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清
末
に
お
け
る
電
奏
・
電
寄
論
旨
制
度
の
成
立

|
|
清
朝
政
治
瞳
制
へ
の
電
気
通
信
導
入
を
め
ぐ
っ
て
|
|

は

じ

め

に

第
一
章
清
朝
政
治
慢
制
と
情
報
惇
達
シ
ス
テ
ム
|
|
奏
摺
制
度
と
そ
の
惇
達

第
二
章
針
外
交
渉
と
電
信
使
用
の
契
機

一
外
交
官
汲
遣
に
よ
る
釘
外
通
信
髄
制
確
立
と
電
信
使
用

二
伊
整
問
題
交
渉
に
際
し
て
の
電
信
使
用
の
展
開

第
三
章
岡
内
に
お
け
る
電
信
建
設
と
電
信
使
用
の
開
始

一
天
津
上
海
線
の
建
設
と
園
内
に
お
け
る
電
信
使
用
の
開
始

二
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
情
勢
の
緊
迫
化
と
電
信
使
用
の
展
開

第
四
章
電
奏
・
電
寄
論
旨
制
度
の
確
『
リ
一

一
総
理
街
門
に
よ
る
管
轄
髄
制
確
『
げ
一
と
北
京
へ
の
電
信
開
通

二
電
奏
・
電
寄
論
旨
制
度
の
概
要

三
既
存
の
上
奏
制
度
と
の
関
係

お

わ

に
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は

じ

め

(
1
)
 

近
代
中
圃
政
治
史
を
考
察
す
る
上
で
、
電
気
通
信
の
導
入
は
重
要
な
愛
革
の
要
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
遠
隔
地
聞
で
の
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム

に
よ
る
情
報
惇
達
を
可
能
と
し
た
そ
の
機
能
は
、
近
代
以
前
よ
り
康
域
的
な
政
治
統
合
を
果
た
し
て
き
た
中
園
の
園
家
瞳
制
に
あ
っ
て
、
有
用

な
工
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
既
に
清
末
の
時
貼
で
、
電
信
は
公
的
な
情
報
惇
達
手
段
と
し
て
導
入
が
開
始
さ
れ
、
官
僚

に
よ
る
上
奏
や
皇
帝
か
ら
の
上
誌
な
ど
、
全
園
統
治
に
関
わ
る
情
報
を
惇
え
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
電
信
に
よ
る
公
的
情
報
の
惇
達
制
度
が
、

清
朝
政
治
瞳
制
に
お
い
て
い
か
に
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
本
稿
は
分
析
の
課
題
と
す
る
。

そ
も
そ
も
清
朝
政
治
睦
制
は
、
中
園
専
制
園
家
瞳
制
の
最
終
的
な
護
展
形
態
を
示
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
高
度
な
集
権
政
治
シ
ス
テ
ム
を
も

っ
て
特
色
付
け
ら
れ
る
。
特
に
康
阻
…
・
羅
正
期
に
お
け
る
奏
摺
制
度
の
確
立
に
よ
り
、
皇
帝
を
直
接
の
主
瞳
と
し
た
文
書
に
よ
る
政
治
決
裁
シ

(
2
)
 

ス
テ
ム
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
貰
態
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
氏
ら
に
よ
る
「
嘉
正
株
批
論
旨
」
を
用
い
た
先
駆
的
研
究
に
始
ま
り
、
近
年
の

よ
り
考
察
が
深
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
近
代
以
前
に
お
い
て
は
、
文
書
の
惇
達
に
よ
り
政
治
意
志

桔
案
公
開
と
と
も
に
、

の
決
定
過
程
が
構
築
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
近
代
に
お
け
る
電
信
の
導
入
は
、
そ
れ
を
ど
う
繁
革
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
問
題
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
坂
野
正
高
氏
が
既
に
こ
う
明
確
に
提
起
し
て
い
る
。

電
信
線
が
北
京
に
ま
で
延
長
し
た
こ
と
が
、
上
論
や
奏
丈
の
護
受
の
手
績
を
ど
の
よ
う
に
繁
え
た
か
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
政
策
決
定

過
程
に
お
け
る
総
理
街
門
の
役
割
な
い
し
比
重
に
ど
れ
だ
け
の
影
響
を
現
賓
に
も
た
ら
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の
研
究
課
題
で
あ
ろ

(
4
)
 

、叶ノ。

こ
の
様
に
、
電
信
の
導
入
は
清
末
に
お
け
る
政
治
盟
制
の
愛
容
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
こ
と
が
珠
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
問
題
提
起
は
十
分
に
は
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
最
も
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
、
そ
も
そ
も
清
朝
は
ど
の

(
5
)
 

時
貼
で
公
的
情
報
の
惇
達
に
電
信
の
使
用
を
開
始
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
す
ら
、
明
確
に
は
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
筆
者
は
か
つ
て
こ
の
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問
題
に
閲
し
て
概
要
を
考
察
し
、
上
識
の
惇
達
に
つ
い
て
は
、
光
緒
六
年
(
一
八
八
O
)
七
月
に
在
ロ
シ
ア
の
曾
紀
淳
へ
向
け
て
電
報
で
迭
つ

(
6
)
 

た
の
が
最
も
早
い
事
例
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
だ
が
、
そ
こ
ま
で
に
至
る
電
信
使
用
の
進
展
は
い
か
に
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
そ

の
後
、
圏
内
に
お
け
る
情
報
惇
達
の
上
で
は
ど
の
様
な
過
程
を
経
て
電
信
は
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
未
解
明
の
問
題
と
し
て
蔑
さ
れ
て
き
た
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
課
題
を
ふ
ま
え
、
清
末
に
お
い
て
「
電
奏
」
及
び
「
電
寄
論
旨
」
と
稽
さ
れ
た
電
報
に
よ
る
上
奏
・
上
誌
の
惇
達

制
度
が
、
ど
の
様
な
過
程
を
経
て
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
か
つ
て
坂
野
氏

が
問
題
提
起
し
た
よ
う
な
清
末
政
治
史
の
上
で
の
電
信
導
入
の
意
味
に
つ
い
て
、
考
察
の
手
が
か
り
を
示
そ
う
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

信
用
一
士
早

清
朝
政
治
鰹
制
と
情
報
惇
達
シ
ス
テ
ム
|
|
奏
摺
制
反
と
そ
の
惇
達

ま
ず
議
論
の
前
提
と
し
て
、
近
代
以
前
に
お
け
る
清
朝
政
治
瞳
制
の
中
で
の
情
報
惇
達
シ
ス
テ
ム
の
概
要
を
整
理
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

(
7
)
 

清
代
中
期
以
降
に
お
い
て
は
奏
摺
を
用
い
た
上
奏
制
度
が
政
治
意
志
決
定
の
上
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
線
督
・
巡
撫
(
以
下
「
督
撫
」

と
連
稽
)
や
駐
防
将
軍
を
は
じ
め
と
す
る
上
級
の
地
方
官
僚
は
、
奏
摺
を
提
出
し
て
皇
帝
へ
任
地
の
政
情
を
報
告
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、

皇
帝
の
指
示
(
株
批
)
が
書
き
込
ま
れ
た
奏
摺
の
返
迭
を
受
け
る
こ
と
で
一
連
の
決
裁
が
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
奏
摺
制
度
を
そ
れ
ま
で
の
題

本
を
用
い
た
上
奏
制
度
と
比
較
す
れ
ば
、
題
本
が
上
奏
者
よ
り
通
政
使
司
・
内
閣
と
い
う
こ
つ
の
機
関
の
審
議
を
経
て
皇
帝
に
提
出
さ
れ
た
の

に
封
し
、
奏
摺
の
場
合
は
直
接
に
皇
帝
の
手
元
へ
迭
ら
れ
、

そ
の
判
断
に
依
撮
し
て
決
裁
が
な
さ
れ
た
。
か
か
る
奏
摺
政
治
に
附
随
し
て
嘉
正

年
聞
に
軍
機
庭
が
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
決
裁
へ
の
閥
輿
は
皇
帝
の
指
示
を
受
け
て
行
わ
れ
、
奏
摺
そ
の
も
の
は
引
き
績
き
皇
帝
に
直
接
提
出

さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
様
に
、
清
朝
政
治
瞳
制
に
お
い
て
は
奏
摺
を
用
い
た
情
報
の
停
達
が
、
皇
帝
に
よ
る
政
治
決
裁
シ
ス
テ
ム
を
賓
現
す
る
上
で
中
心
的
な

713 

役
割
を
捨
っ
た
。
上
奏
権
を
認
め
ら
れ
た
地
方
官
僚
は
、
赴
任
に
際
し
て
皇
帝
よ
り
鍵
付
き
の
丈
書
箱
で
あ
る
「
報
匝
」
を
拝
領
し
、
そ
れ
を
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(
8
)
 

用
い
て
北
京
へ
と
奏
摺
を
提
出
し
た
。
そ
の
輪
迭
の
際
に
は
、
全
園
的
に
整
備
さ
れ
た
騨
惇
制
度
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
活
用
さ
れ
た
。
奏
摺
の

提
出
手
段
と
し
て
は
、
も
と
も
と
皇
帝
と
官
僚
と
の
聞
で
の
非
公
式
的
な
性
格
の
書
賦
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
官
僚
が
個
人
的
に
使
者
を
祇
遣
し

(
9
)
 

て
携
行
さ
せ
て
い
た
が
、
公
的
な
情
報
惇
達
手
段
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
軍
事
関
連
な
ど
重
要
性
の
高
い
情
報
を

惇
え
る
も
の
を
中
心
に
騨
停
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
騎
馬
な
ど
に
よ
る
リ
レ

l
で
輪
迭
を
行
う
騨
俸
制
度
は
、

一
日
三
百
里

(
約
一
七
一
一
一
凶
)
か
ら
六
百
里
(
約
三
四
六
同
)
の
速
度
で
文
書
を
遁
迭
し
、
北
京
へ
迭
ら
れ
た
奏
摺
は
、
兵
部
捷
報
庭
よ
り
宮
中
の
内
奏
事
庭

を
経
て
皇
帝
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
各
地
に
祇
遣
さ
れ
た
官
僚
は
皇
帝
へ
の
奏
摺
の
提
出
を
保
障
さ
れ
た
が
、
そ
の
惇
達
に
は
敦
日

(
日
)

か
ら
数
十
日
の
時
聞
が
費
や
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
情
報
惇
達
の
上
で
の
時
間
的
な
制
約
が
、
近
代
以
前
に
お
け
る
政
治
統
合
の
大
き
な
限
界
要

因
で
あ
っ
た
。

信
用
二
土
早

封
外
交
渉
と
電
信
使
用
の
契
機

外
交
官
祇
遣
に
よ
る
封
外
通
信
瞳
制
確
立
と
電
信
使
用

近
代
に
お
け
る
情
報
惇
達
瞳
制
の
饗
草
は
、
近
代
外
交
関
係
に
件
、
つ
封
外
連
絡
瞳
制
の
確
立
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
一
八
七

0
年
代
中
期
よ
り
開
始
さ
れ
た
在
外
外
交
官
の
祇
遣
で
あ
る
。
光
緒
元
年
(
一
八
七
五
)
に
お
け
る
イ
ギ
リ

(
日
)

ス
へ
の
郭
嵩
室
町
山
汲
遣
決
定
を
皮
切
り
と
し
て
、
以
後
清
朝
は
主
要
な
各
国
に
常
駐
の
外
交
官
を
祇
遣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
公
使
に
該
首

す
る
出
使
大
臣
に
つ
い
て
は
、
「
出
使
某
国
欽
差
大
臣
」
と
い
う
正
式
の
肩
書
き
が
示
す
よ
う
に
、
園
内
に
お
け
る
督
撫
な
ど
と
同
格
の
皇
帝

に
直
属
す
る
官
僚
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
職
権
等
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
「
出
使
章
程
」
に
よ
れ
ば
、
出
使
大
臣
は
皇
帝
へ
の
上
奏

権
を
認
め
ら
れ
、
通
常
は
総
理
各
国
事
務
街
門
(
以
下
「
線
理
街
門
」
と
略
)
を
介
し
て
行
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
も
の
の
、
緊
要
の
案
件

(ロ)

に
つ
い
て
は
直
接
に
奏
摺
を
提
出
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
奏
摺
の
俸
達
手
段
の
確
保
で
あ
る
。
圏
内
の
場

十
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合
に
は
、
騨
停
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
遠
方
に
抵
遣
さ
れ
た
官
僚
も
奏
摺
の
提
出
を
保
障
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
出
使
大
臣
は
清
朝
版
園

の
外
に
あ
っ
て
奏
摺
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
。
言
わ
ば
奏
摺
政
治
が
、
こ
こ
に
初
め
て
版
圃
の
枠
を
越
え
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
政
治
樫
制
に
は
な
い
状
況
へ
の
封
懸
が
、
そ
の
添
遣
に
際
し
て
求
め
ら
れ
た
。

そ
れ
は
外
国
郵
船
に
よ
る
丈
書
遮
迭
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
光
緒
一
一
年
一

O
月
一
七
日
(
一
八
七

六
-
二
一
・
二
)
に
初
代
出
使
英
園
大
臣
の
郭
嵩
烹
は
、
上
海
よ
り
出
航
し
て
ロ
ン
ド
ン
へ
と
向
か
っ
た
が
、
線
理
街
門
は
同
月
一
一
八
日
に
上

奏
を
行
い
、
以
後
の
郭
と
の
聞
で
の
奏
摺
等
の
停
達
に
つ
い
て
は
、
北
洋
大
臣
粂
直
隷
線
督
の
李
鴻
章
に
託
す
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は

具
睦
的
に
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
固
と
を
結
ぶ
郵
船
の
輸
送
を
利
用
す
る
こ
と
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
五

0
年
代
以
降
、

イ
ギ
リ
ス
の

P
&
O
汽

船

屯

3
3
2
E
B
L
0
5ロ
E
ω
Z
S
F
2四回
t
自
の
D

し
ゃ
フ
ラ
ン
ス
帝
園
郵
船
(
の
D

B
官
官
児
島
。
ω
ω
2
5
9
ω
三
自

(
H
)
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
汽
船
企
業
が
東
ア
ジ
ア
航
路
に
進
出
し
た
。
そ
の
運
航
す
る
上
海
|
ヨ

l

E布

団

門

日

2
Z
2回日向。ロ
2
H
E
H出
口
同
]
⑦
)
な
ど
、

ロ
ッ
パ
聞
の
郵
船
を
利
用
し
て
、
園
外
へ
の
文
書
惇
達
は
賓
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
郭
の
渡
英
を
前
に
、
上
海
に
は
丈
報
徳
局
が
設
置
さ

れ
た
。
輪
船
招
商
局
職
員
の
黄
恵
和
ら
が
そ
の
捨
首
者
に
任
命
さ
れ
、
外
国
郵
船
と
の
聞
で
丈
書
の
取
り
次
ぎ
を
行
う
と
と
も
に
、
招
商
局
の

汽
船
航
路
な
ど
を
用
い
て
天
津
と
の
聞
で
の
輪
迭
を
捨
首
し
た
。
そ
し
て
天
津
に
は
丈
報
慮
が
設
置
さ
れ
、
北
洋
大
臣
街
門
を
介
し
て
北
京
と

(

日

)

(

日

)

の
聞
で
の
丈
書
惇
達
の
窓
口
と
な
っ
た
。
こ
の
天
津
上
海
を
結
ぶ
丈
報
局
組
織
を
通
じ
て
、
奏
摺
そ
し
て
上
識
を
は
じ
め
、
総
理
街
門
と
の

聞
で
の
連
絡
文
書
、
更
に
知
人
や
親
族
と
の
聞
で
の
私
信
な
ど
、
渡
航
中
の
郭
と
本
圃
と
の
聞
で
の
あ
ら
ゆ
る
丈
件
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
て

715 

い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
文
書
は
定
期
的
に
「
包
封
」
と
稽
さ
れ
る
丈
書
包
み
に
ま
と
め
ら
れ
、
郭
が
出
航
し
た
翌
週
よ
り
、

(
口
)

毎
週
一
回
上
海
か
ら
船
便
で
ロ
ン
ド
ン
へ
と
向
け
て
迭
り
出
さ
れ
た
。
同
様
に
郭
よ
り
本
固
に
宛
て
た
文
書
も
船
便
を
用
い
て
上
海
ま
で
迭
ら

(

国

)

(

市

)

れ
、
そ
こ
か
ら
北
京
な
ど
へ
惇
達
さ
れ
た
。
そ
の
所
要
日
数
は
、
上
海
か
ら
ロ
ン
ド
ン
ま
で
四

O
日
か
ら
五

O
日
強
で
、
稀
に
は
海
難
事
故
で

(
初
)

配
迭
さ
れ
ず
に
終
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
確
賓
に
丈
書
惇
達
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
出
使
大
臣
は
出
国
後
も
奏
摺
を
提

(
況
)

出
し
て
皇
帝
の
株
批
を
仰
ぐ
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
往
復
に
数
ヶ
月
を
費
や
し
な
が
ら
も
奏
摺
に
よ
る
報
告
・
決
裁
が
賓
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
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こ
う
し
て
封
外
通
信
盟
制
が
確
立
さ
れ
た
が
、
往
復
に
数
ヶ
月
を
要
す
る
文
書
の
直
接
惇
達
で
は
、
同
時
代
の
通
信
手
段
と
し
て
は
、
も
は

や
時
代
遅
れ
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
よ
り
迅
速
な
通
信
手
段
と
し
て
、
電
信
が
清
朝
の
封
外
連
絡
の
上
で
用
い
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
海
闘
に
よ
り
確
立
さ
れ
て
い
た
中
園
|
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
聞
の
連
絡
睦
制
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
欧
米
よ
り

(
出
)

東
ア
ジ
ア
へ
は
一
八
七

0
年
代
初
頭
に
園
際
電
信
網
が
到
達
し
、
一
八
七
一
年
六
月
一
一
一
日
に
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
企
業
の
手
で
敷
設
が
進
め
ら
れ
て

(
お
)

い
た
イ
ン
ド
経
由
で
の
海
底
電
信
線
が
香
港
ま
で
開
通
し
た
。
一
方
、
ロ
シ
ア
の
園
内
電
信
に
接
績
す
る
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
長
崎
上
海

香
港
聞
の
海
底
電
信
線
も
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
大
北
電
信
舎
枇

3
r
P
2
Z
C
5
0
5
J
P
F
m
g
z
p
u
に
よ
り
敷
設
さ
れ
、
一
八
七
二
年
一

(
出
)

月
一
日
に
開
通
し
て
南
北
の
雨
ル

l
ト
で
香
港
・
上
海
と
欧
米
と
が
結
ば
れ
た
。
こ
の
時
時
で
は
、
こ
れ
ら
の
園
際
電
信
を
清
朝
政
府
の
嘗
事

(
釘
)

者
が
用
い
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
か
っ
た
が
、
そ
う
し
た
中
で
、
総
税
務
司
の
ハ

l
ト
(
月
忌
立
国
立
)
は
ロ
ン
ド
ン
に
開
設
し
た
事
務
所
と

キ
ャ
フ
タ

の
聞
で
の
連
絡
手
段
と
し
て
電
信
を
活
用
し
て
い
っ
た
。
ハ
ー
ト
か
ら
の
電
報
は
、
上
海
ま
た
は
清
露
国
境
の
恰
克
園
よ
り
渡
せ
ら
れ
、
ロ
ン

(
お
)

ド
ン
事
務
所
の
主
任
キ
ヤ
ン
ベ
ル

C
3
2
ロ
E
Eロ

(
V
同

B
官

ro--)

に
届
け
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
ハ

1
ト
と
ロ
ン
ド
ン
の
キ
ヤ
ン
ベ
ル
と
の
聞
に
確
立
さ
れ
て
い
た
連
絡
瞳
制
を
利
用
し
て
、
出
使
大
臣
と
本
固
と
の
聞
で
の
電
信

使
用
は
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
最
初
の
事
例
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
光
緒
三
年
(
一
八
七
七
)
一
一
月
の
総
理
街
門
よ
り
郭
嵩
震
に
宛
て
た
指

一
不
の
惇
達
で
、
そ
の
惇
達
は
ハ

1
ト
に
依
頼
さ
れ
、
上
海
を
同
月
一
九
日
(
四
・
二
)
に
護
せ
ら
れ
た
電
報
で
キ
ャ
ン
ベ
ル
を
介
し
て
郭
へ
と

(

幻

)

(

お

)

俸
え
ら
れ
た
。
郭
の
側
か
ら
も
同
様
に
、
そ
の
後
キ
ャ
ン
ベ
ル
・
ハ

l
ト
を
介
し
て
同
街
門
へ
と
電
報
で
情
報
が
迭
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
副

(
m
U
)
 

使
の
劉
錫
鴻
な
ど
他
の
外
交
官
に
も
使
用
が
贋
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
抵
遣
開
始
の
数
ヶ
月
後
に
は
、
在
外
の
外
交
官
と
の
聞
で
電
信
に

(
別
)

よ
る
連
絡
瞳
制
が
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
電
報
で
停
え
ら
れ
た
情
報
は
、
総
理
街
門
に
よ
る
上
奏
丈
の
中
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
で
皇

(
む
)

帝
へ
も
惇
達
さ
れ
、
間
接
的
な
形
で
は
あ
る
が
、
皇
帝
を
中
心
と
す
る
政
治
シ
ス
テ
ム
の
中
に
も
電
信
が
用
い
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

但
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
官
僚
機
構
の
中
で
便
宜
的
に
用
い
ら
れ
る
補
助
的
な
手
段
と
し
て
で
あ
り
、
皇
帝
と
こ
れ
ら
在
外
官
僚
と
の
聞
で

の
正
式
の
情
報
惇
達
手
段
と
し
て
は
、
こ
の
時
貼
で
は
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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伊
埜
問
題
交
渉
に
際
し
て
の
電
信
使
用
の
展
開

電
信
が
清
朝
の
公
的
な
情
報
惇
達
手
段
と
し
て
明
確
に
そ
の
地
位
を
確
立
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
光
緒
四
年
(
一
八
七
八
)
か
ら
七
年

(
沼
)

(
一
八
八
一
)
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
、
新
彊
の
伊
笠
岡
牧
を
巡
る
ロ
シ
ア
と
の
聞
で
の
交
渉
で
あ
る
。
同
時
期
に
お
け
る
最
大
の
外
交
懸
案

と
な
っ
た
こ
の
交
渉
過
程
で
、
電
信
は
皇
帝
と
在
外
の
外
交
官
と
の
間
で
直
接
に
情
報
を
惇
達
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
八
七

0
年
代
後
宇
、
清
朝
政
府
は
新
彊
に
お
け
る
反
乱
を
平
定
す
る
と
と
も
に
、

ロ
シ
ア
が
占
領
下
に
置
い
て
い
た
伊
整
の
回
肢
を
目
指

し
て
交
渉
を
開
始
し
た
。
そ
の
過
程
は
、
崇
厚
に
よ
る
光
緒
四
年
か
ら
五
年
(
一
八
七
九
)
に
か
け
て
の
第
一
次
交
渉
と
、
曾
紀
津
に
よ
る
六

年
(
一
八
八
O
)
か
ら
七
年
に
か
け
て
の
第
二
次
交
渉
と
に
分
か
れ
、

い
ず
れ
も
出
使
俄
園
大
臣
と
い
う
立
場
で
ロ
シ
ア
へ
抵
遣
さ
れ
て
交
渉

(
お
)

を
行
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
首
初
よ
り
電
信
が
本
固
と
の
連
絡
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
た
。
ま
ず
光
緒
四
年
に
汲
遣
さ
れ
た
崇
厚
は
、
同
年
末
に

ベ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
着
任
し
て
ロ
シ
ア
側
と
の
交
渉
を
開
始
す
る
と
と
も
に
、
総
理
街
門
に
あ
て
て
電
報
に
よ
り
賦
況
を
報
告
し
た
。
例
え
ば
翌

二
五
日
と
相
次
い
で
同
街
門
に
ロ
シ
ア
側
の
要
求
僚
件
を
惇
え
る
崇
厚
か
ら
の
電
報
が
到
着
し
、
そ

(

汎

)

(

お

)

の
内
容
は
閏
三
月
一
日
(
四
・
二
一
)
に
上
奏
さ
れ
た
。
ベ
テ
ル
ブ
ル
グ
か
ら
北
京
へ
は
、
昔
時
概
ね
十
日
前
後
で
電
報
が
惇
達
さ
れ
、
山
中
市
厚

五
年
三
月
に
は
、

二
三
日
(
四
・
一
四
)
、

は
以
後
交
渉
の
経
過
を
逐
次
電
報
に
よ
り
報
告
し
、
そ
の
内
容
は
総
理
街
門
に
よ
り
皇
帝
|
|
こ
の
首
時
は
、
幼
少
の
徳
宗
(
光
緒
帝
)
に
代

(
お
)

わ
り
聴
政
を
行
っ
て
い
た
慈
安
(
東
太
后
)
・
慈
棺
(
西
太
后
)
の
雨
皇
太
后
|
|
に
上
奏
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
交
渉
は
電
信
を
用
い
る
こ
と
で

本
国
政
府
の
意
志
を
確
認
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
た
が
、
最
後
に
候
約
締
結
の
過
程
に
お
い
て
大
き
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

交
渉
は
光
緒
五
年
八
月
に
安
結
を
見
、
崇
厚
は
一
七
日
(
一

0
・
二
)
に
リ
ヴ
ア
デ
ィ
ア
に
お
い
て
ロ
シ
ア
政
府
と
の
僚
約
締
結
に
臨
ん
だ
。

こ
の
リ
ヴ
ア
デ
イ
ア
保
約
締
結
の
報
告
は
、
八
月
七
日
(
九
・
二
二
)
、

一
五
日
、

一
七
日
の
三
日
に
分
け
て
北
京
に
到
着
し
た
各
電
報
で
事
前

に
総
理
街
門
に
惇
え
ら
れ
た
が
、
占
領
地
域
の
相
官
部
分
が
ロ
シ
ア
に
割
譲
さ
れ
る
の
を
は
じ
め
、
新
彊
・
蒙
古
各
地
へ
の
領
事
設
置
や
ロ
シ

717 

ア
商
人
に
封
す
る
麿
範
な
活
動
の
自
由
の
承
認
な
ど
、

ロ
シ
ア
側
に
著
し
く
有
利
な
内
容
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
同
街
門
は
直
ち
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(
釘
)

に
返
電
し
て
撤
回
を
指
示
し
た
が
、
時
肢
に
遅
く
係
約
は
締
結
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
翌
一
八
日
に
崇
厚
は
奏
摺
を
護
し
て
正
式
に
僚
約
の
締

(

お

)

(

刊

日

)

結
を
本
圃
へ
報
告
し
、
一
一
六
日
に
は
ロ
シ
ア
を
離
れ
て
蹄
園
の
途
に
就
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
交
渉
結
果
は
最
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い

く
こ
と
と
な
っ
た
。
係
約
の
締
結
後
、
上
識
を
仰
が
ず
に
濁
断
で
交
渉
を
終
了
さ
せ
て
蹄
園
の
途
に
就
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
清
朝
政
府
は
一

(
剖
)

-
一
一
)
、
崇
厚
へ
の
査
問
を
命
じ
た
。
そ
し
て
北
京
到
着
後
の
崇
厚
を
投
獄
し
、
み
す
み
す
利
権
の
喪
失
を
招
い

一
月
一
一
一
日
(
一
八
八
0
・一

た
と
し
て
一
時
そ
の
死
刑
を
宣
告
す
る
と
と
も
に
、
保
約
の
批
准
を
拒
否
し
、
そ
の
改
正
を
ロ
シ
ア
側
に
要
求
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
第
一
次
交
渉
は
、
失
敗
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
。
そ
の
大
き
な
要
因
と
し
て
は
、
保
約
締
結
に
際
し
て
の
本
固
と
の
意
志
疎
通

の
不
十
分
さ
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
電
信
に
よ
り
十
日
程
度
の
時
間
で
情
報
を
停
達
で
き
る
環
境
に
あ
り
、
賓
際
に
そ
れ
を
活
用
し
て
交

渉
が
進
め
ら
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
最
後
に
篠
約
の
締
結
は
崇
厚
の
濁
断
で
行
わ
れ
た
。
確
か
に
抵
遣
に
際
し
て
は
、
崇
厚
は
全
権
大
臣
と
し

て
随
時
交
渉
を
進
め
る
権
限
を
輿
え
ら
れ
て
い
た
昭
電
信
に
よ
り
出
固
後
も
比
較
的
短
期
間
で
連
絡
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
は
、
交
渉
を
進

め
る
上
で
の
前
提
候
件
を
根
底
か
ら
改
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
逐
次
進
展
状
況
を
報
告
し
た
上
で
本
国
の
指
示
を
仰
い
で
い
く
、
そ
う
し
た
形

で
唯
一
め
ら
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
候
約
締
結
に
際
し
て
必
ず
本
圃
の
承
諾
を
得
る
よ
う
周
知
徹
底
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
、
こ
の
時

の
最
大
の
失
敗
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
第
一
次
交
渉
の
失
敗
を
反
省
材
料
に
、
清
朝
政
府
は
翌
光
緒
六
年
よ
り
改
め
て
ロ
シ
ア
側
と
の
交
渉
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
な
っ

た
。
第
二
次
交
渉
を
捨
首
す
る
こ
と
と
な
っ
た
曾
紀
揮
は
、
ロ
シ
ア
へ
の
祇
遣
決
定
と
と
も
に
総
理
街
門
と
頻
繁
に
電
報
で
連
絡
を
と
っ
て
い

(
必
)

っ
た
。
そ
し
て
六
月
二
四
日
(
七
・
三
O
)
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
着
任
し
た
後
、
ロ
シ
ア
側
と
折
衝
を
開
始
し
、
そ
の
状
況
を
電
報
で
本
固
に

(
必
)

報
告
し
た
。
そ
の
最
初
の
電
報
は
七
月
二
七
日
(
九
・
二
に
総
理
街
門
に
惇
達
さ
れ
、
三

O
日
に
上
奏
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
今
後
の

交
渉
方
針
を
指
示
す
る
上
論
が
こ
の
日
に
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
は
曾
へ
の
停
達
に
閲
し
て
以
下
の
よ
う
な
指
定
が
な
さ
れ
た
。

(
叫
)

:
・
並
び
に
総
理
街
門
に
命
、
ず
。
先
に
こ
の
上
論
の
大
意
を
電
信
で
曾
紀
津
に
惇
達
し
、
直
ち
に
遵
守
賓
行
さ
せ
よ
。

こ
の
様
に
皇
帝
自
ら
の
命
と
し
て
、
電
報
を
用
い
て
上
論
を
惇
達
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
交
渉
を
進
め
さ
せ
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
。
こ
れ
が
電
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報
に
よ
る
上
誌
の
惇
達
、
す
な
わ
ち
電
寄
論
旨
護
令
の
最
初
の
事
例
と
考
え
ら
れ
る
。
績
い
て
八
月
五
日
(
九
・
九
)
に
麓
せ
ら
れ
た
上
識
も
、

(
羽
)

同
様
に
電
報
に
よ
り
曾
へ
惇
達
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
、
こ
こ
に
電
信
は
皇
帝
に
よ
る
直
接
の
情
報
惇
達
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

以
後
、
交
渉
は
曾
と
本
固
と
の
電
信
に
よ
る
緊
密
な
連
絡
の
中
で
進
行
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
翌
光
緒
七
年
一
月
二
六
日
(
一
八
八
一
・
二
・
二

四
)
に
改
め
て
ベ
テ
ル
ブ
ル
グ
候
約
が
締
結
さ
れ
、
交
渉
は
最
終
的
な
安
結
を
見
た
が
、
そ
の
際
に
は
あ
ら
か
じ
め
電
報
で
本
圃
へ
議
定
内
容

が
報
告
さ
れ
た
。
そ
し
て
六
年
二
一
月
一
八
日
(
一
八
八
一

(
判
)

曾
は
候
約
の
締
結
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。

-
一
七
)
に
そ
の
成
立
を
許
可
す
る
上
論
が
電
報
で
惇
え
ら
れ
た
の
を
受
け
て
、

こ
う
し
て
伊
整
問
題
交
渉
は
、
清
朝
政
府
に
と
り
電
信
に
よ
る
情
報
停
達
の
重
要
性
と
、
そ
れ
に
封
麿
し
た
新
た
な
政
治
意
志
決
定
の
睦
制

構
築
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
る
機
舎
と
な
っ
た
。
特
に
崇
厚
に
よ
る
交
渉
に
際
し
て
の
失
敗
は
、
以
後
の
封
外
交
渉
の
上
で
教
訓
と
さ
れ
て
い

っ
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
光
緒
一

O
年
(
一
八
八
四
)
に
総
理
街
門
は
出
使
日
本
大
臣
の
繋
庶
日
日
に
封
し
、
朝
鮮
で
の
甲
申
政

同
捜
を
め
ぐ
る
日
本
と
の
交
渉
に
闘
し
て
電
報
を
迭
る
中
で
、
こ
の
様
に
遮
べ
て
い
る
。

中
国
は
重
大
な
案
件
に
つ
い
て
は
全
て
皇
帝
陛
下
が
自
ら
裁
断
を
下
し
、
臣
下
が
勝
手
に
決
定
を
行
え
ば
罪
に
問
わ
れ
る
。
(
伊
整
問

題
交
渉
で
)
崇
厚
が
罪
を
得
て
よ
り
、
全
権
と
い
う
一
肩
書
き
は
久
し
く
廃
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
全
権
と
し
て
議
定
を

行
え
ば
、
陛
下
の
批
准
が
得
ら
れ
ぬ
場
合
、
か
え
っ
て
事
態
を
複
雑
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
救
旨
を
得
て
承
認
す
れ
ば
、
決
し
て
後

(
口
)

か
ら
饗
更
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
様
に
電
信
使
用
に
よ
る
迅
速
な
通
信
瞳
制
の
確
立
は
、
封
外
交
渉
の
上
で
も
本
固
と
の
緊
密
な
意
志
疎
通
に
よ
る
進
行
を
求
め
て
い
く

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
最
初
の
機
舎
と
し
て
、
こ
の
伊
翠
問
題
交
渉
で
は
電
信
が
在
外
の
交
渉
権
首
者
と
皇
帝
と
の
聞
で
の
直
接
の
連
絡
手
段

と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
だ
が
、

そ
れ
は
同
時
に
圏
内
に
お
け
る
電
信
建
設
の
必
要
性
も
、
首
事
者
に
痛
感
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

こ
と
を
曾
紀
津
は
、
交
渉
を
終
え
て
の
総
括
の
中
で
、
こ
う
明
確
に
指
摘
し
た
。

719 

我
が
皇
帝
陛
下
は
ロ
シ
ア
と
の
問
題
が
日
に
切
迫
す
る
中
で
何
と
か
固
満
解
決
の
遁
を
望
ま
れ
、

一
切
の
事
柄
に
つ
い
て
、
臣
に
電
報
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で
直
接
総
理
街
門
に
惇
達
し
て
そ
の
代
奏
に
よ
り
上
聞
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ま
し
た
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
破
格
の
叡
慮
を
被
っ
た
と
申
し

上
げ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
情
勢
の
建
化
と
押
し
詰
ま
っ
た
日
程
の
中
で
、
わ
ず
か
な
時
間
で
判
断
を
迫
ら
れ
る
場
合
も
あ

り
ま
し
た
。
臣
は
未
だ
救
許
を
得
、
ざ
る
件
に
つ
い
て
は
、
倉
卒
に
承
諾
を
輿
え
る
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
し
か
し
既
に
園
漏

解
決
の
救
旨
が
あ
る
以
上
、
あ
ま
り
に
も
強
硬
な
態
度
を
と
る
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
上
海
よ
り
北
京
の
聞
に
は
電
信
が
無
く

迅
速
に
通
信
が
行
え
な
い
ば
か
り
に
、
電
報
で
上
聞
に
及
び
ま
し
で
も
二
三
十
日
前
後
の
時
聞
が
な
け
れ
ば
返
答
を
い
た
だ
け
ず
、
そ
の

(
崎
)

聞
に
も
相
手
政
府
か
ら
の
交
渉
は
相
次
ぎ
、
麿
封
の
機
醇
も
次
第
に
滞
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
園
内
に
お
け
る
情
報
惇
達
の
問
題
を
解
消
す
べ
く
、
ま
さ
に
第
二
次
交
渉
の
展
開
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
上
海
よ
り
天
津
へ
至
る

電
信
の
建
設
が
着
手
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

信用一一一土早

園
内
に
お
け
る
電
信
建
設
と
電
信
使
用
の
展
開

天
津
|
上
海
線
の
建
設
と
圏
内
に
お
け
る
電
信
使
用
の
開
始

一
八
七

0
年
代
中
期
よ
り
電
信
の
導
入
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。
日
本
の
蓋
湾
出
兵
に
封
す
る
防
衛
策
の
一
環
と
し
て
同

(

的

)

(

日

)

泊
二
二
年
(
一
八
七
四
)
に
一
帽
建
|
蓋
湾
問
で
建
設
が
試
み
ら
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、
そ
の
後
光
緒
三
年
ご
八
七
七
)
に
は
再
び
墓
湾
で
、
五

(
日
)

年
(
一
八
七
九
)
に
は
天
津
と
大
泊
・
北
塘
と
の
聞
で
電
信
線
が
敷
設
さ
れ
た
。

圏
内
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
局
地
的
な
試
み
を
経
て
、
圏
内
電
信
は
一
八
八

0
年
代
よ
り
本
格
的
に
建
設
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
契
機
と
な
っ

ロ
シ
ア
と
の
聞
で
の
伊
整
問
題
で
あ
る
。
第
一
次
交
渉
後
、
清
朝
政
府
が
リ
ヴ
ア
デ
イ
ア
候
約
の
批
准
を
拒
否
し
た
こ
と
で
、
光
緒

(
臼
)

六
年
の
前
宇
に
は
ロ
シ
ア
と
の
関
係
が
緊
張
し
、
五
月
に
ロ
シ
ア
艦
隊
の
極
東
抵
遣
の
情
報
が
惇
わ
る
な
ど
、
そ
の
侵
攻
が
危
倶
さ
れ
た
。
そ

こ
で
李
鴻
章
を
中
心
に
針
露
防
衛
瞳
制
の
構
築
が
取
り
組
ま
れ
た
昭
八
月
一
一
一
日
(
九
-
一
六
)
に
至
り
天
津
上
海
聞
の
電
信
建
設
が
李

た
の
が
、
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に
よ
り
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
を
、
李
は
こ
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

近
年

ロ
シ
ア
や
日
本
も
各
国
に
倣
っ
て
こ
れ
を
行
う

(
H
電
信
を
用
い
る
)
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
諸
外
国
よ
り
上
海
へ
は
い
ず

れ
も
電
信
が
設
け
ら
れ
、
瞬
く
聞
に
相
互
に
通
信
を
交
わ
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
濁
り
中
園
は
な
お
騨
惇
に
頼
っ
て
丈
書
を
惇

達
し
、
最
速
の
一
日
六
百
里
加
緊
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
顕
著
な
速
度
差
は
明
白
で
あ
り
ま
す
。
調
べ
ま
す
る
に
、

ロ
シ
ア
か
ら
は
海
底
線

が
上
海
に
、
陸
上
線
が
恰
克
固
に
到
達
し
、
そ
の
情
報
惇
達
は
極
め
て
迅
速
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
曾
紀
津
が
ロ
シ
ア
よ
り
上
海
へ
電

報
を
迭
る
際
に
は
、
わ
ず
か
一
日
し
か
要
し
ま
せ
ん
。
上
海
か
ら
北
京
へ
は
現
在
、
汽
船
で
丈
書
を
輪
迭
し
て
お
り
ま
す
が
、
六

l
七
日

を
要
し
、
も
し
海
路
が
不
通
の
場
合
に
は
、
騨
停
に
よ
り
一

O
日
は
必
要
と
し
ま
す
。
こ
の
様
に
上
海
よ
り
北
京
ま
で
は
わ
ず
か
二
千
数

百
里
で
あ
る
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、

ロ
シ
ア
よ
り
上
海
ま
で
の
数
高
里
と
比
較
し
て
、
通
信
に
は
逆
に
十
倍
も
の
時
聞
を
要
し
て
い
る
の
で

す
。
も
し
兵
を
用
い
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
彼
等
外
国
の
軍
事
情
報
の
惇
達
は
中
国
よ
り
も
迅
速
で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
有
利
か
は
既
に
明
白

で
あ
り
ま
す
。
更
に
そ
の
装
甲
艦
は
海
上
を
一
日
千
里
以
上
で
航
行
し
、
東
を
攻
撃
す
る
と
稽
し
て
西
を
奇
襲
し
た
場
合
に
は
、
珠
測
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
ま
す
。
相
互
に
動
員
支
援
を
行
う
に
は
、
全
く
情
報
停
達
の
迅
速
さ
に
頼
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
電
信
は
防

(
日
)

衛
強
化
の
た
め
に
不
可
鉄
の
手
段
で
あ
る
の
で
す
。

こ
の
様
に
、
同
匝
間
へ
の
電
信
の
建
設
は
、
圏
外
と
の
情
報
惇
達
環
境
の
落
差
が
も
た
ら
す
軍
事
面
で
の
劣
勢
を
解
消
す
る
た
め
に
提
案
さ

れ
た
。
珠
想
さ
れ
る
ロ
シ
ア
と
の
軍
事
衝
突
を
前
に
、
迅
速
な
情
報
惇
達
を
可
能
と
す
る
べ
く
、
圏
内
に
お
け
る
電
信
建
設
が
求
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
政
府
は
八
月
一
四
日
に
計
童
を
承
認
す
る
上
論
を
下
し
た
の
だ
栴
そ
れ
は
丁
度
ロ
シ
ア
の
曾
紀
津
に
あ
て
て
最
初
に
電
寄

論
旨
が
護
せ
ら
れ
た
一
四
日
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
ま
ず
封
外
連
絡
の
上
で
培
わ
れ
た
貰
績
を
基
礎
に
、
こ
こ
に
電
信
は
圏
内
に
お

け
る
情
報
惇
達
手
段
と
し
て
も
、
本
格
的
に
導
入
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

721 

(
日
)

か
く
し
て
翌
光
緒
七
年
(
一
八
八
一
)
に
同
匝
聞
の
建
設
は
行
わ
れ
た
。
五
月
よ
り
開
始
さ
れ
た
工
事
は
九
月
末
に
完
成
し
、
同
時
に
南
洋

(
貯
)

大
臣
と
の
連
絡
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
鎮
江
よ
り
分
岐
し
て
南
京
に
至
る
匝
聞
も
建
設
さ
れ
た
。

一
方
で
、

一
O
月
一

O
日
(
二
了
一
)
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(
見
)

に
は
大
北
電
信
と
の
聞
で
上
海
に
お
け
る
接
績
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
圃
外
と
の
電
報
直
通
が
取
り
決
め
ら
れ
、
早
速
一
一
一
日
に

(
印
)

は
総
理
街
門
よ
り
出
使
徳
国
大
臣
の
李
鳳
直
へ
と
電
報
が
迭
ら
れ
た
。
そ
し
て
一
一
月
八
日
(
二
了
二
八
)
を
期
し
て
、
天
津
上
海
聞
は

(

m

w

)

(

山

山

)

正
式
に
通
信
業
務
を
開
始
し
、
績
い
て
鎮
江
|
南
京
間
も
翌
八
年
(
一
八
八
二
)
一
月
に
開
通
し
た
。

こ
う
し
て
園
内
で
も
長
距
離
の
電
信
線
が
開
通
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
公
的
情
報
惇
達
の
上
で
の
利
用
瞳
制
も
確
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

既
存
の
園
内
電
信
線
が
い
ず
れ
も
極
め
て
短
距
離
で
あ
り
、
そ
の
公
的
な
利
用
は
専
ら
地
方
首
局
内
で
完
結
さ
れ
て
き
た
の
に
封
し
、
天
津

上
海
聞
の
開
通
は
、
中
央
|
地
方
聞
で
の
電
信
に
よ
る
情
報
惇
達
を
可
能
と
し
た
。
そ
れ
に
件
い
、
首
局
に
よ
る
利
用
に
つ
い
て
、
そ
の
開
通

を
契
機
に
明
確
な
規
程
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
匡
聞
の
建
設
に
嘗
た
っ
て
は
、
運
管
主
瞳
と
し
て
電
報
総
局
が
設
立
さ

(
位
)

れ
、
首
初
政
府
に
よ
る
全
額
出
資
で
設
立
さ
れ
た
後
、
光
緒
八
年
三
月
一
日
(
一
八
八
二
・
四
・
一
八
)
か
ら
官
督
商
緋
経
管
に
移
行
し
た
。
そ

の
際
に
制
定
さ
れ
た
商
灘
大
略
章
程
は
、
同
局
の
事
業
目
的
を
「
軍
報
の
疎
通
を
第
一
の
任
務
と
し
、
商
民
に
と
っ
て
の
利
便
が
そ
れ
に
次

ぐ
」
と
規
定
し
、
軍
事
を
中
心
と
す
る
公
的
情
報
の
惇
達
を
明
確
に
そ
の
第
一
の
目
的
と
し
て
位
置
付
け
た
。
そ
の
上
で
政
府
首
局
に
よ
る
電

信
の
使
用
に
つ
い
て
具
瞳
的
な
取
り
扱
い
が
定
め
ら
れ
、
軍
機
慮
、
総
理
街
門
、
各
省
の
総
督
・
巡
撫
街
門
、
そ
し
て
各
国
駐
在
の
出
使
大
臣

(

白

山

)

を
封
象
に
、
そ
の
公
印
が
押
さ
れ
た
電
報
を
無
料
で
最
優
先
に
取
り
扱
う
こ
と
を
-
認
め
た
。
ち
な
み
に
料
金
上
の
優
遇
措
置
に
つ
い
て
は
、
そ

の
後
同
局
の
経
営
負
捨
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
光
緒
二
二
年
(
一
八
八
七
)
よ
り
そ
の
半
額
は
首
局
に
支
拙
い
を
求
め
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た

が
、
こ
う
し
て
天
津
|
上
海
聞
の
開
通
と
と
も
に
、
清
朝
政
府
は
圏
内
に
お
い
て
も
公
的
情
報
の
停
達
の
上
で
電
信
を
利
用
で
き
る
環
境
を
手

に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
園
内
の
官
僚
に
針
し
で
も
電
信
を
用
い
て
上
識
を
停
達
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
早
期
の
事
例
と
し
て
、
早
く
も

こ
の
光
緒
八
年
三
月
に
は
、
雨
麿
総
督
張
樹
嘗
へ
の
上
論
が
電
報
に
よ
り
惇
達
さ
れ
た
。
同
月
に
李
鴻
章
は
病
床
の
母
親
を
見
舞
う
た
め
一
ケ

(
伝
)

月
聞
の
休
暇
を
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
出
護
は
そ
の
聞
北
洋
大
臣
及
び
直
隷
総
督
の
任
を
代
行
す
る
張
樹
撃
の
到
着
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
李
は
一
刻
も
早
く
出
護
で
き
る
よ
う
、
三
月
一
一
日
(
四
・
一
九
)
に
張
に
宛
て
て
護
せ
ら
れ
た
職
務
代
行
を
命
じ
る
上
論
に
つ
い
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て
、
そ
の
電
報
に
よ
る
内
容
惇
達
を
願
い
出
た
。
こ
う
し
た
李
の
願
い
を
慈
稽
皇
太
后
も
聞
き
入
れ
、
「
直
ち
に
電
信
で
上
誌
を
惇
え
、
張
樹

撃
に
は
騨
停
に
よ
る
正
式
の
上
議
停
達
を
待
つ
こ
と
な
く
、
直
ち
に
雨
康
総
督
の
任
務
の
引
き
継
ぎ
を
行
っ
て
、
汽
船
で
速
や
か
に
北
上
さ
せ

(
侃
)

よ
」
と
命
じ
た
。
そ
し
て
一
一
一
月
九
日
に
李
に
よ
り
天
津
か
ら
護
せ
ら
れ
た
電
報
は
、
上
海
経
由
で
香
港
ま
で
迭
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
慶
州
へ
と
配

(
m
w
)
 

達
さ
れ
た
。
翌
一

O
日
に
電
報
を
受
け
取
っ
た
張
は
、
「
香
案
を
設
け
、
閥
を
望
み
て
叩
頭
」
し
て
命
を
拝
し
た
と
い
い
、
通
常
の
丈
書
に
よ

る
惇
達
と
同
様
の
扱
い
で
上
誌
を
拝
受
し
た
。
こ
れ
が
圏
内
に
お
け
る
電
寄
論
旨
護
令
の
最
初
の
事
例
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
園
内
政
治
の
上
で
も
、
電
信
に
よ
る
情
報
の
惇
達
が
開
始
さ
れ
た
。
た
だ
、
こ
の
時
貼
で
は
こ
う
し
た
皇
帝
と
地
方
官
僚
と
の
聞

で
の
電
信
使
用
は
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
都
度
判
断
し
て
行
わ
れ
た
。
皇
帝
が
そ
の
使
用
を
命
じ
た
事
例
に
つ
い
て
、
光
緒
九

年
(
一
八
八
三
)
八
月
ま
で
を
範
圃
と
し
て

(
山
山
)

見
出
せ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
間
に
も
、
例
え
ば
光
緒
八
年
六
月
の
朝
鮮
に
お
け
る
壬
午
軍
乱
に
際
し
て
は
、
出
使
日
本
大
臣
の
禁
庶
昌
よ
り

そ
の
第
一
報
を
惇
え
る
電
報
が
護
せ
ら
れ
る
な

rq
電
信
は
清
朝
の
封
外
連
絡
の
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
だ
圏
内
に
お
い
て

『
賓
録
」
よ
り
抽
出
す
れ
ば
、
こ
の
張
樹
撃
に
釘
す
る
上
識
の
惇
達
以
後
は
、
わ
ず
か
に
三
例
が

は
、
そ
の
使
用
は
な
お
例
外
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
情
勢
の
緊
迫
化
と
電
信
使
用
の
展
開

電
信
使
用
が
圏
内
政
治
の
上
で
大
き
く
進
展
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
清
悌
戦
争
に
至
る
新
た
な
封
外
情
勢
の
緊
迫
化
で
あ
る
。
同
時
期

に
藩
属
固
た
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
を
巡
り
、
清
朝
は
そ
の
植
民
地
化
を
目
指
す
フ
ラ
ン
ス
と
の
聞
で
の
封
立
を
激
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
朕

723 

一
層
の
情
報
停
達
瞳
制
の
強
化
が
取
り
組
ま
れ
、
電
信
が
そ
の
手
段
と
し
て
最
大
限
活
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば

(
刊
)

華
南
へ
の
電
信
建
設
が
着
手
さ
れ
、
光
緒
九
年
二
月
よ
り
蘇
州
か
ら
街
江
・
一
帽
建
を
経
て
慶
州
に
至
る
匝
聞
で
工
事
が
開
始
さ
れ
た
。
更
に
同

(
九
)

年
末
に
は
唐
州
か
ら
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
固
境
に
接
し
た
唐
西
省
龍
州
ま
で
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
翌
一

O
年
(
一
八
八
四
)
閏
五
月
に
ま
ず
同

(

η

)

(

門

は

)

直
聞
が
先
行
し
て
開
通
し
た
。
蘇
州
|
慶
州
聞
は
、
こ
れ
に
遅
れ
て
九
月
一
七
日
(
二
・
囚
)
に
全
通
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
華
南
の
最
前

況
の
中
で
、
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線
ま
で
電
信
線
に
よ
り
結
ぼ
れ
た
。

こ
う
し
た
電
信
整
備
の
進
展
を
基
礎
に
、
清
朝
政
府
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
情
勢
に
関
連
す
る
情
報
を
迅
速
に
取
り
交
わ
し
て
い
っ
た
。
特
に
上
奏

と
上
識
の
惇
達
が
、
こ
れ
を
契
機
に
日
常
的
に
電
信
で
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
護
端
と
な
っ
た
の
が
、
光
緒
九
年
八

月
に
行
わ
れ
た
雨
康
総
督
張
樹
聾
に
よ
る
上
奏
で
あ
る
。
そ
こ
で
張
は
、
ま
ず
昔
時
の
虞
東
省
と
北
京
と
の
聞
で
の
情
報
惇
達
賦
況
を
こ
の
様

に
指
摘
し
た
。

慶
一
束
は
遠
く
嶺
南
に
あ
り
、
お
よ
そ
緊
要
の
上
奏
は

一
日
四
五
百
里
の
騨
惇
で
護
迭
さ
れ
て
北
京
と
の
聞
を
往
復
し
ま
す
が
、
そ
の

間
四

O
日
あ
ま
り
を
要
し
ま
す
。
大
局
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
地
方
官
僚
と
し
て
は
上
論
を
奉
じ
な
け
れ
ば
直
ち
に
賓
行
に
移
す

わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
外
圃
情
勢
は
刻
々
と
饗
化
し
、
封
磨
の
誤
り
を
常
に
憂
慮
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
ひ
と
た
び
誤
れ

(

引

け

)

ば
、
そ
の
結
果
は
ま
こ
と
に
重
大
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
北
京
と
の
距
離
に
よ
る
機
敏
な
封
庭
の
困
難
さ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
特
に
康
東
で
は
ア
ヘ
ン
戦
争
な
ど
の
際
の
状
況
が
記

憶
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
上
論
を
仰
ぐ
ま
で
に
長
期
の
日
時
を
要
し
、
そ
の
聞
に
適
切
な
針
庭
を
と
る
こ
と
が
阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ

う
し
た
制
約
を
解
消
す
る
た
め
に
、
張
は
近
代
交
通
手
段
を
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
情
報
停
達
の
迅
速
化
を
提
議
し
た
。
そ
こ
で
は
ま
ず

汽
船
輪
迭
を
利
用
す
る
こ
と
で
奏
摺
な
ど
の
文
書
惇
達
を
迅
速
化
す
る
こ
と
が
提
議
さ
れ
た
が
、
更
に
重
要
な
案
件
に
つ
い
て
は
、
今
後
は
原

則
的
に
電
信
を
用
い
て
停
達
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

今
後
も
し
上
識
を
蒙
り
ま
し
た
な
ら
、
可
能
な
ら
ば
総
理
街
門
に
下
し
て
、
先
に
そ
の
要
旨
を
電
報
で
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
わ
け
に
は

ま
い
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
直
ち
に
遵
守
賓
行
で
き
る
よ
う
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
今
後
洋
務
関
連

の
重
要
事
件
が
あ
り
ま
し
た
な
ら
、
願
わ
く
ば
臣
よ
り
電
信
で
総
理
街
門
に
惇
達
し
て
、
ま
ず
同
街
門
よ
り
上
聞
に
及
ぶ
こ
と
に
い
た
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
さ
す
れ
ば
間
に
合
わ
ず
手
遅
れ
に
な
る
と
い
う
心
配
を
克
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。(

九
)

首
時
、
ま
だ
蘇
州
|
慶
州
聞
の
電
信
線
は
建
設
途
上
で
あ
っ
た
が
、
同
年
に
慶
州
香
港
聞
の
電
信
線
が
開
通
し
、
香
港
で
大
北
電
信
の
海
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底
線
に
接
績
す
る
こ
と
で
、
慶
州
よ
り
上
海
・
天
津
方
面
へ
の
電
信
の
直
通
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
環
境
を
利
用
し
て
、
張
は
電

信
に
よ
る
中
央
と
の
聞
で
の
情
報
惇
達
瞳
制
の
確
立
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
提
議
は
八
月
二
五
日
(
九
・
二
五
)
に
中
央
政
府
の
側

(
市
)

よ
り
全
て
承
認
さ
れ
、
こ
れ
以
後
、
張
樹
撃
だ
け
に
限
定
せ
ず
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
情
勢
に
関
連
し
た
各
嘗
事
者
を
封
象
と
し
て
こ
う
し
た
措
置
が

と
ら
れ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
九
月
一
五
日
(
一

0
・
一
五
)
に
雲
貴
総
督
界
統
英
・
贋
東
巡
撫
伺
丈
蔚
・
慶
西
巡
撫
徐
延
旭
・
雲
南
巡
撫
唐

(
打
)

畑
に
封
し
て
護
せ
ら
れ
た
上
識
は
、
騨
停
に
よ
り
惇
達
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
内
容
は
岐
に
前
日
に
総
理
街
門
に
よ
り
電
報
を
用
い
て
護
信

(
刊
日
)

さ
れ
た
。
そ
し
て
一
六
日
に
一
旦
慶
州
の
張
樹
聾
へ
停
達
さ
れ
た
後
、
そ
こ
か
ら
更
に
騨
停
で
各
督
撫
へ
と
迭
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
封
外
情
勢

の
緊
迫
化
の
中
で
、
電
信
は
園
内
に
お
い
て
も
情
報
惇
達
の
手
段
と
し
て
、
そ
の
使
用
が
定
着
し
て
い
っ
た
。

第
四
土
早

電
奏
・
電
寄
論
旨
制
度
の
確
立

細
川
理
街
門
に
よ
る
管
轄
睦
制
確
立
と
北
京
へ
の
電
信
開
通

こ
う
し
た
過
程
を
経
て
、
電
信
は
清
朝
政
治
樫
制
の
中
で
、
日
常
的
な
情
報
惇
達
の
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴

ぃ
、
電
奏
・
電
寄
論
旨
が
制
度
的
に
も
確
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
確
立
の
過
程
で
は
、
様
々
な
面
で
清
悌
戦
争
の
勃
護
し
た
光
緒
一

O
年
(
一
八
八
四
)
が
、

一
つ
の
書
一
期
と
な
っ
た
。
ま
ず
一
つ
は
、

総
理
街
門
に
よ
る
管
轄
瞳
制
が
、
同
街
門
の
機
構
改
革
と
と
も
に
改
め
て
確
立
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
電
信

の
使
用
開
始
以
来
、
内
外
の
官
僚
か
ら
の
電
報
は
、

い
ず
れ
も
一
旦
同
街
門
に
迭
ら
れ
、
そ
の
代
奏
と
し
て
皇
帝
に
提
出
さ
れ
た
。
官
僚
よ
り

725 

皇
帝
へ
直
接
提
出
さ
れ
る
奏
摺
に
封
し
、
電
報
は
丈
字
を
モ
ー
ル
ス
信
競
に
愛
換
す
る
こ
と
で
、
ま
ず
電
報
局
員
の
介
在
を
必
要
と
し
た
。
そ

し
て
中
国
語
電
報
の
場
合
は
、
更
に
漢
字
一
字
を
四
桁
の
番
披
に
置
き
換
え
て
、
そ
れ
を
モ
ー
ル
ス
信
強
化
す
る
と
い
う
手
順
が
そ
れ
に
付
け

(
内
)

加
わ
っ
た
。
こ
う
し
た
作
業
が
総
理
街
門
の
手
で
行
わ
れ
、
在
外
外
交
官
と
の
連
絡
よ
り
開
始
さ
れ
た
後
、
圏
内
官
僚
と
の
電
報
に
よ
る
連
絡
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も
同
様
に
そ
の
捨
首
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
線
理
街
門
に
よ
る
電
奏
・
電
寄
論
旨
の
停
達
は
、
嘗
初
の
時
時
で
は
同
街
門
の
軍
機
慮
と
の
一
瞳
性
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
て
い(

前
)

た
。
総
理
街
門
の
大
臣
に
は
、
そ
の
設
立
以
来
、
軍
機
大
臣
の
全
員
が
加
わ
り
、
同
街
門
は
軍
機
庭
と
一
躍
的
な
機
聞
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

だ
が
光
緒
一

O
年
に
至
り
、
雨
者
は
分
離
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
三
月
一
一
一
一
日
(
四
・
八
)
に
慈
鵡
皇
太
后
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
問
題
を
め
ぐ
る
封

(
U
U
)
 

悌
交
渉
の
失
敗
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
恭
親
王
突
訴
を
は
じ
め
と
す
る
軍
機
大
臣
全
員
を
更
迭
し
た
。
そ
し
て
そ
の
細
川
理
街
門
大
臣
と
し
て
の

職
務
も
解
き
、
そ
の
後
任
に
は
軍
機
慮
と
総
理
街
門
と
で
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
員
を
充
て
た
。
史
上
「
甲
申
易
植
」
と
稽
さ
れ
る
こ
の
事
件
は
、

電
信
に
よ
る
情
報
停
達
瞳
制
に
影
響
を
輿
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
新
た
に
泊
料
理
街
門
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
突
助
ら
は
同
月
二
四
日
に
上
奏
を
行

ぃ
、
従
来
一
躍
で
機
能
し
て
き
た
雨
者
の
分
離
は
種
々
の
面
で
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
再
考
を
求
め
た
。
そ
こ
で
は
情
報
惇
達
上
の
問
題

が
筆
頭
に
奉
げ
ら
れ
、
特
に
電
奏
・
電
寄
論
旨
の
惇
達
が
こ
れ
ま
で
よ
り
手
聞
を
費
や
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
主
張
さ
れ
た
。

電
旨
に
つ
い
て
は
、
軍
機
大
臣
よ
り
惇
達
さ
れ
、
電
奏
に
つ
い
て
は
、
臣
署
に
よ
り
停
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
雨
機
闘
の
聞
で

の
手
績
に
よ
る
遅
れ
は
一
、

一
一
日
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
で
も
そ
れ
は
敷
蔦
里
の
遅
れ
と
な
り
ま
す
。
外
国
は
海
外
の
絶
域
に
あ
り
な

が
ら
情
報
が
迅
速
に
停
え
ら
れ
ま
す
が
、
臣
署
は
宮
中
の
間
近
に
位
置
し
な
が
ら
聞
を
宮
門
が
幾
重
に
も
隔
て
て
い
ま
す
。
改
善
を
意
固(

沼
)

し
て
、
か
え
っ
て
因
循
に
陥
り
、
こ
れ
で
は
弊
害
を
防
止
す
る
は
ず
が
、
む
し
ろ
そ
れ
を
悪
化
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

こ
の
様
に
、
こ
れ
ま
で
は
宮
中
に
所
在
す
る
軍
機
庭
と
一
睡
で
機
能
す
る
こ
と
で
行
わ
れ
て
き
た
総
理
街
門
に
よ
る
電
奏
・
電
寄
論
旨
の
取

(
お
)

り
次
ぎ
で
あ
る
が
、
結
局
そ
の
分
離
は
撤
回
さ
れ
ず
、
讐
方
の
役
割
分
捨
を
前
提
と
し
て
、
改
め
て
そ
の
惇
達
瞳
制
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
総
理
街
門
は
電
報
の
牧
設
と
そ
の
丈
書
と
の
聞
で
の
翻
課
を
、
軍
機
庭
は
そ
の
皇
帝
と
の
聞
で
の
取
り
次
ぎ
を
そ
れ
ぞ
れ
捨

(
叫
)

首
す
る
こ
と
で
、
電
奏
・
電
寄
論
旨
に
よ
る
情
報
停
達
が
維
持
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
れ
と
と
も
に
、
同
年
に
お
け
る
重
要
な
饗
革
と
し
て
奉
げ
ら
れ
る
の
が
、
北
京
へ
の
電
信
開
通
で
あ
る
。
光
緒
七
年
の
電
信
建
設
に
際
し

て
は
、
北
京
よ
り
東
南
に
一

0
0
1阻
以
上
離
れ
た
天
津
が
起
貼
と
さ
れ
た
。
直
接
北
京
ま
で
敷
設
す
る
こ
と
が
見
送
ら
れ
た
の
は
、
後
に
李
鴻
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(
出
)

っ
た
結
果
だ
と
い
う
。
こ
う
し
て
首
初

章
が
語
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
「
頗
る
士
大
夫
の
見
聞
未
だ
熟
さ
ず
、
或
い
は
口
舌
を
滋
く
す
る
を
慮
」

(
前
)

北
京
へ
は
天
津
の
電
報
局
よ
り
電
報
が
配
達
さ
れ
た
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
情
勢
の
緊
迫
化
な
ど
で
電
信
へ
の
依
存
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
こ
う
し

た
制
約
の
解
消
が
目
指
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
光
緒
八
年
(
一
八
八
二
)
の
末
頃
よ
り
天
津
か
ら
北
京
へ
の
電
信
建
設
が
検
討
さ
れ
、

(

幻

)

(

∞

∞

)

翌
九
年
六
月
に
ま
ず
北
京
東
郊
の
通
州
へ
延
長
さ
せ
る
こ
と
に
決
定
、
八
月
一
八
日
(
九
・
一
八
)
に
開
通
し
た
。
そ
し
て
翌
一

0
年
間
五
月

(
約
)

二
O
日
(
一
八
八
四
・
七
・
二
一
)
に
は
、
総
理
街
門
に
よ
り
通
州
か
ら
北
京
へ
の
延
長
が
上
奏
さ
れ
た
。
「
通
州
よ
り
騨
惇
で
電
報
を
北
京
へ

と
、
さ
る
際
、
夜
間
で
あ
れ
ば
閉
ざ
さ
れ
た
城
門
が
行
く
手
を
隔
て
、
事
態
が
刻
々
と
展
開
し
て
い
る
賦
況
に
あ
っ
て
は
、
釘
履
を
誤
ら
せ
る
こ

と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
」
。
北
京
へ
直
接
電
信
を
開
通
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
性
を
、
同
街
門
は
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
二

O
日
に
は
北
京

駐
在
の
フ
ラ
ン
ス
公
使
よ
り
同
街
門
に
最
後
通
牒
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
問
題
を
め
ぐ
り
昔
時
封
悌
関
係
は
決
裂
寸
前
の
状
況
に
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
緊
迫
し
た
情
勢
を
背
景
に
、
首
都
北
京
へ
の
電
信
建
設
は
つ
い
に
賓
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

工
事
は
同
年
七
月
に
完
成
し
、
ま
ず
北
京
の
外
城
に
置
か
れ
た
一
般
に
も
利
用
を
開
放
し
た
商
電
報
局
が
二
日
(
八
・
一
一
一
一
)
よ
り
開
業
し

(ω) 

た
。
そ
し
て
内
城
東
部
の
総
理
街
門
近
傍
に
は
公
用
電
報
を
専
門
に
取
り
扱
う
官
電
報
局
が
開
設
さ
れ
、
一

O
日
よ
り
通
信
を
開
始
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
中
央
政
府
は
圏
内
そ
し
て
海
外
の
各
地
と
の
聞
で
直
接
電
報
を
取
り
交
わ
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
し
て
早
速
に
重
大
な
情
報
が

停
え
ら
れ
て
き
た
。
七
月
三
日
に
フ
ラ
ン
ス
海
軍
は
一
柏
建
省
馬
尾
で
幅
建
艦
隊
を
攻
撃
し
、
こ
こ
に
清
僻
戦
争
が
勃
設
し
た
。
そ
の
情
報
は
、

(
m
m
)
 

ま
ず
一
帽
州
電
報
局
よ
り
天
津
の
李
鴻
章
へ
惇
え
ら
れ
、
翌
四
日
に
李
よ
り
線
理
街
門
へ
と
轄
迭
さ
れ
て
上
奏
さ
れ
た
。
更
に
五
日
に
は
閑
漸
線

(

川

出

)

督
の
何
環
と
合
理
唱
建
海
彊
事
宜
の
張
侃
論
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
開
戦
を
報
告
す
る
電
奏
が
直
接
北
京
の
総
理
街
門
へ
と
惇
え
ら
れ
た
。
翌
六
日

(

川

町

)

に
上
奏
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
報
告
の
内
容
を
受
け
て
、
清
朝
政
府
は
こ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
へ
宣
戦
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
北
京
へ

の
電
信
開
通
は
、
清
悌
戟
争
開
戦
情
報
の
迅
速
な
惇
達
を
一
通
じ
て
、
早
速
に
放
力
を
護
揮
し
て
い
っ
た
。
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電
奏
・
電
寄
論
旨
制
度
の
概
要

こ
の
様
に
し
て
、
電
奏
・
電
寄
論
旨
は
清
朝
政
治
睦
制
の
中
で
正
式
の
情
報
惇
達
手
段
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
制
度

的
な
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
の
政
治
制
度
を
総
括
す
る
光
緒
二
五
年
(
一
八
九
九
)
重
修
の
『
大
清
合
同
典
」
に
記
述
が
あ
る
。
そ
こ
で
は

(

川

内

)

線
理
街
門
の
職
掌
の
一
つ
と
し
て
、
以
下
の
様
に
電
旨
(
電
寄
議
己
日
)
・
電
奏
の
取
り
次
ぎ
が
奉
げ
ら
れ
た
。

ぁ

凡
そ
電
旨
あ
ら
ば
、
則
ち
、
迅
課
し
て
以
て
行
か
し
む
。
電
奏
の
到
る
に
遇
わ
ば
、
則
ち
迅
課
し
て
以
て
軍
機
慮
に
遁
し
、
御
覧
に
進
呈

す。

そ
し
て
電
旨
・
電
奏
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
注
樟
が
加
え
ら
れ
た
。

(
電
旨
に
つ
い
て
)
論
旨
要
件
の
雷
に
速
や
か
に
行
う
べ
き
者
は
、
電
線
を
用
い
て
設
す
。
本
街
門
の
旨
に
遭
い
て
電
達
す
る
の
件
、
及

び
緊
要
事
件
も
、
亦
た
之
の
如
し
。

(
電
奏
に
つ
い
て
)
凡
そ
出
使
大
臣
、
及
び
各
直
省
の
督
撫
・
将
軍
・
都
統
・
欽
差
大
臣
は
、
緊
要
公
事
の
鷹
に
奏
聞
す
べ
き
者
有
る
に

ゆ
る

遇
わ
ば
、
電
線
に
由
り
て
径
ち
に
本
街
門
に
達
し
て
代
奏
す
る
を
准
す
。

こ
の
様
に
、
皇
帝
と
地
方
・
在
外
の
官
僚
と
の
聞
で
の
正
式
の
情
報
停
達
手
段
と
し
て
電
奏
・
電
寄
議
旨
は
位
置
付
け
ら
れ
た
。
電
寄
論
旨

(

市

川

)

の
護
令
に
際
し
て
は
、
皇
帝
が
軍
機
大
臣
へ
封
象
と
な
る
官
僚
へ
の
上
誌
の
「
電
寄
」
、
す
な
わ
ち
電
迭
を
命
じ
る
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
、

総
理
街
門
に
手
交
さ
れ
て
護
信
さ
れ
た
。
そ
の
使
用
封
象
と
な
る
官
僚
と
し
て
は
、
在
外
の
出
使
大
臣
、
各
省
の
総
督
・
巡
撫
・
駐
防
将
軍
に

加
え
て
、
都
統
・
難
事
大
臣
な
ど
と
い
っ
た
藩
部
を
統
括
す
る
官
僚
も
含
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
の
官
僚
へ
は
、
線
理
街
門
か
ら
電
報
暗
競
冊
子
が

頒
布
さ
れ
た
。
政
府
首
局
に
よ
る
電
報
の
護
信
の
際
に
は
、
情
報
の
漏
洩
を
防
ぐ
た
め
暗
競
電
が
用
い
ら
れ
、
数
年
ご
と
に
そ
の
改
訂
が
行
わ

れ
た
。
表
に
掲
げ
た
の
は
、
そ
の
う
ち
光
緒
二
一
年
(
一
八
九
五
)
に
行
わ
れ
た
改
訂
の
際
に
総
理
街
門
が
冊
子
を
迭
付
し
た
園
内
官
僚
の
一

買
を
、
そ
の
駐
在
地
と
電
信
の
開
通
年
と
と
も
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
中
央
政
府
と
の
聞
で
電
信
に
よ
る
情
報
停
達
を
認
め
ら
れ
た
官
職
の
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範
園
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
電
奏
・
電
寄
論
旨
の
使
用
は
、
国
外
の
出
使
大
臣
と
と
も
に
、
清
朝
版
圏
全
瞳
に
展
開
す
る
官
僚
が
封

象
と
さ
れ
、
そ
の
駐
在
地
へ
は
次
々
と
電
信
が
開
通
し
て
い
っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
に
駐
在
す
る
官
僚
の
中
に
は
、
電
信
が
直
接

通
じ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
官
僚
に
つ
い
て
も
、
隣
接
地
域
よ
り
電
報
の
配
達
を
受
け
る
こ
と
で
、
電
信
に
よ
る

(

山

内

)

連
絡
睦
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

既
存
の
上
奏
制
度
と
の
閲
係

一
つ
の
課
題
と
な
っ
た
。
ど
の
様
な
情
報
は

電
奏
・
電
寄
論
旨
制
度
の
確
立
の
上
で
は
、
既
存
の
上
奏
制
度
と
の
闘
係
を
ど
う
す
る
か
が
、

電
報
で
惇
え
、
ど
の
様
な
情
報
は
奏
摺
な
ど
こ
れ
ま
で
通
り
に
丈
書
で
停
え
る
か
、
そ
う
し
た
使
い
分
け
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

一
つ
の
見
解
が
一
不
さ
れ
た
の
が
光
緒
二
二
年
(
一
八
八
七
)
の
総
理
街
門
に
よ
る
上
奏
で
あ
る
。
雲
南
へ
の

(
肝
)

電
信
開
通
に
件
い
、
居
一
百
貴
総
督
界
統
英
よ
り
電
奏
を
奏
摺
と
ど
う
使
い
分
け
れ
ば
良
い
の
か
と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
な
さ
れ
た
の
に
封
し
、
同

る
。
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、

街
門
は
こ
の
様
に
答
え
た
。

調
べ
ま
す
る
に
、
近
年
電
信
が
導
入
さ
れ
て
よ
り
各
省
の
将
軍
・
督
撫
が
北
京
へ
と
電
奏
し
、
ま
た
臣
街
門
へ
協
議
を
求
め
て
連
絡
し

て
く
る
件
は
、
大
睦
が
み
な
軍
情
・
界
務
・
遺
防
と
い
っ
た
問
題
に
闘
す
る
事
案
で
重
要
機
密
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
臣
街

門
に
直
接
惇
達
さ
れ
て
お
り
ま
す
:
:
:
。
日
常
的
な
案
件
で
至
急
に
決
裁
を
行
う
必
要
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
規
程
に

従
っ
て
騨
停
に
よ
り
惇
達
す
べ
き
で
あ
り
、
経
費
の
節
約
の
た
め
に
も
電
報
で
惇
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
総
督
が
言
、
つ
よ
う
な
、

ど
の
案
件
は
四
時
停
で
迭
り
、
ど
の
案
件
は
電
報
で
迭
る
か
と
い
う
こ
と
の
指
定
は
、
臣
街
門
で
は
特
に
規
程
を
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
。
事

態
の
緩
急
は
随
時
判
断
し
て
封
醸
す
べ
き
で
あ
り
、
却
っ
て
柔
軟
な
封
磨
を
妨
げ
て
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
も
、

(
路
)

規
程
を
定
め
る
必
要
は
な
い
も
の
と
思
い
ま
す
。

729 

こ
の
様
に
、
基
本
的
に
は
軍
事
と
封
外
交
渉
に
関
連
す
る
事
案
が
電
報
に
よ
る
惇
達
の
封
象
と
さ
れ
、
た
だ
柔
軟
性
を
も
た
せ
た
運
用
を
可
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電報E音放冊子送付封象圏内官僚 覧(光緒21年(1895)10月時黙)

北洋大臣(直ま京総督粂任〕・直隷省大津(北洋 l責州将軍・康東省債州1883

十

大匝駐地)1881，保定〔直隷総督駐地)1885

南洋大臣(岡江糠督粂任):江蘇省i工寧(南京)

1882 

雨虞i里督麿東省慶州、11883

湖底総督・湖北省武昌1884(漢口)

雲貴線督・雲南省昆明1887

閤i折線督:幅建省、幅州1884

険甘総督.甘粛省i蘭州1890

四川線督.四川省成都1886

1曹運糖、督江蘇省准安1881

東河i可逗組、聖子 河南省開封1888

江蘇巡梅・江蘇省蘇州1881

江西巡j無:江西省南昌1888

湖北巡j無.湖北省武昌1884(漢口)

湖南巡梅.湖南省長沙1897

山東巡探 山束省i斉南1885

山西巡拠・山西省太原1890

康束巡j無:I責束省慶州1883

慶西巡探:I責西省、桂林1887

1折il巡拠 .1折江省杭州1883

河南巡梅.河南省開封1888

欧西巡t権 限西省、西安1890

雲南巡権・雲南省昆明1887

貴州巡梅・貴州省貴陽1887

安徽巡嫌:安徽省安慶1884

新彊巡権.新彊省ì~由化1893

帰京将軍政京省奉天1885

吉林将軍吉林省吉林1886

黒龍江将軍:黒龍江省奔奔口合爾1887

成都将軍:阿川省成都1886

杭州将軍:i'折江省、杭州1883

伊翠将軍:新彊省伊整1894

絞主主城将軍:ka<遠1909(建設開始年)

定違左副将軍〔烏里雅蘇塞将軍) 烏里雅蘇

室(未開通=庫倫より惇達)

熱1可都統・承徳1892(建設開始年)

察H台爾都統:張家口1897(建設開始年)

局里雅蘇室参賛大臣.烏里雅蘇蓋(未開通二

庫倫より惇;主)

科布多参賛大臣:科布多(未開通=1卓倫より

惇達)

庫倫税事大臣 :J車倫1899

西寧都事大匝:廿甫省、西寧(未開通ニ蘭州よ

1)惇達)

駐寂税事大臣.投薩(未開通二四川より惇達)

塔爾巴日台烹参賛大臣:新彊省塔爾巴恰烹

1894 

江海開道:江蘇省上海1881

津海閥道:直隷省天津1881

所海閥道:i折江省寧波1884

臥i毎闘う皇 .1折7工省温州1902

山海閥道盛京省管口1885

鎮江閥道・江蘇省銀江1881

九江闘道・江西省九江1884

江漢閥道:湖北省漢口1884

宜昌閥道.湖北省宜昌1886

重慶闘道.阿川省、重慶1886

蕪湖閥道安徽省蕪湖1884

卑海閥道・底東省庚州1883

嘉l裕闘道:甘粛省、講州1890

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
国
中

ー「
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C
(
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Cω 

玉事

幅州将軍:幅建省幅州1884 蒙自閥道:雲南省蒙自1887

刑州将軍.湖北省刑州1886(沙市) 龍州閥道.底西省龍州1884

凡例 ・駐在地の後には電信の開通年を示した。開通年が厳密に特定できない場合には，建設開

始の年を不して注記した。

-直接隣接する地駄に電信が開通した場合には，その時黙で電報のWz:設が可能となったも

のと判断し，その地貼名を開通年の後に補った。

・電信の開通年，建設開始年は，拙稿「清末時期電信事業年表j(r近代中園研究蒙報』第

20競. 1998) に依娠した。

・同年の日本への墓湾割譲以前には，墓i湾;主撫もこれらの釘象官職に含まれていた。参考

までに奉げれば，その駐在する蓋北へは1887年に電信が通じている。

出典 11103熔岩行南洋大臣劉坤一文j. 11104熔岩剤行ilì~関這黄íiili.絡剤 j. r海防楢』丁電線

1611 ~ 1613頁。
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能
に
す
る
た
め
に
、
明
文
化
さ
れ
た
規
程
は
敢
え
て
制
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
両
者
は
惇
達
す
る
情
報
の
重
要
性
に
よ
っ
て
使
い
分
け

ら
れ
て
い
っ
た
。
皇
帝
へ
の
報
告
を
完
全
に
電
報
の
み
で
行
う
こ
と
に
針
し
て
は
、
中
間
過
程
で
第
三
者
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
り
慎
重
な
意

見
も
出
さ
れ
た
。
北
京
へ
の
電
信
開
通
の
直
後
で
あ
る
光
緒
一

O
年
七
月
の
こ
と
で
、
給
事
中
の
胡
隆
淘
と
寓
培
因
に
よ
り
電
報
の
迭
受
信
に

際
し
て
内
容
の
誤
停
達
や
改
寵
が
生
じ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
針
策
と
し
て
、
胡
ら
は
報
告
内
容
を
必
ず
追
っ
て
奏
摺
で
も
提
出
す

(

川

町

)

る
よ
う
提
議
し
、
以
後
こ
う
し
た
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
様
に
、
な
お
電
奏
は
丈
書
に
よ
る
上
奏
の
補
助
的
な
手
段
と
し
て

(
川
)

位
置
付
け
ら
れ
た
が
、
時
期
が
下
る
に
つ
れ
て
そ
の
役
割
を
増
し
、
既
存
の
上
奏
制
度
は
こ
れ
に
比
例
し
て
そ
の
重
要
性
を
低
下
さ
せ
て
い
っ

(
肌
)

た
。
義
和
園
事
件
後
に
至
り
、
清
朝
政
府
は
題
本
の
廃
止
と
奏
摺
へ
の
一
本
化
と
い
う
上
奏
制
度
の
改
革
を
賓
施
し
た
。
そ
の
要
因
に
つ
い
て

(
脱
)

は
、
濁
立
し
た
考
察
が
求
め
ら
れ
よ
う
が
、

一
つ
の
背
景
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
電
信
使
用
に
伴
う
情
報
停
達
瞳
制
全
瞳
の
壁
化
が
指
摘
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

本
稿
は
、

一
八
七

0
年
代
後
竿
よ
り
八

0
年
代
前
竿
に
か
け
て
の
清
朝
政
治
瞳
制
の
中
で
、
ど
の
様
に
電
信
が
そ
の
情
報
惇
達
の
手
段
と
し

て
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
し
て
き
た
。
こ
こ
に
、
そ
の
概
要
を
整
理
す
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
契
機
と
な

っ
た
の
は
、
在
外
外
交
官
の
抵
遣
に
よ
る
封
外
連
絡
盟
制
の
確
立
で
あ
っ
た
。
圏
外
に
官
僚
が
常
駐
し
て
中
央
政
府
と
常
時
連
絡
を
と
る
と
い

う
新
た
な
賦
況
の
出
現
に
、
文
書
と
と
も
に
電
報
が
そ
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ロ
シ
ア
と
の
聞
で
の
伊
整
問
題

交
渉
に
際
し
て
活
用
さ
れ
た
が
、
第
一
次
交
渉
に
お
け
る
失
敗
は
、
本
園
側
か
ら
の
電
信
に
よ
る
指
示
俸
達
睦
制
確
立
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
第
二
次
交
渉
の
開
始
と
と
も
に
、
上
識
が
電
報
に
よ
り
在
外
の
曾
紀
津
へ
と
惇
達
さ
れ
、
こ
こ
に
電
寄
論
旨
制

度
が
創
始
さ
れ
た
。

731 

一
方
で
、
こ
う
し
た
針
外
連
絡
の
上
で
の
電
信
の
活
用
は
、
園
内
に
お
け
る
情
報
惇
達
の
迅
速
化
の
必
要
を
認
識
さ
せ
る

こ
と
と
な
り
、
伊
整
問
題
を
契
機
と
し
て
圏
内
電
信
建
設
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
。
こ
れ
に
件
い
、
圏
内
で
の
情
報
惇
達
に
も
電
信
が
使
用
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さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
日
常
的
な
展
開
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
情
勢
の
緊
迫
化
に
よ
る
連
絡
盟
制
の
強
化
で
あ
っ
た
。

ス
テ
ム
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
一
八
八
四
年
の
清
仰
戟
争
開
戦
と
相
前
後
し
て
、
電
奏
・
電
宥
討
論
旨
制
度
は
清
朝
政
治
瞳
制
に
お
い
て
情
報
停
達
の
中
核
と
な
る
シ

こ
の
様
に
、
電
信
は
鼠
存
の
情
報
惇
達
手
段
の
役
割
を
継
承
し
つ
つ
、
そ
の
機
能
を
書
一
期
的
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
、
清
朝
政
治
瞳
制
の
維

持
・
強
化
に
寄
輿
す
る
も
の
と
し
て
受
容
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。
だ
が
同
時
に
そ
の
導
入
は
、
様
々
な
面
で
そ
の
政
治
統
合
の
在
り
方
に
愛
容
を

も
た
ら
す
要
因
と
し
て
作
用
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
こ
れ
以
後
の
時
期
に
お
け
る
地
方
官
僚
聞
の
政
治
的
連
携
の
局
面
な
ど
は
、

(

山

川

)

そ
の
顕
著
な
事
例
で
あ
ろ
う
が
、
中
央
に
お
け
る
政
治
意
志
決
定
の
過
程
で
も
、
総
理
街
門
に
よ
る
電
奏
・
電
寄
論
旨
の
牧
護
へ
の
閲
輿
は
、

の
曲
折
し
た
展
開
を
見
せ
た
清
末
政
治
史
の
上
で
、

明
ら
か
に
そ
れ
ま
で
の
奏
摺
を
用
い
た
決
裁
の
在
り
方
と
は
異
な
る
吠
況
の
出
現
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
愛
化
が
、
幾
多
も

い
か
な
る
作
用
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
の
か
。
か
か
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
回
な
お
十

分
に
は
解
明
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

註(
1
)

清
末
時
期
に
お
け
る
政
治
的
な
情
報
惇
遠
の
手
段
と
し
て
の
電
信

に
着
目
し
た
研
究
と
し
て
は
、
以
下
の
各
論
文
が
奉
げ
ら
れ
る
。
石

川
一
顧
浩
「
一
九
一

O
年
長
沙
大
拾
米
の
「
鎮
堅
」
と
電
信
」
(
『
史

林
』
第
七
六
虫
色
第
四
抜
、
一
九
九
三
)
。
拙
稿
「
情
報
革
命
と
義
和

園
事
件
|
|
電
気
通
信
の
出
現
と
清
末
中
園
政
治
の
婆
容
|
|
」

(
『
史
皐
雑
誌
』
第
一

O
八
編
第
一
競
、
一
九
九
九
三
拙
稿
「
近
代

通
信
手
段
の
導
入
と
「
政
治
空
間
」
の
再
編
|
|
近
代
中
国
に
お
け

る
電
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
専
制
政
治
鐙
制
の
愛
容
|
|
」

(
『
史
潮
」
新
五
二
援
、
二

O
O
二
)
。
謝
俊
美
著
、
三
輪
雅
人
語

「
情
報
惇
達
と
辛
亥
革
命
|
|
盛
宣
懐
と
中
園
電
報
局
を
あ
わ
せ
て

論
ず
|
|
」
(
孫
文
研
究
舎
編
『
辛
亥
革
命
の
多
元
構
造
|
|
辛
亥

革
命
九
O
周
年
図
際
事
術
討
論
舎
(
柿

J
E
l
l」
、
汲
古
来
日
院
、

二
0
0
三)。

(
2
)

束
洋
史
研
究
舎
編
『
羅
正
時
代
の
研
究
」
(
同
朋
合
同
版
、
一
九

八
六
)

0

(
3
)

棺
案
を
用
い
た
奏
摺
制
度
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
黛
武
彦
氏
が
要

を
得
た
整
加
を
行
っ
て
い
る
。
「
清
代
指
案
史
料
論
序
説
|
|
乾
隆

期
の
日
本
人
漂
流
民
迭
還
関
係
軍
機
虎
録
副
奏
摺
を
素
材
と
し
て

十
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|
|
」
(
『
東
京
大
皐
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
第
一
一
一
一
競
、
二

0
0

一一一
)

0

(
4
)
坂
野
正
高
「
近
代
中
園
政
治
外
交
史
」
(
束
京
大
皐
出
版
舎
、
一

九
七
三
)
三
二
三
頁
。

(
5
)
清
末
に
お
け
る
公
文
書
制
度
の
礎
化
を
概
遮
す
る
研
究
と
し
て
、

周
雪
恒
主
編
『
中
園
槍
案
事
業
史
』
(
北
京
、
中
園
人
民
大
串
出
版

祉
、
一
九
九
四
)
は
電
報
の
使
用
に
言
及
す
る
が
(
三
二
六
l
一一一一一

七
頁
て
そ
の
導
入
の
経
緯
な
ど
具
憧
的
な
過
程
に
つ
い
て
は
ほ
と

ん
ど
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
常
初
は
電
報
は
「
正
式
公

文
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
ず
、
電
寄
論
旨
も
正
式
の
命
令
惇
ι
達
手

段
と
し
て
愛
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戊
戊
饗
法
に
際
し
て
の

こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
だ
が
、
そ
の
根
擦
と
し
て
奉
げ
る
上
議
は
、

賓
際
に
は
間
耐
久
法
関
連
の
指
示
を
地
方
に
迅
速
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
、

内
閣
に
よ
り
愛
せ
ら
れ
る
明
降
論
旨
に
つ
い
て
も
一
律
に
電
報
で
停

え
て
賓
行
さ
せ
る
よ
う
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
電

寄
論
旨
そ
の
も
の
の
扱
い
を
吋
変
更
し
た
わ
け
で
は
な
い
(
『
大
清
徳

宗
景
皇
帝
昔
、
銀
』
(
以
下
『
徳
宗
賓
録
」
と
略
)
巻
四
二
四
、
光
緒

一
一
卜
四
年
七
月
壬
成
)
o

首
初
よ
り
電
寄
論
旨
が
文
書
に
よ
る
上
議

と
同
等
の
殺
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
護
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

本
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
室
田
の
記
述
は
誤

り
で
あ
る
。

(
6
)

前
掲
拙
稿
「
近
代
通
信
手
段
の
導
入
と
「
政
治
穴
エ
開
」
の
再
編
」

0

(
7
)

奏
摺
制
度
に
闘
し
て
は
、
前
掲
黛
「
清
代
棺
案
史
料
論
序
説
」
の

ほ
か
、
主
と
し
て
以
下
の
研
究
を
参
照
。
宮
崎
市
定
「
潅
正
株
批
論

旨
解
題
ー
ー
そ
の
史
料
的
債
伯
」
(
前
掲
『
潅
正
時
代
の
研
究
』
)

0

733 

」

荘
吉
護
『
清
代
奏
摺
制
度
』
(
園
立
故
宮
博
物
院
、
一
九
七
八
)

0

切
の
州
民
ロ
ロ
。

ω。
四
日
立
-
0
2
』
向
。

s
h
N
R
F
お
お
札
』

h
E民
有
』
叫
コ
~
♂
吋

C
、
む
き
出

。。刊号
N
Q
N
2
』

hHNに
l
h
b
u
s
h

門

u
b
S
F
-
N
U
W
U
ω
l
L
N
~
w
u
p
d
E〈
ぬ
門
印

H
q
c
H

(
リ
と
に
D
円
門
戸
山
可
H
O凶
印

戸

市

山

匂

H

(
8
)

劉
一
民
生
主
編
「
中
園
古
代
郵
騒
史
」
(
北
京
、
人
民
郵
電
出
版
社
、

一
九
八
六
)
。
劉
文
鵬
「
清
代
田
時
停
及
其
興
彊
域
形
成
闘
係
之
研
究
』

(
北
京
、
中
園
人
民
大
挙
出
版
祉
、
二

O
O
四
)

0

(
9
)

特
に
ル
l
テ
ィ
ー
ン
的
な
案
件
を
惇
え
る
奏
摺
に
闘
し
て
は
、
後

年
ま
で
な
お
官
僚
自
身
が
使
者
を
汲
遺
し
て
送
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

た
。
前
掲
劉
文
鵬
『
清
代
四
時
停
及
其
奥
彊
域
形
成
閥
係
之
研
究
」
一

八一一一
1

一
八
七
頁
。

ラ

サ

(
日
)
最
も
時
間
的
距
離
の
上
で
遠
く
に
位
置
す
る
位
H

隆
駐
在
の
駐
蔵
様

事
大
臣
の
場
合
、
そ
の
惇
達
に
は
最
速
で
も
一
ヶ
月
中
十
以
上
の
時
聞

が
所
要
さ
れ
た
。
以
下
は
北
京
か
ら
の
上
議
惇
達
の
事
例
で
あ
る
が
、

そ
の
場
合
も
五

0
日
間
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。
中
圏
第
一
一
歴
史
槍
案

館
編
「
光
緒
朝
株
批
奏
摺
」
(
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
九
六
)
第

二
六
輯
二
二
三
競
、
先
緒
七
年
二
一
月
二

O
H色
拐
額
奏
。

(
日
)
王
宏
志
「
清
末
首
批
駐
欧
使
節
之
採
遣
」
(
中
華
丈
化
復
興
運
動

推
行
委
員
入
国
主
編
『
中
園
近
代
現
代
史
論
集
』
第
七
巻
、
墓
北
、
憂

い
将
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
)
o

箱
田
恵
子
「
清
朝
在
外
公
館
の
設

立
に
つ
い
て
|
|
常
駐
使
節
泳
遣
の
決
定
と
そ
の
意
味
を
中
心
に

|
|
」
(
『
史
林
」
第
八
六
巻
第
二
援
、
二

O
O
三
)
o

近
代
外
交
史

会
般
に
つ
い
て
は
、
川
島
国
県
『
近
代
中
園
外
交
の
形
成
』
(
名
古
屋

大
皐
出
版
舎
、
二

O
O
四
)
参
照
。

(
ロ
)
「
謹
擬
出
使
章
程
卜
二
候
」
、
葛
士
溶
編
『
皇
制
経
世
文
績
編
』

十

「
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巻
一

O
因。

(
日
)
『
光
緒
朝
東
華
録
』
光
緒
二
年
十
月
乙
卯
、
総
稗
各
園
事
務
街
門

奉〈
O

(
V
H
)

小
風
秀
雅
『
帝
国
主
義
下
の

H
本
海
運
|
|
園
際
競
争
と
釣
外
白

立
|
|
』
(
山
川
出
版
枇
、
一
九
九
五
)
第
一
章
「
定
期
航
路
網
の

形
成
と
束
ア
ジ
ア
」
o

(
日
)
『
光
緒
朝
東
華
録
』
光
緒
二
年
十
月
甲
{
員
、
郭
嵩
烹
奏
。
「
文
報

局
請
奨
片
」
、
李
鴻
章
撰
『
李
文
忠
公
全
集
』
奏
稿
者
三
七
。
ま
た

曾
紀
津
撰
、
玉
木
…
成
標
黙
『
出
使
英
法
俄
園
日
記
」
(
長
沙
、
岳
麓

書
一
吐
、
一
九
八
五
)
の
光
緒
四
年
八
月
二
八

H
の
記
事
も
参
照
。
な

お
『
郭
嵩
喜
一
日
記
』
(
長
沙
、
湖
南
人
民
出
版
壮
、
一
九
八
二
)
に

は
、
黄
恵
和
は
恐
ら
く
字
と
忠
わ
れ
る
黄
永
清
の
名
で
登
場
す
る
。

(
日
)
王
孟
漏
「
清
代
末
葉
之
文
報
局
」
(
『
郵
政
資
料
』
第
二
集
、
基
北
、

交
通
部
郵
政
総
局
郵
政
博
物
館
、
一
九
六
八
)

0

(η)
以
下
、
包
封
の
惇
達
状
況
に
つ
い
て
は
、
『
郭
嵩
票
日
記
』
の
記

辿
に
依
援
し
た
。

(
国
)
圏
内
に
お
け
る
輪
迭
手
段
に
つ
い
て
は
、
通
常
は
天
津
ま
で
更
に

汽
船
で
途
ら
れ
、
そ
の
不
通
の
場
合
に
の
み
上
海
か
ら
騨
停
を
使
用

し
た
。
「
請
設
南
北
洋
電
報
い
色
、
『
李
文
忠
公
全
集
』
奏
稿
巻
三
人
。

(
印
)
光
緒
二
年
一
月
二
四
日
(
一
八
七
七
・
一
一
了
八
)
護
送
の
第
一
回

競
か
ら
六
月
一
八
日
(
七
・
二
八
)
後
迭
の
第
三
五
競
ま
で
、
約
中
T

年
分
を
封
象
に
所
要
日
数
を
サ
ン
プ
ル
集
計
す
れ
ば
、
最
短
で
四
四

円
、
最
長
で
五
三
日
を
費
や
し
て
お
り
、
平
均
で
は
約
四
九
日
と
な

っ
て
い
る
。

(
鈎
)
例
え
ば
、
光
緒
三
年
四
月
七

H
(
一
八
七
七
・
7
1

・
一
九
)
護
迭

」

の
第
二
五
競
包
封
は
、
輸
坪
症
に
常
た
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
船
の
海
難

事
故
に
よ
り
、
ロ
ン
ド
ン
に
到
着
す
る
こ
と
な
く
失
わ
れ
た
。
『
1d刊

嵩
票
日
記
』
光
絡
二
年
六
月
五
日
、
八
日
。

(
幻
)
郭
嵩
煮
は
光
絡
二
年
二
一
月
八
円
(
一
八
七
七
・
一
・
一
一
一
一
)
に

ロ
ン
ド
ン
に
到
着
し
た
が
、
そ
の
着
任
と
英
国
政
府
へ
の
図
書
提
出

を
報
告
す
る
奏
摺
は
、
翌
三
年
二
月
二
八

H
(
一
八
七
七
・
四
・
一

一
)
に
北
京
に
停
達
さ
れ
た
。
「
使
英
郭
嵩
素
等
奏
報
抵
英
呈
遁
図

書
摺
」
、
王
彦
威
輯
『
清
季
外
交
史
料
』
者
九
。
『
徳
宗
賓
録
』
巻
四

八
、
光
緒
三
年
二
月
甲
寅
。

(
包
)
岡
忠
雄
「
英
図
を
中
心
に
観
た
る
電
気
通
信
後
達
史
』
(
通
信
調

査
合
、
一
九
四
二
。
日
本
電
信
電
話
公
枇
海
底
線
施
設
事
務
所

『
海
底
線
百
年
の
歩
み
』
(
電
気
通
信
協
舎
、
一
九
七
一
)

0

(
お
)
中
園
海
底
電
信
舎
一
吐

(
2
5山
ω
5
B
E号
、
叶
己
巾
m
g
z
h
o
J
)

に
よ
り
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
香
港
ま
で
の
海
底
線
が
敷
設
さ
れ
、
そ

の
後
一
八
七
三
年
か
ら
は
東
方
掻
張
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
中
園
電
信
合
同

世
(
寸
宮
肘
忠
ぢ
日
開
見
。
ロ
巴
O

ロ

krg門
岡
山

-
2
5
2
L
の

FHE
斗巾戸。ー

噴
出
官
『

(UP
中
岡
名
は
大
東
電
報
公
司
)
の
経
俸
と
な
っ
た
。

ケ
ー
ブ
ル
・
ア
ン
ド
・
ワ
イ
ヤ
レ
ス
舎
利
編
、
去
十
井
嵩
監
誇
『
ケ
ー

ブ
ル
・
ア
ン
ド
・
ワ
イ
ヤ
レ
ス
合
枇
一
八
六
八
年
!
一
九
六
八
年

青
年
史
』
(
図
際
電
信
電
話
株
式
合
同
枇
、
一
九
七
二
)

0

(μ)
大
北
電
信
株
式
曾
枇
編
、
室
井
嵩
監
誇
『
大
北
電
信
株
式
合
耐

一
八
六
九
年
l
一
九
六
九
年
舎
杭
略
史
』
(
園
際
電
信
電
話
株
式
含

紅
、
一
九
七
二
)
o

な
お
、
首
初
は
子
舎
枇
と
し
て
設
立
さ
れ
た
大

北
中
園
日
本
横
張
電
信
舎
枇
(
叶
}
5
0
H
O
巳

Z
2岳
2
ロ

h
E
E
E仏

τ古田口
F
号
口
出
口
口
叶
己
品

zznDし
が
同
匝
聞
を
経
後
し
、
一

十
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八
七
二
年
に
同
祉
を
合
併
し
て
直
接
経
管
に
移
行
し
た
。

(
お
)
そ
も
そ
も
、
清
朝
政
府
は
こ
の
常
時
圏
外
か
ら
の
電
信
線
の
敷
設

を
認
め
ず
、
大
北
電
信
に
よ
る
上
海
へ
の
海
底
線
陸
揚
げ
は
、
租
界

ま
で
隠
密
裏
に
水
中
ケ
ー
ブ
ル
を
引
く
と
い
う
手
段
で
行
わ
れ
た
。

そ
の
後
一
八
七
三
年
に
呉
訟
よ
り
上
海
ま
で
陸
上
線
に
切
替
え
ら
れ

た
後
も
、
清
朝
側
は
そ
の
早
急
な
撤
去
を
要
求
し
た
が
、
各
国
公
使

に
よ
る
要
請
な
ど
も
あ
り
、
翌
年
末
に
至
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
存
在

を
宥
認
す
る
方
針
に
縛
じ
た
。
「

ω穂
署
収
南
洋
通
商
大
臣
李
宗
義

文
」
、
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編
『
海
防
槍
』
(
塞
北
、
中
央
研

究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
五
七
)
丁
電
線
一

O
八
1
一一

O
頁。

「
引
綿
署
給
英
使
威
安
璃
等
照
合
」
、
同
一
一

0
1
一
一
一
頁
。
「
郎

総
署
牧
意
署
使
李
照
合
同
」
、
同
一
一
七
頁
。
「
山
穂
署
給
英
使
威
安
璃

等
照
合
同
」
、
同
二
二
三
l
一
二
四
頁
。
「
邸
穂
署
牧
出
使
大
臣
曾
紀
津

函
」
、
同
五
九
四
l
瓦
九
八
百
ハ

0

(
お
)
ハ

l
ト
と
キ
ヤ
ン
ベ
ル
と
の
聞
で
交
わ
さ
れ
た
書
信
等
に
つ
い
て

は
、
中
国
語
課
さ
れ
て
以
下
の
資
料
集
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

『
中
岡
海
開
密
槍
|
|
赫
徳
、
金
登
干
函
電
匿
編
(
一
八
七
四
|
一

九
O
七
)
」
(
以
下
『
海
閥
密
槍
』
と
略
。
中
華
書
局
、
一
九
九

O
て

そ
の
第
八
巻
以
降
に
、
電
報
が
状
録
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
「

m赫
致
金
第
四
七
競
」
、
『
海
閥
密
槍
』
第
八
巻
一
一
一
頁
。

(
お
)
光
緒
二
一
年
六
月
八
日
(
一
八
七
七
・
七
・
一
八
)
に
キ
ヤ
ン
ベ
ル

よ
り
愛
せ
ら
れ
た
電
報
が
、
そ
の
初
見
で
あ
る
。
「
抑
余
致
赫
第
一

七
三
披
」
、
『
海
闘
密
槍
』
第
八
虫
色
三
二
頁
。

(
鈎
)
「
狐
金
致
赫
第
一
七
回
競
」
、
『
海
闘
密
檎
』
第
八
巻
二
二
頁
。

「
測
金
致
赫
第
一
七
五
競
」
、
二
二
一
頁
。

735 

」

(
日
出
)
「
海
閥
密
棺
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
範
園
で
は
、
こ
う
し
た
ハ
l

ト
ら
へ
の
電
報
護
送
の
依
頼
は
、
光
緒
四
年
七
月
二
円
(
一
八
七

八
・
七
・
三
一
)
が
最
後
の
事
例
で
あ
る
が
(
「
納
金
致
赫
第
一
一
一
一
一

O
競
」
、
第
八
巻
一
五
七
頁
)
、
そ
の
二
年
後
の
伊
整
問
題
交
渉
に
際

し
で
も
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
曾
紀
津
へ
の
電
報
停
達
に
ハ

l
卜
が
関
わ

っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
(
「
穂
署
奏
中
俄
換
約
日
期
己
届

請
訪
曾
紀
津
和
衷
商
鱗
片
」
、
『
清
季
外
交
史
料
』
巻
一
一
一
一
)
、
ど
の

時
黙
で
彼
等
に
依
存
せ
ず
に
海
外
と
の
電
信
連
絡
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
か
は
、
な
お
解
明
を
要
す
る
課
題
で
あ
る
。

(
訂
)
そ
の
初
期
の
事
例
と
し
て
、
光
緒
四
年
七
月
一
八
日
(
一
八
七

八
・
八
・
一
六
)
に
線
稗
街
門
が
ド
イ
ツ
と
の
交
渉
を
め
ぐ
っ
て
行

っ
た
上
奏
の
中
で
は
、
首
時
出
使
徳
園
大
臣
に
轄
じ
て
い
た
劉
錫
鴻

と
の
聞
で
の
電
報
に
よ
る
や
り
と
り
が
長
文
に
わ
た
り
引
用
さ
れ
て

い
る
。
「
線
署
奏
議
覆
劉
錫
鴻
奏
徳
岡
修
約
可
成
及
時
制
治
保
邦
摺
」
、

『
清
季
外
交
史
料
』
巻
二
二
。

(
沼
)
伊
整
問
題
交
渉
を
め
ぐ
っ
て
は
、
前
掲
坂
野
『
近
代
中
国
政
治
外

交
史
』
の
ほ
か
、
程
文
華
「
中
俄
伊
整
交
渉
」
(
『
中
園
近
代
現
代
史

論
集
』
第
一
五
巻
)
、
李
恩
函
「
曲
目
紀
淳
奥
中
俄
伊
整
交
渉
」
(
『
近

代
中
岡
史
事
研
究
論
集
』
、
蓋
北
、
豪
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
八
二
)

点
空
間
…
。

(
お
)
伊
整
問
題
交
渉
に
お
け
る
電
信
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
坂
野
正
高

氏
が
曾
紀
浮
に
よ
る
第
二
次
交
渉
に
関
し
て
銃
に
指
摘
し
て
い
る

(
前
掲
坂
野
『
近
代
中
園
政
治
外
交
史
」
一
一
一
一
一
一
一
頁
)
o

だ
が
そ
の

使
用
は
、
(
貫
際
に
は
崇
厚
に
よ
る
第
一
次
交
渉
の
段
階
で
開
始
さ
れ

て
い
た
。

十
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(
泊
)
「
線
署
奏
様
使
俄
山
戸
市
厚
電
報
商
灘
交
牧
伊
拘
牛
摺
」
、
『
清
季
外
交
史

料
』
巻
一
五
。

(
お
)
光
緒
六
年
の
曾
紀
津
に
よ
る
交
渉
の
際
の
事
例
で
は
、
九
日
か
ら

一
一
日
で
惇
達
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
「
線
署
奏
擦
曾
紀
津

電
稽
俄
外
部
拒
絶
交
渉
男
ほ
使
赴
北
京
商
訂
摺
」
、
「
線
署
奏
接
曾
紀

津
電
稽
俄
巳
汲
布
策
来
華
麿
侯
其
到
日
再
議
片
」
、
『
清
季
外
交
史

料
』
巻
二
二
。
「
使
俄
曾
紀
津
奏
中
俄
改
訂
候
約
蓋
印
章
押
摺
」
、
同

巻
二
五
。

(
お
)
「
線
署
奏
俄
人
允
還
伊
翠
請
汲
大
員
接
牧
摺
」
、
「
線
署
奏
請
持
交

牧
伊
和
平
時
期
法
議
委
後
一
舟
行
弛
禁
通
商
摺
」
、
「
清
季
外
交
史
料
』
省
一

五
。
「
穂
署
奏
俄
園
交
濯
伊
整
請
将
透
界
地
方
先
照
奮
例
通
商
以
便

定
議
摺
」
、
同
巻
一
六
。

(
幻
)
「
情
聴
署
奏
准
使
俄
崇
厚
電
稀
己
輿
俄
立
約
策
押
摺
」
、
『
清
季
外
交

史
料
』
巻
一
六
。

(
お
)
「
使
俄
崇
厚
奏
奥
俄
園
議
明
交
政
伊
翠
修
定
約
九
羊
謹
陳
塀
理
情
形

摺
」
、
「
清
季
外
交
史
料
』
巻
一
七
。

(
ぬ
)
「
使
俄
崇
厚
奏
輿
俄
定
約
後
由
南
洋
回
京
摺
」
、
『
清
季
外
交
史

料
』
巻
一
八
。

(ω)
『
徳
宗
賓
録
」
虫
色
一

O
四
、
光
緒
五
年
十
一
月
庚
寅
。

(
但
)
「
議
崇
厚
汲
充
使
俄
大
臣
又
議
作
潟
全
権
大
臣
便
宜
行
事
」
、
『
清

季
外
交
史
料
』
巻
一
一
二
。

(
必
)
『
出
使
英
法
俄
園
日
記
』
参
照
。
こ
の
時
二
代
日
の
出
使
英
園
大

臣
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
駐
在
し
て
い
た
曾
紀
浮
へ
は
、
同
年
一
月
二

一
一
日
(
二
了
二
)
に
到
着
し
た
電
報
で
、
出
使
俄
園
大
臣
へ
の
兼
任

と
伊
整
返
還
交
渉
の
捨
常
が
ム
叩
じ
ら
れ
た
こ
と
が
惇
え
ら
れ
た
。

」

(
必
)
「
線
署
奏
接
曾
紀
浮
電
俄
以
兵
船
扶
華
逢
照
前
約
請
詠
曾
紀
津
輿

俄
交
渉
要
旨
摺
」
、
『
清
季
外
交
史
料
』
巻
二
二
。

(
仏
)
「
徳
宗
(
貫
録
』
巻
二
六
、
光
緒
六
年
七
月
丙
申
。

(
必
)
「
線
署
奏
擦
曾
紀
、
患
者
屯
稽
俄
外
部
拒
絶
交
渉
男
一
保
使
赴
北
京
商
訂

摺
」
、
『
清
季
外
交
史
料
』
巻
二
二
。
『
徳
宗
賓
録
』
巻
一
一
七
、
光

緒
六
年
八
月
辛
丑
。

(
必
)
「
使
俄
曾
紀
淳
奏
中
俄
改
訂
候
約
蓋
印
章
押
摺
」
、
『
清
季
外
交
史

料
』
巻
二
五
。
な
お
電
報
受
け
取
り
の
日
付
は
、
同
資
料
で
は
二
一

月
一
七
日
と
す
る
が
、
「
出
使
英
法
俄
岡

H
記
』
で
は
一
八

H
の
記

事
に
こ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
後
者
に
従
っ
た
。

(
U
)

「
線
署
致
繁
庶
昌
中
園
先
汲
欽
差
正
欲
逮
了
之
意
電
十
一
月
十

五
日
」
、
『
清
季
外
交
史
料
」
巻
五
一
。

(
必
)
「
使
俄
曾
紀
淳
奏
中
俄
改
約
情
形
摺
」
、
『
清
季
外
交
史
料
』
巻
二

一立。

(ω)
黄
嘉
護
「
中
園
電
線
的
創
建
」
(
『
中
園
近
代
現
代
史
論
集
』
第
一

。
巻
)
参
照
。
結
局
は
、
一
耐
建
側
の
】
幅
州
馬
尾
聞
が
敷
設
さ
れ
た

の
み
で
中
止
さ
れ
た
。

(
日
)
前
掲
黄
嘉
諜
「
中
国
電
線
的
創
建
」
参
照
。
旗
後
(
現
高
雄
)
よ

り
鶏
龍
(
現
基
隆
)
に
至
る
西
海
岸
を
南
北
に
縦
貫
す
る
路
線
の
建

設
が
計
量
さ
れ
が
、
旗
後
よ
り
歪
湾
府
(
現
歪
ム
岡
)
を
経
て
安
平
に

至
る
匡
間
が
完
成
し
た
の
み
で
中
止
と
な
っ
た
。

(
日
)
「
請
設
南
北
洋
電
報
片
」
、
『
李
文
忠
公
全
集
』
奏
稿
巻
三
八
。

(
臼
)
「
線
署
奏
探
訪
俄
園
情
形
意
在
啓
昨
摺
」
、
「
穂
署
奏
聞
俄
園
将
以

四
銭
甲
船
十
鈴
兵
船
封
鎖
遼
海
片
」
、
『
清
季
外
交
史
料
』
巻
二
一
。

(
日
)
「
徳
宗
(
貫
録
』
巻
一
一
回
、
光
緒
六
年
六
月
庚
申
。
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(
日
)
「
請
設
南
北
洋
電
報
片
」
、
『
李
文
忠
公
全
集
』
奏
稿
山
賢
二
八
。

(
日
)
『
徳
宗
(
貫
録
」
を
一
一
七
、
光
緒
六
年
八
月
庚
成
。

(
関
)
「
創
塀
電
線
報
鈴
摺
」
、
『
李
文
忠
公
全
集
』
奏
稿
巻
四
回
。
『
申

報
」
光
緒
七
年
一

O
月
五
日
「
電
工
告
竣
」
。

(
幻
)
「
幻
・
江
寧
接
競
電
線
片
」
、
中
園
科
皐
院
歴
史
研
究
所
第
三
所

主
編
『
劉
坤
一
遣
い
集
』
(
中
華
書
局
、
一
九
五
九
)
六
六
五
1

六
六

六
頁
。
「
光
緒
八
年
十
二
月
十
八
日
雨
江
総
督
左
宗
裳
奏
」
、
中
園
史

民
宇
舎
主
編
『
洋
務
運
動
』
(
『
中
園
近
代
史
資
料
叢
刊
』
、
上
海
人
民

出
版
壮
、
一
九
六
一
)
第
六
巻
三
四
二
1

一
一
一
四
三
頁
。

(
関
)
交
通
部
・
銭
這
部
交
通
史
編
纂
委
員
八
冒
『
交
通
史
電
政
編
』
(
南

京
、
交
通
部
、
一
九
一
二
六
)
第
五
章
三

O
七
頁
。

(
印
)
新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
天
津
上
海
線
を
経
由
し
て
の
凶

内
か
ら
図
外
へ
の
電
報
直
通
の
第
一
競
と
な
っ
た
と
い
う
。
『
申
報
』

光
緒
七
年
一

O
月
一
五
日
「
電
局
績
間
」

0

(
削
)
「
別
総
者
収
北
洋
大
臣
李
鴻
章
函
」
、
『
海
防
槍
』
丁
電
線
二
九
四

頁
。
な
お
『
交
通
史
電
政
編
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
天
津
上
海
聞

の
電
信
開
通
の
日
付
と
し
て
は
、
一
一
月
四

H
と
す
る
も
の
が
多
い

が
、
以
下
の
新
聞
記
事
な
ど
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
は
賓

際
の
送
受
信
開
始
に
先
立
っ
て
利
用
受
付
を
開
始
し
た
日
と
考
え
ら

れ
る
。
『
申
報
』
光
緒
七
年
一
一
月
二
七
日
「
一
電
報
盛
行
」

0

(
日
)
「
光
緒
八
年
十
二
月
十
八
日
雨
江
総
督
左
示
裳
奏
」
、
「
洋
務
運

動
』
第
六
巻
三
四
二
l
三
四
三
頁
。

(
位
)
「
創
都
電
線
報
鈎
摺
」
、
『
李
文
忠
公
会
集
』
奏
稿
巻
四
回
。

(
臼
)
「
津
温
電
報
徳
局
一
果
呈
大
略
章
程
」
、
『
交
通
史
電
政
編
』
第
一
章

八
l

一O
頁。

737 

」

(
悩
)
「
電
局
官
報
請
給
心
十
資
摺
」
、
『
李
文
忠
公
全
集
」
奏
稿
径
六
O
o

(
町
山
)
「
徳
宗
(
貫
録
』
巻
一
四
四
、
光
緒
八
年
三
月
戊
子
。

(
以
山
)
(
塞
北
)
故
宮
博
物
院
同
書
文
献
館
蔵
軍
機
慮
棺
案
録
副
奏
摺

(
以
下
「
吉
室
北
寂
録
副
」
と
略
)
二
二
七
四
八
総
援
、
光
緒
八
年

三
月
八
日
李
鴻
章
片
。
な
お
、
『
徳
宗
賓
録
』
に
は
こ
の
上
識
は
牧

録
さ
れ
て
い
な
い
。

(
訂
)
「
調
署
直
督
謝
恩
摺
」
、
張
樹
撃
撰
『
張
靖
達
公
奏
議
」
虫
色
五
。

(
侃
)
①
光
緒
八
年
四
月
一
一
一
日
(
一
八
八
二
・
五
・
二
八
)
、
岩
雨
庚

総
督
裕
寛
に
到
し
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
情
勢
に
つ
い
て
随
時
電
報
で
総
理

街
門
へ
惇
達
す
る
よ
う
指
示
。
『
徳
宗
賓
録
」
巻
一
四
五
、
光
緒
八

年
四
月
丁
卯
。
②
九
年
四
月
七
日
(
一
八
八
三
・
-
立
・
二
二
)
、
上

海
滞
在
の
署
北
洋
大
臣
李
鴻
章
に
釘
し
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
情
勢
に
関
連

す
る
緊
要
な
事
案
は
電
報
で
線
理
街
門
に
惇
達
し
て
上
奏
す
る
よ
う

指
示
。
同
省
一
六
二
、
先
緒
九
年
四
月
丁
巳
。
③
九
年
八
月
一
七
日

(
一
八
八
三
・
九
・
一
七
)
、
雨
庚
総
督
張
樹
聾
へ
の
封
悌
防
衛
態

勢
の
構
築
を
命
じ
る
上
識
に
つ
い
て
、
本
下
鴻
章
の
手
で
先
行
し
て
そ

の
内
容
を
電
報
で
停
え
る
よ
う
指
示
。
同
巻
一
六
九
、
光
緒
九
年
八

月
甲
子
。

(
的
)
光
緒
八
年
六
月
九
日
(
一
八
八
二
・
七
・
二
二
一
)
の
軍
乱
愛
生
後
、

一
七
日
に
日
本
政
府
よ
り
繁
庶
邑
へ
情
報
が
惇
え
ら
れ
、
禁
は
即
日

電
報
で
本
園
へ
報
告
し
た
。
翌
一
八
日
(
八
・
一
)
に
ま
ず
天
津
の

北
洋
大
臣
街
門
へ
惇
達
さ
れ
た
後
、
直
後
に
到
着
し
た
第
二
信
と
と

も
に
北
京
へ
送
ら
れ
、
翌
一
九
日
に
総
理
街
門
に
到
着
し
て
い
る
。

「
附
署
北
洋
大
臣
張
樹
整
闘
」
、
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編

『
清
季
中
日
韓
関
係
史
料
」
(
豪
北
、
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
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738 

一
九
七
二
)
七
三
四
i
七
三
五
頁
。
同
事
件
に
お
け
る
情
報
惇
達
の

経
過
に
つ
い
て
は
、
岡
本
隆
司
『
属
図
と
自
主
の
あ
い
だ
|
|
近
代

清
韓
関
係
と
東
ア
ジ
ア
の
命
逗
|
|
』
(
名
古
屋
大
墜
出
版
舎
、
二

O
O
四
)
が
、
第
三
章
「
馬
建
忠
と
壬
午
饗
乱
」
に
お
い
て
詳
細
に

分
析
し
て
い
る
。

(
刊
)
「
尚
局
接
続
電
線
摺
」
、
『
李
文
忠
公
全
集
』
奏
稿
巻
四
五
。
『
交

通
史
電
政
編
』
第
一
章
一
六
頁
。

(n)
「
誇
款
展
接
慶
州
至
龍
州
電
線
摺
」
、
『
張
靖
達
公
奏
議
』
径
七
。

(η)

「
康
、
西
梧
州
至
龍
州
日
比
接
電
線
動
用
経
費
開
車
報
錆
摺
」
、
張
之

洞
撰
「
張
文
裏
公
全
集
』
巻
二
一
。

(
ロ
)
『
申
報
』
光
緒
一

O
年
九
月
二
七
日
「
電
工
絵
聞
」
。

(
九
)
「
重
大
事
件
請
由
電
達
総
理
衛
門
韓
奏
片
」
、
『
張
靖
達
公
奏
議
」

巻
七
。

(
お
)
同
匡
聞
の
建
設
は
、
慶
東
省
の
商
人
ら
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
虞
東

香
港
華
合
電
報
公
司
の
手
で
行
わ
れ
、
一
時
は
イ
ギ
リ
ス
側
の
接
績

拒
斉
で
中
断
し
た
が
、
光
緒
九
年
に
開
通
し
た
。
「
庚
州
九
龍
陸
路

電
線
開
併
電
報
官
局
承
受
摺
」
、
「
白
設
省
港
陸
路
電
線
賞
在
情
形

片
」
、
「
張
靖
達
公
奏
議
』
巻
八
。
「
別
総
署
収
雨
債
総
督
張
樹
聾
幽
」
、

『
海
防
檎
』
丁
電
線
一
一
一

O
五
l
一二

O
九
頁
。
「
華
合
電
報
公
司
奥
大

北
電
報
公
司
訂
立
合
同
」
、
同
三
二
三
l
三
三

O
頁
。
「
別
総
署
収
著

雨
由
同
線
督
曾
園
茎
函
」
、
同
四
O
六
l
四
一
五
頁
。
「
副
総
署
収
署
北

洋
大
臣
張
樹
啓
函
」
、
同
六
三
一
四
1

六
三
一
五
頁
。

(
同
)
『
徳
宗
賓
録
」
を
一
六
九
、
光
緒
九
年
八
月
壬
巾
。

(
行
)
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
凶
境
地
帯
で
の
防
衛
態
勢
を
強
化
し
、
あ
わ
せ
て
徐

延
旭
に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
北
部
へ
進
軍
す
る
よ
う
命
じ
た
。
『
徳
宗
賓
録
』

」

巻
一
七

O
、
光
緒
九
年
九
月
壬
辰
。

(
花
)
例
え
ば
虞
西
省
の
桂
林
・
龍
州
に
駐
在
し
て
い
た
悦
文
蔚
・
徐
延

旭
へ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
九
月
一
一
一
一
日
、
二
六
日
に
惇
達
さ
れ
た
。
「
湖

底
周
西
巡
撫
促
文
蔚
密
陳
近
日
逢
情
摺
」
、
中
園
史
的
学
合
同
主
編
『
中
法

戦
争
』
(
『
中
園
近
代
史
資
料
叢
刊
』
、
上
海
、
新
知
識
山
版
紅
、
一

九
五
瓦
)
第
五
巻
二
三
五

1
二
三
六
頁
。
「
出
麿
西
布
政
徐
延
旭
奏

報
箸
塀
進
兵
情
形
摺
」
、
同
二
三
七
l
二
三
九
百
ハ

0

(
乃
)
こ
う
し
た
手
法
は
「
電
砺
法
」
と
稽
さ
れ
、
一
八
七

0
年
代
初
頭

に
大
北
電
信
が
上
海
・
香
港
へ
電
信
を
開
通
さ
せ
る
に
首
た
り
、
中

園
語
も
取
り
扱
え
る
よ
う
考
案
し
た
。
前
掲
「
大
北
電
信
株
式
含
枇

一
八
六
九
年
l
一
九
六
九
年
命
日
枇
略
史
』
一
五
百
八
o

ま
た
、
東
亜
同

文
曾
編
『
支
那
経
済
全
書
』
(
東
亜
同
文
合
、
一
九

O
八
)
第
六
輯

二
三
五
i
二
三
六
頁
参
照
。
そ
の
後
、
中
岡
側
に
よ
る
電
信
建
設
に

あ
た
っ
て
も
、
同
社
よ
り
技
術
指
導
を
受
け
た
こ
と
で
、
こ
の
電
砺

法
が
そ
の
ま
ま
導
入
さ
れ
た
。
た
だ
、
合
計
で
六
、
四
七
二
字
と
封

躍
す
る
字
数
に
や
や
不
足
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
天
津
上

海
聞
の
建
設
に
際
し
て
、
字
数
を
九
、
八

0
0
字
に
増
や
し
た
新
番

競
が
制
定
さ
れ
た
。
梅
紹
組
・
山
本
剛
剛
主
編
『
白
年
電
信
鋳
輝
埠

|
|
上
海
市
長
途
電
信
局
局
史
(
一
八
八
一
一
九
九
七
)
』
(
北
京
、

中
園
計
劃
出
版
刷
、
一
九
九
八
)
一
八
頁
。

(
剖
)
博
示
慾
「
清
代
総
理
各
凶
事
務
街
門
奥
軍
機
庭
之
関
係
」
(
『
中
園

近
代
現
代
史
論
集
』
第
七
巻
)

0

(
剖
)
「
徳
宗
(
貫
録
』
巻
一
七
九
、
光
緒
十
年
一
一
一
月
戊
子
。

(
位
)
「
光
緒
靭
株
批
奏
摺
』
第
一
軒
四
八
競
、
光
緒
一

O
年
三
月
二
四

日
突
助
等
奏
。
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(
出
)
『
徳
宗
賓
録
」
を
一
八

O
、
光
緒
ト
年
一
一
一
月
己
亥
。

(
判
例
)
半
く
も
分
離
直
後
の
三
月
一
六
日
に
は
、
軍
機
庭
に
よ
り
線
腰
街

門
に
針
し
、
今
後
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
情
勢
や
封
備
交
渉
な
ど
に
関
連
し
て

電
報
を
受
け
取
っ
た
際
に
は
随
時
惇
達
す
る
よ
う
通
知
が
な
さ
れ
た
。

豆
電
北
戴
録
副
」
一
二
六
O
五
回
線
焼
、
光
緒
一

O
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日

総
理
各
園
事
務
街
門
円
行
軍
機
慮
。

(
お
)
「
展
接
津
通
電
線
摺
」
、
『
李
文
忠
公
全
一
集
』
奏
稿
巻
四
六
。

(
叩
叩
)
同
匿
聞
で
の
惇
達
は
、
光
緒
四
年
(
一
八
七
八
)
に
禁
足
し
た
中

園
最
初
の
近
代
郵
便
事
業
で
あ
る
海
閥
郵
政
に
託
し
て
行
わ
れ
た
。

「
拙
線
署
牧
北
洋
大
臣
李
鴻
章
函
」
、
『
海
防
棺
』
丁
電
線
二
九
四
頁
。

こ
う
し
た
海
闘
郵
政
に
よ
る
公
用
電
報
惇
遠
の
事
賓
を
詮
明
す
る
も

の
と
し
て
、
中
国
郵
票
博
物
館
編
『
大
龍
郵
票
奥
清
代
郵
史
』
(
商

務
印
書
館
(
香
港
)
有
限
公
司
・
故
宮
博
物
院
紫
禁
城
出
版
祉
、
一

九
八
九
)
に
は
、
光
緒
八
年
に
天
津
電
報
分
局
よ
り
総
理
街
門
へ
宛

て
て
愛
せ
ら
れ
た
封
筒
の
窮
員
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
「
4

ロ.

天
津
一
八
八
二
年
一

O
月
一
五

H
寄
北
京
封
」
、
同
書
四
一
一
一
頁
。

(
幻
)
「
展
接
津
通
電
線
摺
」
、
『
李
文
忠
公
全
集
』
奏
稿
巻
四
六
。
『
徳

宗
(
貫
録
』
巻
一
六
五
、
光
緒
九
年
六
月
乙
丑
。

(
∞
∞
)
「
間
総
署
牧
順
天
府
文
」
、
『
海
防
槍
」
丁
電
線
七
八

O
頁
。
こ
れ

以
後
、
北
京
へ
の
公
用
電
報
の
惇
達
は
、
通
州
の
逗
蓋
(
マ
述
、
水
道
)

に
よ
り
牒
停
で
情
聴
理
街
門
で
迭
ら
れ
た
。

(
約
)
「
光
緒
十
年
閏
五
月
二
十
日
総
理
各
園
事
務
突
助
等
片
」
、
『
洋
務

運
動
』
第
六
巻
三
五
九
頁
。

(
別
)
「
間
総
署
牧
北
洋
大
臣
李
鴻
章
文
」
、
『
海
防
槍
』
丁
電
線
九
八

O

ー
九
八
一
一
貝
。
「
飢
穂
署
牧
京
電
報
委
員
王
縫
善
票
」
、
同
一

O
一一

739 

」

百
一
。
「
脱
線
署
収
順
天
府
文
」
、
同
一

O
一
一
一
頁
。
官
電
報
局
は
、
後

に
光
緒
二
四
年
(
一
八
九
八
)
に
総
理
街
門
の
内
部
に
移
設
さ
れ
た
。

「
則
一
線
署
給
電
報
内
局
委
員
笥
」
、
同
一
八
九
一
頁
。

(
幻
)
「
寄
誇
署
光
緒
十
年
七
月
初
四
日
子
刻
」
、
顧
廷
龍
・
葉
亜
廉

主
編
『
李
鴻
章
全
集
』
(
上
海
人
民
出
版
祉
、
一
九
八
五
)
第
一
巻

二
五

O
頁
。
『
徳
宗
一
貫
録
』
巻
一
八
九
、
光
緒
十
年
七
月
丙
午
。

(
児
)
「
閑
湖
総
督
何
環
等
電
光
緒
卜
年
七
月
日
」
、
『
中
法
戦
争
」
第

五
巻
五
二
一
頁
。
「
舎
耕
一
脂
建
海
彊
事
宜
張
侃
繍
電
光
緒
十
年
七

月
初
三
口
」
、
同
五
二
一
l
五
二
一
一
頁
。
な
お
こ
の
七
月
一
立
日
に
は
、

北
京
城
の
護
城
河
を
越
え
る
匡
聞
で
通
信
に
支
障
が
生
じ
、
東
便
門

外
の
路
上
に
機
器
を
移
設
し
て
暫
定
的
に
電
報
の
牧
愛
を
再
開
す
る

と
い
う
事
故
が
愛
生
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
電
報
の
上
奏
が
翌
日
に

ず
れ
込
ん
だ
の
は
、
あ
る
い
は
そ
の
影
響
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

「
回
線
署
収
京
電
報
局
委
員
王
継
善
等
函
」
、
『
海
防
棺
』
丁
電
線
一

O
一
一
頁
。

(
問
)
「
徳
宗
(
貫
録
』
巻
一
八
九
、
光
緒
十
年
七
月
戊
申
。

(
川
内
)
「
(
光
緒
朝
)
欽
定
大
清
入
国
典
』
巻
九
九
、
総
理
各
園
事
務
街
門
。

(
M
m
)

賓
録
に
お
い
て
「
論
軍
機
大
臣
等
、
電
寄

O
O」
と
い
う
書
き
出

し
で
掲
載
さ
れ
る
上
識
が
そ
れ
に
該
賞
す
る
。
そ
の
初
出
は
、
光
緒

一
O
年
四
月
二
日
(
一
八
八
四
・
四
・
二
六
)
に
雲
貴
総
督
山
手
続
英

に
到
し
護
せ
ら
れ
た
上
詠
に
な
る
。
『
徳
宗
(
貫
録
」
巻
一
八
一
、
光

緒
十
年
四
月
丙
午
。

(
%
)
例
え
ば
駐
蔵
難
事
大
臣
は
、
光
緒
一
三
年
(
一
八
八
七
)
よ
り
四

川
総
督
な
ど
に
取
り
次
ぎ
を
依
頼
す
る
こ
と
で
、
成
都
経
由
で
中
央

と
の
連
絡
に
電
報
の
使
用
を
開
始
し
た
。
「
復
穂
署
蔵
番
建
立
制
限
宣
室
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事
件
己
飛
苔
前
任
駐
裁
大
臣
確
査
淫
覆
函
」
、
呉
豊
培
編
『
清
季
箸

城
奏
臆
』
(
古
室
北
、
民
(
子
海
出
版
一
靴
、
一
九
七

O
)
文
碩
奏
臆
巻
二
葉

二
l
三。

(
釘
)
「
光
緒
十
三
年
二
月
二
十
一
日
雲
貴
総
督
写
統
英
奏
」
、
『
洋
務
運

動
』
第
六
者
三
八
一

l
三
八
二
頁
。

(
侭
)
「
光
緒
十
三
年
四
月
二
十
六
日
線
加
各
園
事
務
突
助
等
片
」
、
『
洋

務
運
動
』
第
六
巻
三
八
五
頁
。

(ω)
「
蓋
北
戴
録
副
」
一
二
八
七
三
二
組
競
、
光
緒
一

O
年
七
月
給
事

中
胡
隆
淘
片
。
二
一
八
八
七
七
線
競
、
光
緒
一

O
年
七
月
吏
科
給
事

中
高
培
因
片
。
『
徳
宗
賓
録
』
巻
一
九

O
、
光
緒
十
年
七
月
辛
園
。

(
削
)
新
政
時
期
に
は
か
な
り
ル
l
テ
ィ
ー
ン
的
な
情
報
惇
達
に
も
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
う
し
た
傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
る
上
詠
も

下
さ
れ
る
な
ど
、
主
党
摺
と
の
使
い
分
け
が
改
め
て
課
題
と
さ
れ
て
い

る
。
『
徳
宗
賓
録
』
巻
五
三
四
、
光
緒
一
二
十
年
八
月
皮
戊
。

(
阻
)
湖
庚
総
督
張
之
洞
ら
に
よ
る
光
緒
二
七
年
六
月
の
「
愛
法
合
奏
」

で
提
議
さ
れ
、
八
月
一
五
日
(
九
・
二
七
)
に
賓
施
さ
れ
た
。
「
遵

旨
曇
評
議
費
法
謹
擬
整
頓
中
法
十
二
候
摺
」
、
「
張
文
裏
公
全
集
』
を
五

三
。
『
徳
宗
'
貫
録
」
巻
四
八
六
、
光
緒
二
ト
七
年
八
月
戊
中
。
こ
れ

に
伴
い
、
翌
二
八
年
一
月
二
七
日
(
一
九
O
二
・
三
・
六
)
に
は
通

政
使
司
が
廃
止
さ
れ
た
。
『
徳
宗
'
貫
録
」
巻
四
九
四
、
光
緒
二
十
八

年
正
月
戊
子
。

(
即
)
奏
摺
制
度
成
立
以
後
の
題
本
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
は
、
奏
摺
に
封

し
て
ル
l
テ
ィ
ー
ン
的
な
報
告
の
手
段
と
し
て
、
一
般
に
軽
甜
附
さ
れ

る
傾
向
に
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
し
た
先
入
観
が
安
首
か
ど
う
か
は
、

近
年
問
題
提
起
も
な
さ
れ
て
お
り
(
前
掲
黛
「
清
代
棺
案
史
料
論
序

説
」
)
、
そ
の
廃
止
を
め
ぐ
っ
て
も
、
今
後
掘
り
下
げ
た
考
察
が
求
め

ら
れ
よ
う
。

(
郎
)
そ
の
最
も
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
る
義
和
園
事
件
時
の
東
南
互
保

成
立
に
閲
し
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
情
報
革
命
と
義
和
園
事
件
」
、
「
近

代
通
信
手
段
の
導
入
と
「
政
治
空
間
」
の
再
編
」
を
参
照
。

[
附
記
]
本
稿
は
、
平
成
一
四
l
一
六
年
皮
文
部
科
墜
省
科
向
学
研
究
費
補

助
金
(
特
別
研
究
員
奨
励
費
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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promised not to alter the current situation, but the Meiji government later labored

to discard Soejima's promise.

THE FORMATION OF THE SYSTEM OF TELEGRAPHIC IMPERIAL

EDICTS AND MEMORIALS IN THE LATE QING: ON THE

INTRODUCTION OF TELEGRAPHIC

COMMUNICATIONS IN THE QING

POLITICAL SYSTEM

CHIBA Masashi

The introduction of telegraphic communications revolutionized the system of

transmission of political information. By the late Qing period, memorials and edicts

had already been conveyed by telegraph, and a system of telegraphic memorials

m* and edicts m~~i<§' was established. The topic of this study is the question

of how his system of transmitting information by telegraph was established within

the Qing political system.

The establishment of an overseas communications system that accompanied

the first dispatch of diplomatic officials to foreign countries in the latter half of the

1870s was the initial occasion for the development of the system. With the

appearance of the new circumstances of bureaucrats stationed abroad needing to

communicate with the home government, the telegraph became the means of

communication employed. It was actively used at the time of the negotiations over

the IIi 1jt~ problem with Russia, but during the first round of negotiations in 1879

it was not possible to communicate with Chonghou :*W, in Russia, and this led to

his concluding the treaty on his own. On the basis of this failure, in the second

negotiations of 1880 a system for telegraphic transmission of directives from the

home government was established. The first time a edict was sent by telegraph

was one conveyed to Zeng ]ize iW*2.i$ in Russia. On the other hand, this active

use of the telegraph for this sort of foreign communications heightened awareness

of the necessity of expediting domestic communication. The IIi problem served as

the occasion for the start of the building of domestic telegraphic facilities in

earnest. Subsequently, the telegraph came to be used for domestic

communications, but the occasion for its regular development was the

strengthening of the communications system required by the increasing urgency of

the Vietnam situation. In this manner, around the time of the outbreak of the war
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with France, the system of telegraphic memorials and edicts was established. As a

result, the relative weight in the system of transmitting information in the Qing

political system shifted from the method of using documents such as routine

memorials -Jrn* and palace memorials *1~ to telegraphic documents, and the role

of the Zongli Yamen *,~JlIHM-f r~, which was responsible for sending and receiving

telegrams, grew increasingly important.
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