.
在
法
段
内
比
外
患
的
吋
期

以
平
民
百
姓
力
対
象

制
作
井
販
棄

7
大
社
描
絵
法
些
故
斗
及
故
争
的
.
故
斗
吋
平
版
li].
'

現
巳
証
明
存
在
的
故
斗
吋
事
版
面

姶
干
太
平
天
国
吋
期

載
止
干

1
九
二
〇
年
代
的
軍
閥
政
争
吋
期
.
木
棺
女
将
治
速
乾
四
股
定
在
十
九
世
紀
后
期
仙

太
平
天
国
到
又
和
田
]事
件
之
伺
.
汝
吋
期
是
媒
体

(qJ
耕

根
追
)
的
玉
野
変
革
期

在
戚
斗
吋
串
版
画
上
せ
反
映
出
井
些
影
的
'

出
斗
吋
事
旗
画
容
易
鼓
有
成
美
似
.
薪
陶
一歯
根
,

l
菜
的
友
西

但
迭
只
是
現
代
社
会
的
硯
占
'

戚
斗
吋
中
版
1皿
本
身
井
不
承
担
.
新
開
花
道
.
的
取

か
.
曽
短
刊
登
故
斗
吋
事
版
面
的
外
国
媒
仕
弄
口
同
声
地
批
判
悦
.
中
国
的
故
斗
吋
歩
版
画
造
反
野
菜
-

然
而
法
不
辻
是
姑
在
侍
媒
並
巳
幾
功
立
的
立
場

上
的
批
判
.
在
本
成
上

中
国
的
故
斗
吋
串
版
面
是
用
架
-
現
茶
媒
集
.
的

是
否
偏
寓
車
夫
井
不
重
要
.
在
更
深
層
面
上

則
包
合
着

1P得
姓
圏

l
泳
相

乗
的
"
中
学
帝
巨
君
佑
世
界
.
的
侍
綻
鷲
沢

(申
年
息
藍
)
.

在
制
作
方
面

如
同
民
同
族
一i
)制
作
中
竪
常
電
到
的
那
拝

鞘
格
技
好
的
匹
塞
被
視
力
J
粉
本
.

同

1
圏
像
披
反
夏
利
用
.
短
Jj
多
次
特
用

(併
用

盗
用
)
的
田
案

最
終
作
力
表
現
模
式
鼓
定
型
化
.
模
式
具
有
符
弓
的
功
能

老
百
姓
者
到
某

一
表
現
横
式

就
能
大
体
推
測
出
其
内
容
.
有

1
些
模
式
持
越

不
同
的
故
争
吋
期
被
長
期
使
用
.

十
九
世
紀
后
期

へ瓜
太

平天同月
又
和
懐
中
件
)
的
故
斗
吋
申
版
画
卑
俗
湿

沈
曲
等
大
魚
芝
能
不
党
英
系

同
村
髄
者
新
開
地
的
書

及
展
示
出
jjTt斬
掬
拒

迫
的
美
咲

但
在
本
康

上
和
.
年
商
,

l
伴

走
作
力
坂
東

現
井
的
対
象
.

故
斗
吋
中
版
画
宜
接
反
映
山
清
兼
平
民
的
朴
兼
感
竹

(訴
求
･B祥
)
卓
抜
胸
形
成
的
監
堆
方
式

(巾
畔
恕
恕
)

姓
了
解
当
吋
社
会
.

文
化
的
重
要
材
料
.

【美
牡

弼
】

戚
斗
吋
平
版
ti).
柁
連

年
1C
)'
裕
也
田

中
準
急
息

粉
本

【
博
士
学
位
论
主
蛊
要
】

{
+
丸
世
纪
中
国
的
战
斗
时
事
版
面

l
|
从
太
平
天
国
到
义
和
团
事
例

|
|
v

山

隘

十
九
世
纪
的
中
国
南
朝
维
与
英
国
之
间
的
鸦
片
战
争
土
八
同

0
年
)
立
后
与
欧
提
到
强
且
自
本
宜
生
了
多
拉
战
争
.
其
间
经
过
国
内
太
平
天
国
运
局

的
动
乱
置
南
撞
坦
人
灭
亡
.
在
远
段
内
忧
外
患
的
时
期
以
平
民
百
性
为
时
缸
制
作
并
贩
韭
了
大
量
描
绘
迫
坚
战
斗
且
战
争
的
"
战
斗
时
事
版
一
圃
'
·

理
已
证
明
葬
在
的
战
斗
时
窗
'
版
一
回
曲
于
太
平
天
国
时
期
截
止
于
一
丸
二

0
年
代
的
军
问
战
争
时
期
·
本
地
立
将
论
述
范
因
由
自
在
+
九
世
纪
后
期
从

太
平
天
国
到
且
剧
团
事
件
立
间
·
该
时
期
是
跟
你
(
印
刷
报
通
}
的
重
要
变
革
期
在
战
斗
时
耶
版
面
上
也
匠
映
出
某
些

-
E响
.

战
斗
时
事
应
画
在
岛
披
着
成
韭
似
·
新
闻

-
E担
-
一
莹
的
东
西
但
远
只
是
理
代
性
会
的
现
但
战
斗
时
事
版
一
一
副
本
身
井
不
承
包
"
新
闻
报
道
·
的
职

责
.
曾
经
刊
量
战
斗
时
事
胆
固
的
外
国
跟
体
骨
口
罔
声
地
批
判
悦
"
中
国
的
战
斗
时
事
版
面
违
反
事
实
·
然
而
这
不
过
是
站
在
传
媒
业
已
经
确
立
的
立
岛

上
的
批
判
·
在
本
质
上
中
国
的
战
斗
时
事
匾
画
是
用
来
"
现
贯
艘
乐
"
的
是
否
偏
离
事
实
并
不
重
要
.
在
更
深
层
面
上
则
包
古
着
与
得
胜
图
一
脉
相

承
的
瞌
中
华
帝
国
君
监
世
界
-
的
传
统
章
识
〔
巾
学
思
忽
)
.

在
制
作
方
面
如
同
民
间
脏
一
面
制
作
中
经
常
喜
到
的
那
样
销
路
较
好
的
医
案
被
视
为
‘
轴
本
·
同
一
圈
憧
被

E
E

利
用
·
经
过
多
在
转
用
(
借
用

应
用
}
的
图
案
最
终
作
为
表
现
瞿
式
被

E
型
化
.
檀
式
具
有
再
号
的
功
能
老
百
姓
看
到
某
一
表
现
擅
式
就
幢
大
体
推
嗣
出
其
内
在
.
有
一
些
模
式
跨
越

不
同
的
战
争
时
期
被
长
期
使
用
·

十
九
世
纪
后
期
(
从
太

W
T天
回
到
义
和
简
事
件
)
的
战
斗
时
事
脏
固
与
俗
回
班
曲
等
大
众
艺
能
不
无
提
果
同
时
随
萄
新
闻
业
的
普

R
E
示
出
与
新
闻
报

道
的
提
联
但
在
本
质
上
和
·
年
一
回
·
一
样
是
作
为
蝇
乐
观
赏
的
对
缸
·

战
斗
时
g
E
一
一
圄
直
接
E
M
眈
由
前
宋
平
民
的
特
置
感
情
(
听
求
古
样
〉
与
桂
期
阜
成
的

E
蛙
万
武
{
巾
华
且
似
}

[
是
髓
词
]

战
斗
时
事
匾
一
一
回

年
一
一
回
.
得
胜
困
中
华
且
盟
粉
本

捆

遭

n
E
7解
当
时
社
会
.

主
化
的
重
要
时
料
.


