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成
豊
九
，.--、、

八
五
九
)
年
、
上
海
に
お
け
る

外
図
人
襲
撃
事
件
に
つ
い
て

可

!日
ノレ

号ム

明

上
海
の
夏
は
短
い
が
、
暑
く
、
日
陰
で
も
華
氏
九

O
|
一
O
O度
(
描
氏
三
二

・
二
1

一一一七

・
八
度
)
で
あ
っ
た
、

(

1

)
 

は
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
の
上
海
に
と

っ
て、

と
オ
ル
コ
ッ
ク
英
領
事

一
八
五
九
(
戚
盟
九
)
年
は
文
字
ど
お
り
暑
く
、

そ
し
て
短
か
か
ら
ざ
る
夏
と
な
っ
た
。
そ
の

一 54一

年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、

一
連
の
外
園
人
襲
撃
事
件
が
渡
生
し
た
か
ら
で
あ
る
。

襲
撃
事
件
は
金
曜
日
の
七
月
二
九
日
(
奮
暦
六
月
三

O
日
〉
に
、
英
租
界
の
競
馬
場
寄
り
で
先
ず
始
ま
っ
た
。
雨
江
穂
督
何
桂
清
の
上
奏
に

よ
る
と
、
群
衆
が
歩
行
中
の
英
船
水
夫
二
名
を
襲
い
、
一
名
を
死
亡
さ
せ
、
一
名
を
負
傷
さ
せ
た
。
英
人
の
時
喋
噛
と
英
人
醤
土
の
合
信
が
こ

れ
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
中
園
人
は
多
人
数
で
あ
り
、
し
か
も
混
飢
し
て
お
り
、
是
非
を
わ
き
ま
え
ず
、
今
度
は
畦
喋
咽
と
合
信
を
殴

(
2〉

打
し
、

負
傷
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
唾
瞭
噛
と
は
上
海
海
闘
の
ホ
レ
!
シ
ョ

・
ネ
ル
ソ
ン

・
レ
イ
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
ブ
ル
ー
ス
英
全
権
の

報
告
は
、
水
夫
襲
撃
の
場
所
を
租
界
の
裏
手
、
さ
ら
に
レ
イ
ら
に
た
い
す
る
そ
れ
を
競
馬
場
と
し
、
ま
た
合
信
す
な
わ
ち
ジ
ョ
ン

・
ホ
ブ
ソ
ン

(
3
)
 

の
職
業
を
牧
師
と
し
て
い
る
。
群
衆
は
か
け
つ
け
た
中
園
官
憲
の
手
に
よ

っ
て
解
散
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
た
外
園
軍
艦
か
ら
相
首
数
の
兵
員
が
上

陸
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
租
界
内
で
は
こ
れ
以
後
外
園
人
に
た
い
す
る
襲
撃
は
護
生
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
租
界
内
の
洋
浬
漬
で
は
兵
士
が
大

砲
を
配
置
し
て
物
々
し
い
防
備
に
つ
き
、
ま
た
上
海
鯨
城
内
と
舶
溜
り
に
お
い
て
相
嘗
数
の
暴
動
が
あ
り
、
後
者
で
は
船
戸
、
が
夜
間
空
砲
を
打

(
4
)
 

っ
て
襲
撃
を
避
け
る
な
ど
、
精
疑
心
を
つ
の
ら
せ
た
の
で
あ
る
。



翌
七
月
三

O
日
に
な
る
と
、
城
陸
廟
へ
遊
び
に
行
っ
た
タ
イ
人
男
女
六
人
が
群
衆
に
追
い
立
て
ら
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
雑
踏
に
も
ま
れ

(
5
)
 

て
蓮
池
に
入
り
、
溺
死
し
た
。
残
徐
の
五
人
は
騒
け
つ
け
た
上
海
知
鯨
の
手
に
よ
っ
て
救
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
雨
日
に
お
け
る
外
園
人
襲
撃
事
件
は
、
苦
力
貿
易
に
よ
る
人
身
被
害
に
同
情
し
た
上
海
民
衆
の
激
昂
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
何
桂
清

(

6

)

 

の
上
奏
は
、
失
の
よ
う
に
そ
の
事
情
を
説
明
し
て
い
る
。

た
ま
た
ま
民
夷
互
闘
の
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
常
に
外
園
人
が
内
地
の
民
人
を
雇
募
し
、
海
外
へ
迭
り
農

業
を
さ
せ
ま
す
が
、
一
人
と
し
て
故
郷
へ
掃
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
流
言
が
飛
び
、
一
人
と
し
て
懐
募

致
し
ま
せ
ん
。
そ
の
外
園
人
は
内
外
の
匪
徒
と
勾
串
し
、
計
り
事
を
め
ぐ
ら
し
て
拐
踊
を
行
い
、
ま
た
僻
地
に
ひ
そ
み
、
一
人
歩
き
の
遁

思
い
が
け
ず
、

行
人
を
つ
か
ま
え
ま
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
民
衆
は
警
戒
心
を
抱
き
、
常
に
洋
涯
演
の
大
通
り
一
帯
で
人
を
集
め
、
巡
回
し
て
妨
害
を
し

ょ
う
と
し
ま
し
た
。
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六
月
三

O
目
、
果
照
ら
は
フ
ラ
ン
ス
一
商
舶
が
人
を
乗
せ
て
出
洋
す
る
の
を
探
知
し
、
す
ぐ
さ
ま
各
園
の
領
事
に
照
舎
を
護
し
、
引
き
戻
し

を
命
じ
ま
し
た
。
民
間
で
も
互
い
に
取
沙
汰
し
、
情
況
は
甚
だ
淘
々
と
し
、
大
通
り
一
帯
の
群
衆
は
更
に
培
え
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
英
舶

の
船
員
二
人
が
そ
こ
を
通
り
か
か
り
ま
し
た
。
民
衆
は
指
さ
し
て
「
人
を
捉
え
る
犯
人
だ
」
と
し
、
集
圏
で
殴
打
し
ま
し
た
。

か
ね
て
か
ら
外
園
人
が
上
海
に
お
い
て
苦
力
の
買
取
り
を
行
っ
て
い
た
が
、
苦
力
が
一
人
と
し
て
婦
っ
て
こ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
流

言
が
飛
び
、
臨
応
募
す
る
も
の
が
な
く
な
っ
た
。
困
っ
た
外
園
人
は
、
内
外
の
匪
徒
を
使
い
、
人
身
の
強
買
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め

す
な
わ
ち
、

民
衆
は
警
戒
心
を
強
め
、
自
衛
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
始
め
た
。

た
ま
た
ま
六
月
三

O
日
フ
ラ
ン
ス
の
招
工
舶
ガ
l
ト
リ
ュ

1
ド
競
が
苦
力
を
出
洋

さ
せ
る
の
を
嘗
局
が
差
止
め
る
事
件
が
あ
り
、
噂
が
飛
び
か
い
、
洋
涯
漬
に
群
衆
が
集
ま
り
、

そ
こ
へ
通
り
か
か
っ
た
英
舶
の
舶
員
二
人
を
誘

拐
者
と
し
て
襲
撃
し
た
の
が
護
端
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
城
陸
廟
の
タ
イ
人
も
、
混
凱
に
乗
じ
て
誘
拐
を
働
く
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た
の
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で
あ
る
。
ま
た
ブ
ル
ー
ス
英
公
使
は
、
群
衆
は
外
園
人
を
殴
打
し
た
後
、
苦
力
の
周
旋
を
行
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
建
物
二
軒
に
脅
威
を
あ

(
7
)
 

た
え
た
と
記
し
て
い
る
。
明
ら
か
な
こ
と
は
、
上
海
に
お
け
る
外
園
人
襲
撃
事
件
は
、
苦
力
貿
易
に
関
連
し
て
護
生
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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そ
の
七
年
前
、

一
八
五
二
年

一
一
月
二
四
日
、

ア
モ
イ
に
お
い
て
一
五

O
O人
の
民
衆
が
客
頭
の
引
き
渡
し
を
要
求
し
て
行
っ
た
大
暴
動
に
は

規
模
の
貼
に
お
い
て
及
ば
な
い
も
の
の
、
苦
力
貿
易
に
原
因
を
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
外
園
人
襲
撃
事
件
で
あ
る
黙
に
お
い
て
、
注
目
に
慣
す

る
で
き
ご
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
苦
力
貿
易
の
全
時
期
を
通
じ
て
そ
の
主
舞
蓋
と
な
ら
な
か
っ
た
上
海
に
お
い
て
護
生
し
た
こ
と
、

な
ら
び
に
清

園
側
で
中
央
が
事
件
解
決
に
闘
興
し
た
結
果
、
珍
し
く
清
園
側
に
記
録
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
研
究
上
の
関
心
を
か
き
た
て
る
の
で
あ
る
。

南
京
篠
約
に
よ
っ
て
開
港
し
た
五
港
の
う
ち
、

上
海
と
寧
波
は
、
苦
力
貿
易
に
開
輿
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
上
海
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
オ

ル
コ
ッ
ク
は
、

一
八
五
二
年
九
月
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

一
八
四
九
年
ア
マ
ゾ
ン
放
で
二

O
O絵
人
が
上
海
か
ら
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

五
一
年
に
は
レ
ジ
ナ
放
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
二

O
l三
O
人
を
聡
迭
し
た
。
ま
た
ご
く
最
近
で
は
砂
金
採
取
に
少
数
の
も
の
が
カ

(
8
)
 

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
へ
行

っ
た
が
、
多
く
の
も
の
が
外
園
人
の
雇
用
す
る
従
僕
で
あ
っ
た
、
と
。
メ
ジ
ナ
放
で
シ
ド
一

l
へ
上
陸
し
た
中
国
人
は
九

(
9
)
 

ま
た
一
八
五
四
年
五
月
に
上
海
を
出
航
し
た
フ
オ
l
モ
オ
サ
放
が
二
一
人
を
シ
ド
ニ
ー
へ
職
迭
し
た
と
す
る
資
料
も
あ
る
が
、
い

へ
向
い
、

56ー

人
で
あ
り
、

ず
れ
に
し
て
も
小
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
。

寧
波
は
上
海
以
上
に
苦
力
貿
易
と
無
縁
で
あ

っ
た
。
同
地
の
英
副
領
事
へ
イ
グ
は
、
開
港
以
来
、
寡
聞
に
し
て
寧
波
か
ら
移
民
織
迭
が
行
わ

れ
た
例
を
知
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
寧
波
人
が
家
郷
に
た
い
し
強
い
執
着
を
も
つ
こ
と
を
考
え
る
と
、
将
来
も
海
外
移
民
の
可
能
性
が
な
い
こ

(
叩
)

と、

偲
に
海
外
移
民
が
あ
り
う
る
に
し
て
も
、

寧
波
の
最
困
窮
者
、

最
下
層
の
も
の
に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
を
報
告
し
て
い
る
。

ア
モ
イ
に
お
い
て
苦
力
貿
易
に
た
い
す
る
民
衆
の
激
昂
が
強
ま
り
、
募
集
側
の
危
険

し
か
し
な
が
ら
苦
力
貿
易
が
激
化
し
、

蹟
東
、
泊
頭
、

が
大
き
く
な
っ
た
一
八
五
五
年
以
降
に
な
る
と
、

上
海
・

等
波
の
雨
地
に
も
苦
力
貿
易
が
波
及
し
て
く
る
。
蹟
東
省
で
は
五
五
年
の
年
初
、

五

六
年
の
春
に
、
懸
賞
金
附
き
で
誘
拐
犯
人
の
逮
捕
を
嘗
局
が
民
衆
に
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
が
、
民
間
で
も
省
城
の
城
壁
に
字
報
を
張
り
だ
す

(
日
)

も
の
が
現
わ
れ
、
激
し
い
口
調
で
マ
カ
オ
に
お
け
る
買
人
行
を
糾
弾
し
て
い
た
。
五
六
年
七
月
バ
ウ
リ
ン
グ
英
全
権
は
、
「
廉
州
附
近
で
は



二
名
(
一
読
に
よ
る
と
三
名
)
の
客
頭
が
民
衆
に
つ
か
ま
り
、
官
憲
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
官
憲
は
客
頭
に
た
い
し
絶
食
と
異
常
な
重
さ
の
石
責

め
を
課
し
て
死
に
至
ら
し
め
た
。
し
か
し
報
酬
が
徐
り
に
も
大
き
い
の
で
、
客
頭
は
ど
ん
な
危
険
を
冒
し
て
も
人
を
誘
拐
し
、
苦
力
一
商
人
は
指

揮
を
と
り
、
そ
し
て
船
主
や
船
長
は
こ
の
よ
う
に
し
て
集
め
ら
れ
た
苦
力
を
運
ん
で
い
る
と
、
狂
奔
す
る
苦
力
調
達
の
あ
り
さ
ま
を
ロ
ン
ド
ン

(

ロ

)

に
報
告
し
て
い
る
。

海
外
に
お
け
る
苦
力
需
要
が
強
く
、
報
酬
が
高
い
と
こ
ろ
か
ら
客
頭
の
強
奪
的
な
苦
力
調
達
を
招
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
泊
頭
や
マ
カ

オ
で
は
苦
力
募
集
を
次
第
に
困
難
に
さ
せ
て
い
っ
た
。
五
六
年
二
月
二
日
附
バ
ウ
リ
ン
グ
英
全
穫
の
報
告
は
、
油
頭
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
舶
の

船
長
が
、
興
奮
し
た
中
園
人
群
衆
か
ら
、
「
一
族
の
も
の
を
誘
拐
し
て
出
洋
さ
せ
る
」
と
責
め
た
て
ら
れ
た
。
同
園
人
に
助
け
ら
れ
て
そ
の
場

(
日
)

そ
の
結
果
、
苦
力
移
民
を
舶
に
積
め
ず
に
出
航
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
ア
モ
イ
の
有

を
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、

力
な
苦
力
一商一
人
で
あ
る
テ
イ
ト
一
荷
一
舎
が
、
苦
力
貿
易
の
利
盆
は
大
き
い
が
、
危
険
が
多
く
割
に
あ
わ
な
い
と
し
て
、
苦
力
貿
易
を
放
棄
し
よ
う

(
M〉

と
し
て
い
る
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
贋
東
、

一幅
建
方
面
の
情
況
が
苦
力
貿
易
を
よ
り
北
方
へ
と
撲
大
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
資
料
で
判
明
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
先
ず
一

八
五
五
年
二
月
に
、
所
江
省
の
寧
波
、
鎮
海
、
慈
鶏
な
ど
で
マ
カ
オ
生
ま
れ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
買
わ
れ
た
少
女
四
四
人
が
、

(
日
)

ア
モ
イ
に
お
い
て
保
護
さ
れ
る
事
件
が
生
じ
て
い
る
。
イ
ン
グ
ル
ウ
ッ
ド
続
事
件
で
あ
る
。

マ
カ
オ
経
由
で

海
外
へ
轍
迭
さ
れ
る
途
中
、

一方、

上
海
に
お
い
て
は
、

一
八
五
六
年
二
月
に
イ
ギ
リ
ス
一
商
人
ア
ン
ド
リ
ュ
ウ
・
コ
ン
ノ
リ
ィ
が
中
園
人
客
頭
を
雇
用
し
、
苦
力
二
ハ

O

人
を
募
集
し
て
泊
頭
に
聡
迭
し
、
泊
頭
か
ら
キ
ァ
l
メ
に
職
迭
し
よ
う
と
計
っ
た
事
件
が
設
費
し
て
い
る
。

ロバ

l
ト
ソ
ン
領
事
に
召
喚
さ
れ

(
日
山
〉

た
コ
ン
ノ
リ
ィ
は
そ
の
事
貫
を
認
め
、
海
外
移
民
を
禁
止
し
て
い
る
清
園
の
法
を
遵
守
す
る
よ
う
警
告
を
受
け
て
い
る
。
コ
ン
ノ
リ
ィ
の
苦
力

募
集
中
、

フ
ラ
ン
ス
租
界
に
あ
る
倉
庫
が
客
桟
代
り
に
使
用
さ
れ
た
が
、
こ
の
倉
庫
使
用
に
関
し
て
、

(

げ

〉

て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
別
の
客
頭
か
ら
苦
情
が
出
て
い
る
の
で
、
コ
ン
ノ
リ
ィ
以
外
に
も
上
海
に
お
い
て
苦
力
の
調
達
を
行
っ
て
い
た
外
園
人

フ
ラ
ン
ス
領
事
と
通
じ
苦
力
を
募
集
し
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が
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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イ
ン
グ
ル
ウ
ッ
ド
続
事
件
と
コ
ン
ノ
リ
ィ
事
件
の
聞
に
、

イ
ギ
リ
ス

の
中
園
移
民
職
迭
に
は

一
つ
の
饗
化
が
生
じ
て
い
た
。
そ
れ
は

一
八
五

五
年
八
月
に
イ
ギ
リ
ス
議
曾
が
中
園
人
舶
客
法
を
成
立
さ
せ
、
こ
れ
に
基
づ
き
香
港
政
臆
は
五
六
年
一
月
二
六
日
布
告
を
設
し
、

一
八
五
五
年

中
園
人
船
客
法
の
施
行
を
み
た
こ
と
で
あ
る
。

同
法
は
、
移
民
官
が
イ
ギ
リ
ス
船
に
つ
い
て
中
園
人
船
客
法
に
定
め
る
諸
僚
件
に
違
反
し
て
い

な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
中
園
移
民
を
乗
せ
て
中
園
沿
岸
か
ら
七
日
以
上
の
航
海
に
出
ら
れ
ぬ
と
し
て
い
た
。

上
海
で

は

五

六

年

七

、

ロ

バ
l
ト
ソ
ン
英
領
事
は
上
海
が
苦
力
職
迭
港
の

一
つ
に
な
る
こ
と
を
懸
念

し
、
ま
た
上
海

・
仙
頭
聞
は
北
東
モ
ン
ス

ー
ン
の
時
期
な
ら
ば
三
日
聞
の
航
海
に
す
ぎ
な

い
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
舶
が
こ
の
匡
聞
の
苦
力
職
迭
を

八
月
に
も
苦
力
総
迭
の
企
て
が
あ
り
、

行
い
、
英
領
事
の
い
な
い
出
頭
か
ら
七
日
以
上
の
航
海
に
従
事
し
て
も
、
中
園
人
舶
客
法
に
よ
っ
て
取
締
る
こ
と
、が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か

(
日
)

と
の
憂
慮
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
泊
頭
は
首
時
ま
だ
非
保
約
港
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
ウ

ッ
ド
ゲ

I
ト
法
務
長
官
は
、
上
海
・
泊

(
ゆ
)

頭
聞
を
舶
客
法
の
適
用
外
と
み
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
解
答
し
て
い
る
。

翌

一
八
五
七
年
一
二
月
に
は
、
米
舶
ワ
ン
ダ
リ
ン
グ
・

ジ

ュ
ウ
披
が
キ

ι
I
パ
行
き
苦
力
を
上
海
に
お
い
て
積
み
こ
ん
で
お
り
、

ベ
イ
ン
人
が
開
興
し
て
い
る
と
の
情
報
が
米
公
使
館
に
入
っ
た
。
米
公
使
リ
l
ド
は
、
荷
受
人
た
る
舶
長
が
米
人
で
あ
れ
ば
、
苦
力
貿
易
に
た

い
す
る
米
園
の
見
解
を
停
達
し
、
キ
ュ
ー
バ
へ
の
苦
力
総
迭
を
強
行
す
る
と
、
米
園
に
開
着
次
第
起
訴
さ
れ
る
旨
通
告
す
る
よ
う
、

(

却

)

八
日
附
で
上
海
副
領
事
ナ
ッ
プ
に
指
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
ス

- 58ー

一
二
月
二

と
こ
ろ
が
苦
力
を
募
集
し
た
の
は
ス
ペ
イ
ン
人
で
は
な
く
、
英
人
ア
ン
ド
リ
ュ
ウ
・
コ
ン
ノ
リ
ィ
で
あ
っ
た
。

一
八
五
六
年
二
月
に
英
領
事

か
ら
警
告
を
受
け
た
コ
ン
ノ
リ
ィ
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
カ
ー
ル
ト
ン
船
長
は
苦
力
を
上
海
か
ら
ア
モ
イ
へ
轍
迭
す
る
に
す
ぎ

(
幻
)

ぬ
と
主
張
し
、
舶
を
果
滑
に
移
動
さ
せ
、

苦
力
の
積
み
こ
み
を
繕
摘
し
た
の
で
あ
る
。
リ
ー
ド
公
使
は
こ
れ
が
米
園
法
に
違
反
す
る
旨
再
度
警

(

勾

)

告
を
渡
し
、
副
領
事
フ
リ

1
7
ン
は
舶
上
に
い
た
苦
力
全
員
と
面
接
し
た
結
果
、
彼
ら
の
う
ち
外
園
へ
つ
れ
て
い
か
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た

の
が
三

O
人
足
ら
ず
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
本
人
の
意
志
に
反
し
て
乗
船
さ
せ
ら
れ
て
い
た
一
一
七
人
を
下
掃
さ
せ
、
中
園
官
憲
の

(nu 

手
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。



一
八
五
九
年
の
襲
撃
事
件
に
先
立
ち
、
上
海
で
は
、
小
規
模
な
が
ら
苦
力
の
買
取
り
が
断
繍
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
事
件
の
前
夜

に
は
、
客
頭
も
し
く
は
そ
の
配
下
が
一
人
歩
き
の
男
を
狙
い
、
暴
力
に
よ
っ
て
社
致
し
て
は
外
園
人
に
引
き
渡
す
と
こ
ろ
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト

つ
ま
り
、

し
て
い
た
こ
と
が
剣
る
の
で
あ
る
。

一
八
五
九
年
の
外
園
人
襲
撃
事
件
に
戻
る
が
、
事
件
の
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
舶
ガ
l
ト
リ
ュ
l
ド
競
は
、
呉
滑
に
停

ハ
バ
ナ
行
き
の
苦
力
を
積
み
こ
ん
で
い
た
も
の
で
あ
る
。
事
件
に
先
立
つ
七
月
二

O
日
頃
、
舶
上
で
、
集
め
ら
れ
た
苦
力
が
叛
飽
を
起

し
、
通
詳
と
苦
力
の
一
部
が
舶
を
奪
っ
て
逃
亡
を
計
る
事
件
が
あ
っ
た
。
ま
た
飢
闘
中
に
苦
力
数
名
が
水
中
に
飛
び
こ
ん
で
逃
亡
を
試
み
、
溺

(
川
品
)

死
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
襲
撃
事
件
嘗
目
、
租
界
に
集
ま
っ
て
き
た
相
嘗
敷
の
中
園
入
が
、
外
園
船
員
は
大
っ
ぴ
ら
に
苦
力
を
誘
拐
し
て

さ
て
、

泊
し
、

ハ
バ
ナ
へ
遺
っ
て
い
る
と
叫
ん
で
い
た
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
噂
が
俸
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
舶
は
フ
ラ
ン
ス
舶
で
あ
っ
た
が
、
苦

(お〉

力
を
雇
用
し
た
の
は
ス
ペ
イ
ン
人
で
あ
っ
た
。

- 59ー

舶
の
代
理
人
は
、
苦
力
は
慮
、遇
に
満
足
し
て
お
り
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
乗
船
し
た
旨
言
明
し
た
が
、
上
海
の
併
領
事
は
舶
を
上
海
に
回
航

〈
お
〉

す
る
こ
と
を
命
じ
、
中
園
官
憲
に
よ
る
調
査
と
、
苦
力
が
希
墓
す
る
な
ら
上
陸
許
可
を
あ
た
え
る
と
表
明
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ブ
ル
ー
ス

(

幻

)

フ
ラ
ン
ス
船
は
苦
力
全
員
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
と
み
て
い
た
。
は
た
せ
る
か
な
、

英
公
使
は
、
中
闇
側
が
強
く
要
求
す
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
領
事
、

ス
ペ
イ
ン
領
事
が
こ
の
舶
に
赴
い
て
合
同
調
査
を
行
い
、
舶
上
に
い
た
苦
力
一
五
七
人
の
尋
問
を

(
お
)

行
っ
た
結
果
、
中
園
側
は
そ
の
緯
放
を
要
求
し
、
苦
力
を
原
籍
別
に
送
還
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
五
七
人
以
外
に
、
臭
滑
停
泊
中
に
投
水
し

〈

却

)

て
逃
亡
し
た
も
の
が
四

0
1五
O
人
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

八
月
一
日
に
中
園
官
憲
、

(ω〉

こ
の
苦
力
緯
放
に
よ
っ
て
「
民
情
は
初
め
て
や
や
定
ま
っ
た
」
の
で
あ
る
が
、
樟
放
さ
れ
た
の
は
七
月
一
九
日
以
前
に
乗
船
し
た
も
の
だ
け

(
幻
〉

七
月
二

O
日
以
後
の
乗
船
者
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
摺
い
て
八
月
六
日
に
な
る
と
、
英
、
米
の
雨
天
主
堂
に
中
園
人
が
蹴
入

で
あ
っ
て
、

し
、
「
御
前
達
は
他
人
に
善
行
を
勤
め
て
い
る
が
、
先
ず
自
ら
善
行
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。
天
を
傷
つ
け
た
り
、
理
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

491 

お
前
達
は
人
関
を
嬢
捉
し
、
そ
の
後
で
他
人
に
そ
れ
を
勧
め
る
の
だ
」
と
な
じ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
凱
闘
が
起
り
、
天
主
堂
の
門
扉
や
窓
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(ロ)

を
こ
わ
し
た
り
、
洋
書
を
燐
き
す
て
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
上
海
は
再
び
緊
張
状
態
に
包
ま
れ
、
外
園
人
は
洋
涯
漬
か
ら
軽
軽
し

く
離
れ
よ
う
と
せ
ず
、
中
闇

一一商
人
も
洋
浬
演
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
八
月
九
日
に
は
、
費
山
懸
境
の
呉
世
口
外
に
お
い
て
人
買
い
の
「
釣
舶
」
一
隻
が
検
摩
さ
れ
、
誘
拐
さ
れ
た
民
人
三
四
名
が
救
出
さ

(
お
)

れ
、
外
園
人
一
名
が
逮
捕
さ
れ
た
。

ま
た
同
日
午
後
、
上
海
豚
東
郷
に
お
い
て
外
園
人
船
員
二
名
が
郷
民
に
殴
打
さ
れ
て
死
亡
し
、

郷
民
側
に
も
死
者
一
名
、

負
傷
者

一
名
を
出

(
斜
)

す
事
件
が
震
生
し
て
い
る
。
死
亡
し
た
舶
員
は
「
什
蹴
夷
人
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、

凱
闘
の
原
因
は
や
は
り
郷
民
が
船
員
を
人
買
い
と
疑
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
資
料
で
み
る
か
ぎ
り
、
外
園
人
に
た
い
す
る
襲
撃
は
こ
れ
で
移
り
、
士
事
件
が
大
き
な
排
外
暴
動
へ
と
展
開
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

上
海
に
お
け
る
こ
の
外
園
人
襲
撃
事
件
の
特
色
は
、
襲
撃
さ
れ
た
外
園
人
が
、

い
ず
れ
も
苦
力
貿
易
あ
る
い
は
人
身
誘
拐
の
直
接
行
策
者
で

- 60ー

な
か
っ
た
と
い
う
貼
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
襲
撃
を
行
っ
た
民
人
も
、
苦
力
と
し
て
外
園
人
に
略
賀
さ
れ
た
も
の
の
家
族
で
は

な
か
っ
た
。
事
件
の
直
接
の
原
因
と
な
っ
た
フ
ラ

ン
ス
舶
の
ば
あ
い
、

苦
力
中
で
多
数
を
占
め
た
の
は
寧
波
人
で
あ
っ
て
、
上
海
方
面
の
も
の

(お〉

は一

六
人
以
下
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
客
頭
の
方
・に
も
寧
波
人
が
多
か
っ
た
。
事
件
後
、
南
江
総
督
何
桂
清
は
喬
松
年
(
留
蘇
差

遣
の
前
任
常
鎮
道
)
を
上
海
に
波
遣
し
、
呉
照
と
協
力
し
て
、
同
園
人
を
捉
え
、
苦
力
と
し
て
外
園
人
に
略
貰
し
て
い
る
客
頭
を
検
撃
す
る
よ

う
命
令
を
あ
た
え
た
。
そ
の
結
果
、

王
阿
一崎
、
林
影
成
、
徐
啓
東
、
張
瑞
記
の
四
名
が
逮
捕
さ
れ
た
が
、
こ
の
四
名
は
い
ず
れ
も
寧
波
人
で
あ

り
、
あ
る
も
の
は
二

O
除
名
、
あ
る
も
の
は

一
O
O名
と
、
同
園
人
を
上
海
あ
る
い
は
臭
惟
へ
つ
れ
て
い
き
、
外
園
人
に
買
り
渡
し
て
い
た
の

(お〉

で
あ
る
。
七
月
二
九
日
租
界
に
集
ま
っ
て
き
た
群
衆
は
、

寧
波
の
貿
易
商
が
人
身
略
買
に
加
捨
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
、
と
ブ
ル
ー
ス
英
公

使
が
報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
巷
聞
に
は
中
一
核
的
存
在
と
し
て
寧
波
人
が
苦
力
貿
易
に
閥
興
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
渡
っ
て
い
た
に

ち
が
い
な
い
。
七
月
二
九
日
夜
、
舶
戸
が
空
砲
を
打
っ
て
襲
撃
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
の
も
、
あ
る
い
は
寧
波
の
舶
戸
で
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。



一
方
、
内
地
の
遊
手
と
結
託
し
て
苦
力
移
民
を
集
め
て
い
た
外
園
人
に
つ
い
て
、
何
経
清
は
「
生
業
の
な
い
外
園
人
で
、
般
で
や
っ
て
き
て

(
幻
〉

内
地
を
う
ろ
つ
い
て
い
る
流
虻
の
鬼
子
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
ブ
ル
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
上
海
で
舶
を
降
り
た
各
園
籍
の
舶
員

(お〉

ゃ
、
護
迭
制
度
の
解
僅
に
よ
り
、
金
銭
の
た
め
な
ら
ば
何
で
も
す
ぐ
や
る
よ
う
な
性
質
の
悪
い
外
園
人
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
人
賓
の
直
接
行
矯
者
で
は
な
く
、
外
園
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
襲
撃
が
行
わ
れ
た
の
が
上
海
に
お
け
る
襲
撃
事
件
の
特
色

な
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
苦
力
貿
易
を
め
ぐ
る
緊
張
紋
態
、
と
り
わ
け
明
日
は
我
が
身
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
中
園
人
側
の
恐
怖
や
公
憤
が
っ
く
り

出
し
た
事
件
だ
と
い
え
よ
う
。
「
航
布
を
使
っ
て
人
を
暴
力
で
柱
致
し
た
の
は
、
中
園
人
の
流
堤
や
地
癌
の
類
で
あ
っ
た
が
、
ダ
ン
サ
ー
や
娼

妓
で
客
寄
せ
を
し
て
い
る
外
園
流
民
の
パ

l
経
営
者
も
人
身
の
携
買
に
た
ず
さ
わ
っ
た
。
若
い
務
働
者
を
編
し
て
強
い
酒
や
輔
衆
入
り
の
酒
を
飲

(
m
m
)
 

ま
せ
、
酔
倒
さ
せ
て
か
ら
黄
浦
江
に
停
泊
し
て
い
る
舶
に
つ
れ
こ
ん
だ
」
と
い
う
念
澄
の
記
述
は
、
具
瞳
的
に
い
か
な
る
資
料
に
依
接
し
た
の

か
不
明
で
あ
る
が
、
上
海
に
お
け
る
人
狩
り
の
恐
怖
を
惇
え
て
十
分
な
も
の
が
あ
る
。

こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
何
桂
清
は
、
人
身
誘
拐
を
口
貫
に
し
て
事
を
起
す
の
は
無
籍
者
、
す
な
わ
ち
一
部
の
不
良
分
子
で
あ
る
と
し
て
問
題

(
州
制
)

を
慮
理
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
ブ
ル
ー
ス
英
公
伎
は
、
い
わ
ば
上
海
全
鐙
の
大
衆
運
動
で
あ
る
と
し
て
衣
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
混
観
の

機
に
乗
じ
て
略
奪
を
働
く
不
良
分
子
が
中
園
の
あ
ら
ゆ
る
都
市
に
い
る
の
が
事
質
だ
と
し
て
も
、
中
園
人
の
興
奮
朕
態
は
十
分
理
由
の
あ
る
こ

- 61-

と
で
あ
る
。
苦
力
が
高
額
で
拐
怪
か
ら
買
い
取
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
中
園
人
は
外
園
人
を
人
泥
棒
と
み
な
し
、
拐
匪
な
い
し
は
、
苦
力
貰
買

(
4
)
 

に
開
興
し
て
い
る
と
み
な
し
た
外
園
人
を
殺
裁
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
正
嘗
な
許
債
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

柔
弱
と
ま
で
い
わ
れ
た
江
蘇
の
民
衆
を
激
昂
さ
せ
、
外
園
人
殴
打
に
か
り
た
て
た
一
八
五
九
年
は
、
北
京
僚
約
の
前
夜
に
嘗
り
、
苦
力
貿
易

が

一
つ
の
ピ

1
ク
に
到
達
し
た
年
で
あ
る
。
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英
併
連
合
軍
の
占
領
下
に
あ
っ
た
虞
州
で
は
、
そ
の
年
四
月
九
日
(
奮
暦
三
月
七
日
)
、
贋
東
省
民
が
海
外
へ
渡
航
し
て
外
園
人
の
提
供
す
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る
住
事
を
引
き
受
け
、
そ
の
第
働
で
有
利
な
報
酬
を
う
る
こ
と
は
、
嘗
人
が
本
心
か
ら
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
保
件
に
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な

(

必

)

っ
た
。
北
京
が
承
認
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
近
代
中
園
に
お
け
る
最
-
初
の
渡
航
公
認
で
あ
っ
た
。

こ
の
嘗
時
、

苦
力
貿
易
に
伴
っ
て
贋
州
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
危
機
的
欣
態
に
つ
い
て
、
康
州
の
オ
ル
コ
ッ
ク
英
領
事
は
、「
苦
力
賓
買
と
結

び
つ
い
た
暴
力
と
欺
臓
は
最
近
そ
の
極
に
達
し
、
住
民

一
般
の
聞
に
恐
慌
感
が
ひ
ろ
が
り
、
あ
る
程
度
の
興
奮
と
民
衆
の
義
憤
を
伴

っ
て
い
る
」

ハ
必
)

と
前
置
き
を
し
、
パ
ウ
リ
ン
グ
英
全
擢
公
使
あ
て
、
次
の
よ
う
な
報
告
を
迭
付
し
て
い
る
。

借
金
と
か
犯
罪
と
い
っ
た
偽
り
の
口
買
を
借
り
て
、
公
道
上
で
、

し
か
も
白
董
で
あ
ろ
う
と
蹴
暴
に
押
し
こ
ま
れ
、
誘
拐
周
旋
屋
の
手
で

一
人
嘗
り
い
く
ら
で
苦
力
商
人
に
買
ら
れ
る
べ
く
引
き
立
て
ら
れ
、
海
外
へ

さ
ら
わ
れ
て
二
度
と
消
息
が
聞
か
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
危
倶
な
し
に
、
人
が
そ
の
家
か
ら
外
出
で
き
な
く
な
っ
た
時
、
(
康
州
〉
市
街
な
ら
び
に
隣
接
地
の
全
住
民
は
、

共
通
し
た
危
機
感

か
か
る
朕
況
下
に
お
い
て
、
彼
ら
の
手
中
に
落
ち
た
極
悪
な
る
周
旋
屋
一
味
の
誰
に
た
い
し
て
で
あ
ろ
う
と
、
自

ら
の
無
法
な
裁
き
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
自
身
で
身
を
守
ろ
う
と
計
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
嘗
局
の
怠
慢
が
も
た
ら
し
た
自
然

に
か
き
た
て
ら
れ
た
。

な
成
行
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
一

0
日
聞
に
、

さ
し
て
立
腹
も
せ
ず
、

そ
れ
に
た
い
し
康
東
人
が
身
と
心
を
委
ね
る
と
し
て
よ
く
知
ら

。，u

れ
て
い
る
執
念
深
い
残
忍
さ
で
、
数
人
の
誘
拐
者
が
群
衆
に
殺
害
さ
れ
た
。

白
童
の
公
道
と
い
え
ど
も
外
出
す
る
こ
と
が
危
険
な
ほ
ど
事
態
が
悪
化
し
、
自
衛
と
義
憤
か
ら
、
群
衆
に
よ
る
誘
拐
者
殺
害
に
ま
で
設
展
し
て

い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
庚
州
の
華
人
園
盟
が
、
英
首
局
が
苦
力
貿
易
に
積
極
的
に
介
入
し
て
暴
虐
行
震
に
終
止
符
を
打
っ
て
ほ
し
い
と

(

H
H

)

 

い
う
請
願
書
を
英
領
事
に
提
出
し
て
き
た
。
中
園
人
が
苦
力
を
周
旋
し
て
い
る
が
、
本
嘗
は
外
園
人
が
彼
ら
の
雇
主
で
あ
り
、
外
園
旗
を
掲
げ

た
舶
舶
、

ロ

l
チ
ャ
舶
が
資
金
を
供
給
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
英
領
事
に
請
願
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
英
仰
が
康
東
巡
撫
柏
貴
に
迫
っ
て
海
外
渡
航
を
自
由
化
さ
せ
た
背
景
で
あ
る
。

海
外
渡
航
を
自
由
化
す
れ
ば
、
苦
力
誘
拐
組
織
の

基
盤
を
叩
く
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
苦
力
供
給
に
窓
を
大
き
く
聞
け
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
布
告
を
設

し
た
柏
貴
は
間
も
な
く
死
亡
し
た
が
、
自
由
化
の
布
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
苦
力
貿
易
を
め
ぐ
る
危
機
的
な
朕
況
は
解
消
さ
れ
な
か

っ
た
。



同
年
六
月
、
黄
捕
の
へ

l
ル
英
副
領
事
は
、
信
併
す
べ
き
官
憲
か
ら
入
手
し
た
話
で
あ
る
と
し
て
、
子
供
を
背
負
っ
た
婦
人
と
ぐ
る
に
な
っ
た

誘
拐
の
新
手
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
男
子
が
そ
の
婦
人
の
前
を
通
る
と
、
婦
人
は
わ
ざ
と
子
供
の
帽
子
を
ゆ
り
落
し
、
そ
の

帽
子
を
男
子
に
拾
わ
せ
る
。
婦
人
は
感
謝
し
て
毒
入
り
の
菓
子
を
躍
に
さ
し
出
し
て
勧
め
る
。
男
は
間
も
な
く
腕
痔
し
て
道
端
に
う
ず
く
ま
る

こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
に
ぐ
る
の
男
子
が
現
れ
、
「
ど
う
し
た
の
だ
」
と
尋
ね
る
。
く
だ
ん
の
男
子
は
家
に
つ
れ
て
蹄
っ
て
く
れ
と
頼
む
が
、

ぐ
る
の
男
子
は
家
に
つ
れ
て
諦
る
か
わ
り
に
、
苦
力
を
牧
容
し
て
い
る
蔓
舶
に
つ
れ
込
む
の
で
あ
る
。
こ
の
婦
人
の
手
に
よ
っ
て
、
既
に
六
人

(
必
〉

の
男
子
が
誘
拐
に
あ
っ
て
い
る
、
と
。

ま
た
へ

l
ル
副
領
事
は
人
身
誘
拐
が
い
ぜ
ん
と
し
て
成
功
を
お
さ
め
て
お
り
、
苦
力
買
買
が
増
大
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
一
例
と
し
て
、

黄
捕
に
停
泊
中
の
米
舶
ス
ワ
ロ

1
競
が
既
に
七
五

O
人
を
積
み
お
わ
り
、
さ
ら
に
追
加
者
を
乗
せ
て
間
も
な
く
出
航
す
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る

(
必
)

こ
と
、
な
ら
び
に
誘
拐
に
あ
っ
て
ス
ワ
ロ

I
競
に
乗
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
に
関
し
て
、
五
件
の
請
願
書
を
受
理
し
た
と
し
て
い
る
。
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寅
捕
と
マ
カ
オ
を
結
ぶ
ル
l
ト
は
、
こ
の
嘗
時
に
あ
っ
て
、
人
身
買
買
が
も
っ
と
も
範
服
を
き
わ
め
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
黄
捕
は
慶
州
の

東
南
二

0
キ
ロ
の
磐
江
沿
い
に
位
置
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
常
時
外
園
舶
が
彊
舶
と
し
て
繋
留
さ
れ
て
お
り
、
苦
力
を
牧
容
す
る
施
設
と
な
っ

て
い
た
。
そ
し
て
一
定
人
敷
に
達
す
る
と
苦
力
を
マ
カ
オ
に
職
迭
し
、

マ
カ
オ
か
ら
海
外
へ
と
迭
り
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。

寅
捕
に
は
地
元
の
番
園
内
、
南
海
南
鯨
の
み
な
ら
ず
、
庚
東
省
の
諸
懸
か
ら
、
あ
の
手
こ
の
手
で
踊
さ
れ
た
男
た
ち
が
つ
れ
て
こ
ら
れ
た
。

八
五
九
年
一
一
月
康
東
に
お
い
て
苦
力
貿
易
に
関
連
し
て
人
身
誘
拐
を
働
き
逮
捕
さ
れ
た
も
の
と
、
そ
の
被
害
者
多
数
の
供
述
が
英
外
交
文
書

(司・

0
・
口
¥
ωNC)
中
に
み
ら
れ
、

ま
た
議
舎
の
コ
マ
ン
ド
・
ペ
ー
パ
ー
二
七
一
四
、

さ
ら
に
外
務
省
が
濁
自
に
刊
行
し
た
コ
ン
ブ
ィ
デ
ン
シ

ャ
ル
・
プ
リ
ン
ト
八
九
四
『
一
八
五
九
年
四
月
よ
り
六

O
年
五
月
一
九
日
に
至
る
聞
の
中
園
か
ら
の
出
移
民
に
闘
す
る
往
復
信
書
』
(
一
八
六

O
年
五
月
一
一
日
印
刷
〉
中
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
曽
時
パ

I
ク
ス
英
領
事
は
上
海
に
い
る
ブ
ル
ー
ス
公
使
に
あ
て
、

理
事
舎
に
届
け
ら
れ
た
請
願
書
の
う
ち
少
数
の
も
の
の
罪
文
を
同
封
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
ら
が
閣
下
に
た
い
し
、
人
聞
が
お
び
き
ょ
せ
ら

495 

れ
捉
ま
っ
た
り
、
内
密
裡
に
さ
ら
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

し
ば
し
ば
あ
か
ら
さ
ま
な
暴
力
に
よ
っ
て
つ
れ
去
ら
れ
る
事
賓
を
停
え
る
で
あ
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ろ
う
と
信
ず
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
ら
請
願
書
中
に
あ
る
の
と
似
た
よ
う
な
話
は
、
(
庚
州
)
市
の
近
隣
諸
村
を
訪
れ
る
時
に
、
詳
し
く
語

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
c

市
内
そ
れ
自
桂
に
お
い
て
は
同
程
度
の
暴
力
に
う
っ
た
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
こ
こ
で
は
あ
ら

ゆ
る
種
類
の
誘
惑
が
康
範
固
に
行
わ
れ
て
お
り
、
誘
拐
者
の
名
は
人
び
と
に
恐
怖
感
を
起
し
て
お
り
ま
す
c

明
白
な
こ
と
で
す
が
、

そ
れ

は
徐
々
に
誘
拐
者
と
雇
主
と
思
わ
れ
て
い
る
、
至
首
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
外
園
人
に
た
い
す
る
政
一意
に
樽
化
す
る
に
ち
が
い
あ
り

ま
せ
ん
。

(
円
引
)

か
つ
誘
拐
者
に
た
い
す
る
恐
怖
が
排
外
気
運
に
鶴
ず
る
こ
と
を
危
慎
し
て
い
る
。

と
し
、
市
外
地
に
お
け
る
暴
力
的
な
人
身
の
技
致
を
認
め
、

苦
力
一商
人
で
あ
る
外
園
人
と
請
負
関
係
に
あ
る
客
頭
は
、
自
己
の
配
下
を
騒
使
し
て
人
を
集
め
る
だ
け
で
な
く
、
直
接
持
ち
こ
ま
れ
て
く
る

人
を
も
買
い
取
っ
て
い
た
。
客
頭
の
支
配
下
に
入
る
と
、
船
内
に
監
禁
さ
れ
、
そ
の
後
、
蒐
舶
に
つ
れ
て
い
か
れ
て
外
園
人
に
み
せ
ら
れ
る

か
、
あ
る
い
は
外
国
人
の
方
が
監
禁
さ
れ
て
い
る
舶
に
や
っ
て
き
て
、
買
取
る
か
否
か
を
決
め
た
の
で
あ
る
。
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東
莞
照
の
一
六
歳
に
な
る
黄
斉
(
一
Z

国
語
)
は
、
「
外
園
人
の
舶
に
つ
れ
て
い
か
れ
た
時
、
私
の
若
い
こ
と
に
気
づ
き
、
外
園
人
た
ち
は
私
を

(
必
)

重
み
ま
せ
ん
で
し
た
」
(
第
二
三
披
)
と
い
い
、
ま
た
一
四
歳
の
李
旅
(
一Z
国
語
)
が
、
「
私
が
幼
弱
な
の
を
み
て
、
外
園
人
は
私
を
(
誘
拐
者

(
必
)

の
〉
亜
富
(
一耳
目
謹
)
に
返
し
ま
し
た
」
(
第
三
七
競
〉
、
と
供
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
外
園
の
苦
力
一
商
人
が
無
差
別
に
苦
力
を
買
取
っ
た
と
考
え

る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
開
卒
豚
人
の
水
夫
で
四
四
歳
に
な
る
陳
雲
(
一
Z

国
語
)
の
よ
う
に
、
「
外
園
人
は
、
私
を
み
て
か
ら
、
年
齢
を
と
っ
て

(
印
)

い
る
と
い
い
、
私
を
筆
み
ま
せ
ん
で
し
た
」
〈
第
二
八
時
抗
)
と
い
う
ば
あ
い
も
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
一
一
月
一
日
に
救
出
さ
れ
た
四
一
人
の
年

齢
は
卒
均
コ
二
・
八
歳
で
あ
る
が
、

一
四
歳
か
ら
五
五
歳
に
わ
た
る
次
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

一
八
歳

未
満

人

一
九
l
二
五
歳

七
人

二
六
1

三
O
歳

六
人

三
一
1

三
五
歳

一
一
一
人



六
ー
四

O
歳

六
人

四
一
ー
ー
四
五
歳

四
人

四
六
|
五

O
歳

二
人人

五一

l
l
五
五
歳

(
日
)

ま
た
病
気
(
第
二
六
競
)
、
潰
傷
(
第
二
時
肌
)
、
足
の
怪
我
(
第
一
一
、
三
三
披
)
等
を
理
由
に
、
買
取
り
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
例
も
あ
る
。

(

臼

〉

「
外
園
人
に
行
き
た
く
な
い
と
話
す
と
、
す
ぐ
に
責
捕
舶
に
戻
る
よ
う
命
じ
ら
れ
ま
し
た
」
(
第
二
五
続
、
順
義
H
呈
日
誇
)
と
い
う
供
述
が
一
示
す

よ
う
に
、
移
民
の
意
志
が
な
い
と
明
言
し
て
買
取
り
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
賓
例
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
面
、
外
園
人
は
請
負
関
係
に
あ
る

客
頭
の
手
を
へ
ず
に
持
ち
こ
ま
れ
て
く
る
も
の
も
買
い
取
っ
て
い
る
。
ア
ロ
l
戦
争
時
の
い
わ
ゆ
る
贋
東
押
牧
文
書
の
一
つ
に
、
黄
捕
に
お
い

〈
臼
)

一
名
陳
村
有
の
自
供
書
が
あ
る
。

て
人
身
誘
拐
に
二
度
開
輿
し

か
つ
外
園
人
に
食
料
を
供
給
し
た
何
臣
有
、
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三
六
歳
、
三
水
豚
老
村
の
も
の
で
、
南
親
は
死
亡
し
ま
し
た
が
、
兄
弟
二
人
が
お
り
ま
す
。
兄
の
子
は
遂
信
で
す
。
私
に
は
家
も
妻
子
も

な
く
、
ず
っ
と
新
基
渡
舶
場
で
麺
を
買
っ
て
生
活
し
て
い
ま
す
。
前
年
一
一
月
八
日
、

一
人
で
思
い
た
っ
て
、
責
捕
に
お
い
て
貰

E
一帽を

誘
拐
し
、
米
人
に
買
り
渡
し
て
洋
銀
三
園
を
え
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
月
一
一
二
日
に
一
人
で
思
い
た
ち
、
寅
捕
方
面
で
責

E
有
を
誘
拐
し
、

米
人
に
買
っ
て
洋
銀
三
園
を
え
ま
し
た
。
そ
の
後
、
婦
っ
て
新
基
渡
船
場
で
麺
を
買
っ
て
い
ま
し
た
。
妻
子
も
親
戚
も
い
な
い
の
で
、
小

舟
を
走
ら
せ
て
い
る
溺
牙
亜
と
い
う
一
婦
人
を
契
嬬
と
し
、
朝
晩
一
緒
に
炊
事
を
し
、
彼
女
の
舟
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
今
月
六
日
、
徳

輿
街
の
新
中
和
行
で
外
園
人
の
た
め
に
鶏
卵
一

O
個
、
白
砂
糖
二
斤
を
買
い
ま
し
た
。
計
ら
ず
も
九
日
に
税
館
口
で
社
勇
に
逮
捕
さ
れ
、

法
廷
に
迭
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
自
供
が
な
さ
れ
た
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
副
業
的
に
人
身
略
買
を
行
う
も
の
、
知
己
を
買
る
も
の
、
雇
人
を
貰
る
も
の
な
ど
狂
飽
の
極
に

(
弘
)

達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
拐
陸
は
目
下
の
と
こ
ろ
無
数
に
い
る
」
と
い
う
嘗
時
の
世
相
は
、
職
業
的
な
客
頭
や
そ
の
配
下
の
存
在
だ
け
で
は
、

497 

と
う
て
い
説
明
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
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こ
う
し
た
欣
態
を
改
善
す
る
た
め
、
相
貴
の
死
に
よ
っ
て
進
捗
を
み
な
か
っ
た
具
佳
的
な
渡
航
自
由
化
政
策
が
急
が
れ
、
官
設
の
募
集
機
関

が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
五
九
年
一

O
月
下
旬
に
な
っ
て
、
英
首
局
よ
り
移
民
業
務
を
委
託
さ
れ
て
い
た
J

・
G
・
オ
l
ス
チ

ン
の
要
請
に
よ
り
、
英
併
連
合
理
事
舎
と
署
雨
康
総
督
傍
崇
光
と
の
聞
で
協
議
が
も
た
れ
た
結
果
、

(

応

)

開
設
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
官
設
の
募
集
機
関
に
お
い
て
苦
力
移
民
を
募
集
し
、
中
園
地
方
官
と
欧
人
事
務
官
に
よ
る
二
重
の
チ

一
一
月
一

O
日
、
慶
州
に
英
招
工
公
所
が

エ
ッ
ク
を
行
い
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
出
園
す
る
も
の
を
増
大
さ
せ
、
悪
質
な
寅
人
行
や
客
頭
の
暗
躍
を
抑
止
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。

務
崇
光
は
英
併
連
合
理
事
舎
の
要
請
に
よ
り
、

用
を
希
墓
す
る
中
園
人
は
、
招
工
公
所
に
お
い
て
自
ら
正
確
な
目
的
地
と
第
働
傑
件
の
す
べ
て
を
交
渉
し
、
雨
者
と
も
に
承
諾
し
た
際
に
は
、

一
O
月
二
八
日
に
中
園
文
の
布
告
を
渡
し
た
。
そ
の
一
節
に
、
英
領
西
イ
ン
ド
に
お
け
る
雇

がそ
行れ
わら
れ僚
る件
こを
と正
が式
明な
言契
さ約
れ書
てに
し、(記
た56録
。)し

さ
ら
に
外
園
人
事
務
官
な
ら
び
に
こ
の
目
的
上
特
に
任
命
さ
れ
た
中
園
官
憲
に
よ
り
合
同
の
審
査

招
工
公
所
は
、

し
か

ro 
Gυ 

心
情
的
に
人
身
誘
拐
と
結
び
つ
き
ゃ
す
い
責
捕
の
地
を
避
け
、
監
視
の
最
も
行
届
く
慶
州
西
開
を
選
ん
で
開
設
さ
れ
、

(

m

む

も
中
園
人
の
限
に
は
獄
舎
と
し
て
し
か
映
ら
な
い
彊
船
方
式
を
と
ら
ず
、
郷
紳
の
協
力
に
よ
っ
て
陸
上
の
建
物
を
賃
借
し
た
の
で
あ
る
。

(ぬ〉

ス
チ
ン
の
移
民
募
集
を
代
行
し
て
い
た
T
・
サ
ン
プ
ソ
ン
が
招
工
公
所
の
質
務
を
委
託
さ
れ
た
。

オ

英
招
工
公
所
で
は
開
業
以
来
脹
募
者
に
食
事
を
支
給
し
て
い
た
が
、
寅
際
に
は
移
民
の
一
意
志
が
な
く
て
多
数
が
逃
走
す
る
な
ど
の
事
故
も
護

(
回
〉

生
し
た
。
し
か
し
中
園
官
憲
の
協
力
下
に
全
世
と
し
て
は
順
調
に
機
能
を
開
始
し
た
。
ま
た
開
業
の
月
、
南
康
総
督
は
責
捕
で
逮
捕
し
た
誘
拐

(
印
)

犯
人
一
八
名
を
斬
首
に
慮
し
、
み
せ
し
め
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
各
圏
領
事
に
同
文
の
通
牒
を
設
し
、
責
捕
に
彊
船
を
配
置
し
て

客
頭
か
ら
中
園
人
を
買
取
る
こ
と
を
非
合
法
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
通
牒
を
無
視
す
る
か
の
よ
う
に
、
資
捕
で
は
人
買
が
縫
繍
し
た
の
で
あ

(

引

)

一
一
月
二
五
日
に
は
兵
船
三
隻
が
黄
捕
に
到
着
し
銀
座
を
行
っ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
の
移
民
事
務
官
は
、
米
舶
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
競
(
一
三

(
位
〉

キ
ュ
ー
バ
へ
の
苦
力
の
調
達
を
止
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

る五

0
ト
ン
)
な
ど
六
隻
の
船
舶
と
五

O
高
ド
ル
の
契
約
を
結
び
、

誘
拐
被
害
者
の
家
族
や
知
己
か
ら
の
請
願
に
よ
り
、
中
園
官
憲
と
米
領
事
が
同
行
し
、

一
一
一
月
三
一
日
糞
捕
の
米
舶
に
た
い
す
る
検
査
が
行



(

沿

〉

〈

悦

〉

わ
れ
、
請
願
の
あ
っ
た
二
名
が
フ
ア
ニ

l

・
ヵ
l
チ
ュ
ナ

l
競
で
護
見
さ
れ
、
荷
受
人
か
，
ら
縁
者
に
引
き
渡
さ
れ
た
。

フ
ァ
ニ

l

・
カ
l
チ
ュ
ナ

l
競
の
出
航
停
止
を
求
め
、
米
園
船
上
に
い
る
苦

力
で
未
だ
中
園
官
憲
の
尋
問
を
受
け
て
い
な
い
も
の
全
員
を
省
城
へ
移
し
、
審
査
を
受
け
さ
せ
る
よ
う
ベ
リ
l
米
領
事
に
要
請
し
た
の
で
あ

(

筋

)

・

(

伺

〉

る
。
ペ
リ
ー
は
英
傍
連
合
理
事
舎
と
協
議
し
、
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
競
を
慶
州
へ
回
航
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
翌
六
日
午
後
に

一
八
六

O
年
一
月
五
日
、
雨
康
総
督
は
メ
V

セ
ン
ジ
ャ

l
競
、

メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
競
は
既
に
五
日
夜
米
籍
小
型
汽
舶
メ
ェ
イ
リ
l
競
に
積
め
る
だ
け
の
苦
力
を
移
乗
さ
せ
て
マ
カ
オ
に
迭
り
、
積
み

(
m
w〉

残
し
の
苦
力
も
中
園
船
に
分
乗
さ
せ
た
こ
と
が
護
費
し
た
の
で
あ
る
。
雨
贋
穂
督
は
、
ペ
リ

ー
に
た
い
し
、
メ

ッ
セ
ン
ジ
ャ

ー
披
を
含
む
米
舶

(
印
山
〉

上
の
中
園
人
全
員
を
探
し
だ
し
、
慶
州
に
迭
還
す
る
よ
う
巌
し
く
要
請
し
た
。
ま
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
事
に
た
い
し
て
も
、
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
蹴

(
的
〉

よ
り
移
迭
さ
せ
ら
れ
た
苦
力
が
、
雨
康
総
督
よ
り
召
還
要
請
中
の
も
の
で
あ
る
旨
マ
カ
オ
ヘ
停
達
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

な
っ
て
、

ウ
ォ

l
ド
米
公
使
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
総
督
は
苦
力
全
員
を
贋
州
へ
迭
り
、
康
州
に
お
い
て
中
米
官
憲
の
手
に
よ
っ
て
尋
問
が
行
わ
れ
た
結
果
、

(
初
)

移
民
を
希
墓
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
苦
力
た
ち
は
穆
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
責
捕
事
件
ま
た
は
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
披
事
件
で

- 67ー

ス
ペ
イ
ン
の
移
民
事
務
官
も
自
由
意
志
に
よ
る
苦
力
を
調
達
す
る
以
外
に
途
が
な
く
な
り
、
廉
州
に
ス
ペ
イ
ン
招
工
公

(

冗

)

〈

η〉

所
が
開
設
さ
れ
る
運
び
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
に
先
立
ち
、
五
九
年
二
一
月
に
フ
ラ
ン
ス
招
工
公
所
も
開
設
さ
れ
て
お
り
、
贋
州
に
は

あ
る
。
こ
の
事
件
後
、

園
の
招
工
公
所
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

四

右
に
概
観
し
た
よ
う
な
贋
東
の
状
態
に
比
較
す
れ
ば
、
同
時
期
の
上
海
に
お
け
る
苦
力
貿
易
は
、

ま
だ
嘗
局
者
が
容
易
に
制
御
し
う
る
欣
態

に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
上
海
で
苦
力
貿
易
に
原
因
す
る
外
園
人
襲
撃
事
件
が
護
生
し
た
の
は
皮
肉
と
い
え
ば
皮
肉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

襲
撃
事
件
ま
で
に
開
園
し
て
く
る
苦
力
が
い
な
か
っ
た
の
は
、

一
八
五

0
年
代
後
牟
に
な
っ
て
か
ら
苦
力
の
調
達
が
や
や
本
格
化
の
兆
を
み
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せ
た
上
海
で
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
と
ん
だ
と
い
う
流
言
が
一
瞳
何
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
じ
五

0
年
代
の
贋
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東
方
面
で
は
、
海
外
で
牛
馬
の
ご
と
く
働
ら
か
さ
れ
る
と
い
う
噂
の
ほ
か
、
戦
場
で
最
前
線
に
立
た
さ
れ
、
弾
よ
け
に
さ
れ
る
と
い
う
腕
時
が
あ

(
向
日
)

っ
た
位
で
あ
る
。
贋
東
巡
撫
送
日齢
の
覆
奏
中
に
も
、

西
洋
各
園
の
外
園
人
が
内
地
民
人
を
誘
拐
し
て
一
位
何
に
使
役
す
る
の
か
、
こ
れ
ま
で
貫
地
に
調
べ
る
方
法
が
な
か
っ
た
。
近
頃
か
ど
わ

か
さ
れ
、
雇
用
さ
れ
て
出
園
す
る
も
の
は
、
民
間
の
い
い
停
え
に
よ
る
と
、
外
園
人
は
薬
水
を
使
っ
て
民
人
に
塗
り
つ
け
、

者
髪
を
黄
色

く
ち
ぢ
れ
さ
せ
、
顔
を
黒
く
し
て
外
国
兵
の
代
用
に
し
、

間
信
勢
を
盛
ん
に
し
て
わ
が
寧
と
戦
う
の
で
あ
る
と
。
た
だ
本
物
の
外
園
人
は
鼻

が
高
く
、
眼
が
緑
色
で
あ
る
が
、
贋
の
外
園
人
の
方
は
そ
う
で
な
い
か
ら
、

員
賞
の
ほ
ど
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
最
近
そ
の
外
園
人
が

荷
揚
ぎ
人
夫
を
募
集
し
、

絶
つ
べ
き
で
あ
る
。

(九
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
苦
力
貿
易
の
慮
女
地
で
あ

っ
た
上
海
で
は
な
お
の
こ
と
流
言
が
不
安
を
か
き
た
て
た
に
ち
が
レ
な
い
。

つ
い
に
戦
争
の
字
句
が
あ
る
こ
と
は
、
停
え
る
と
こ
ろ
あ
る
い
は
原
因
が
な
し
と
し
な
い
。
厳
禁
し
て
好
謀
を

ま
た
苦
力
を
寅
際
に
調
達
す
る
中
園
人
が
悪
掠
な
手
段
を
用
い
る
こ
と
を
繍
け
れ
ば
、

い
ず
れ
外
園
人
に
た
い
す
る
敵
意
に
か
わ
る
で
あ
ろ

- 68ー

う
こ
と
は
、
外
交
固
あ
る
い
は
民
聞
の
外
園
一商
一
人
に
よ
く
一
意
識
さ
れ
て
い
た
。
ブ
ル
ー
ス
英
公
使
や
パ

l
ク
ス
英
領
事
の
こ
れ
に
闘
す
る
警
告

に
つ
い
て
は
既
に
と
り
あ
げ
た
。
招
工
公
所
の
開
設
も
、
英
領
へ
不
断
に
大
量
の
苦
力
移
民
を
迭
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
「
人
身
貿
買
に
激
昂

(
万
)

し
た
民
衆
が
、
中
圏
在
住
の
全
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
人
共
同
般
の
生
命
と
財
産
の
安
全
を
本
気
で
危
う
く
す
る
」
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

上
海
で
は
、
と
く
に
こ
の
こ
と
が
よ
く
一
意
識
さ
れ
て
い
た
。
七
月
三

O
日、

イ
ギ
リ
ス
一
商
工
禽
議
所
は
襲
撃
事
件
に
関
連
し
て
、
英
、
併
、

米
三
園
の
領
事
に
書
簡
を
迭
付
し
、
中
園
人
の
激
情
を
速
や
か
に
静
め
な
け
れ
ば
、
上
海
は
も
と
よ
り
、
外
園
人
の
居
留
す
る
地
域
は
ど
こ
で

も
最
悪
の
事
態
に
お
ち
い
る
と
い
う
憂
慮
を
表
明
し
、
こ
の
数
日
、

上
海
で
行
わ
れ
て
い
る
苦
力
の
組
織
的
誘
拐
と
人
身
の
強
制
社
致
は
、
居

留
外
園
人
の
名
胤
債
を
損
う
だ
け
で
な
く
、
外
園
人
の
利
盆
と
安
全
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
巌
重
に
調
査
を
行
い
、
違
反
の
事
賓
が
あ
れ

(
符
)

ば
、
領
事
の
司
法
擢
の
下
で
厳
し
く
慮
罰
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。

ま
た
七
月
三
一
日
、
英
領
事
も
英
租
界
内
の
中
園
人
に
布
告
を
出
し
、
慣
に
あ
る
園
の
法
が
貧
困
に
よ
り
自
費
的
に
買
身
す
る
こ
と
を
=
認
め



て
い
て
も
、
英
園
法
で
は
英
人
が
そ
の
人
身
を
買
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
人
身
を
誘
拐
す
る
こ
と
や
、
人
身
を
奴
隷
と
し
て
轍
迭
す
る
こ

と
も
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
種
の
犯
罪
を
行
っ
て
い
る
英
人
を
見
つ
け
た
ら
、
と
ら
え
て
領
事
に
つ
き
だ
す
よ
う
。
裁
判
に
か
け
て
慮
罰
す
る
。

今
次
の
よ
う
に
暴
徒
と
化
し
、
誤
っ
て
無
買
の
英
人
を
襲
撃
す
る
こ
と
は
、
英
人
の
憤
慨
を
ひ
き
起
す
だ
け
で
あ
る
。
中
園
と
の
篠
約
に
よ
れ

ば
、
英
人
の
犯
罪
は
英
園
法
に
よ
っ
て
英
領
事
が
裁
く
の
で
あ
る
。
中
園
人
に
英
人
を
殴
打
し
た
り
、
痛
め
つ
け
た
り
す
る
擢
利
は
な
い
。
事

件
の
再
護
を
防
止
す
る
た
め
、
布
告
を
出
し
、
暴
行
を
働
い
た
犯
人
を
巌
罰
に
慮
す
る
よ
う
海
防
兵
備
遁
に
要
請
し
た
が
、
英
領
事
も
ま
た
こ

の
布
告
を
英
租
界
内
の
中
園
人
に
出
す
。
今
後
は
上
海
に
お
い
て
犯
罪
を
犯
し
て
い
る
外
園
人
を
み
つ
け
て
も
、
不
法
な
暴
行
を
働
か
な
い
よ

う
。
租
界
警
察
に
連
行
心
、
警
察
の
手
で
、
犯
人
の
園
籍
に
よ
り
関
係
領
事
に
引
き
渡
し
、
裁
判
に
か
け
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
英
人
の

し
か
し
犯
行
を
見
た
人
が
誼
擦
の
提
示
を
桓
否
す
れ
ば
、
庭
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な

つ
れ
て
き
て
も
、
一
方
的
な
主
張
で
軽
軽
し
く
領
事
の
司
法
権
限
を
行
使
し
、
無
責
の
人
を
巻

(
村
川
)

き
ぞ
え
に
す
る
危
険
は
お
か
き
な
い
な
ど
の
こ
と
を
布
告
し
た
の
で
あ
る
。

犯
罪
な
ら
ば
、
直
接
英
領
事
館
へ
つ
れ
て
き
て
も
よ
い
。

ぃ
。
ま
た
疑
わ
し
い
と
思
う
も
の
を
と
ら
え
、

;_ 69ー

一
方
、
中
園
側
の
封
腹
策
を
み
る
と
、
果
照
も
七
月
三
一
日
布
告
を
出
し
て
、
苦
力
募
集
に
闘
し
、
前
日
、
各
園
領
事
と
舎
談
を
行
っ
た
概

(
刊
悶
)

要
を
通
知
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
米
園
法
は
常
に
人
身
拐
買
を
禁
じ
て
お
り
、
苦
力
貿
易
に
従
事
し
て
い
る
米
人
が
あ
れ
ば
重
罰
に
鹿
せ
ら
れ

る
旨
、
米
領
事
が
表
明
し
た
こ
と
。
ま
た
英
領
事
は
、
も
し
英
人
で
苦
力
の
拐
買
を
行
っ
て
い
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
領
事
に
通
報
せ
よ
。
英
園

法
は
人
身
拐
買
を
厳
禁
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
も
の
は
巌
罰
に
虚
せ
ら
れ
る
と
表
明
し
た
こ
と
。
併
領
事
も
ほ
ぼ
同
様
な
見
解
を
示
し
た
上

に
、
今
次
の
ば
あ
い
は
ス
ペ
イ
ン
人
が
フ
ラ
ン
ス
舶
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
苦
力
を
海
外
へ
職
迭
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
舶
を
臭
融
か
ら
土

海
に
戻
し
、
中
園
官
憲
と
共
同
で
、
舶
上
の
苦
力
を
一
人
ず
つ
尋
問
す
る
と
表
明
し
た
こ
と
。

さ
ら
に
臭
照
が
各
園
領
事
と
接
鯛
し
な
が
ら
事

件
を
十
分
調
査
し
、
再
震
防
止
の
方
策
を
立
て
る
ま
で
、
私
的
な
報
復
は
一
切
許
さ
な
い
。
違
反
者
は
兵
員
、
捕
吏
、
地
保
に
命
じ
て
検
撃
す

る
。
ま
た
も
し
拐
買
を
行
う
外
園
人
を
見
た
な
ら
ば
、
附
近
の
も
の
と
協
力
し
て
と
ら
え
、
傷
死
を
あ
た
え
る
こ
と
な
く
、
関
係
領
事
に
つ
き
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出
し
て
慮
罰
し
て
も
ら
う
こ
と
。
命
令
に
反
し
、
衆
人
を
集
め
、
暴
動
を
働
い
て
外
園
人
を
虐
待
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
外
園
兵
員
は
護
砲
す
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る
。
そ
の
際
、
中
園
官
憲
も
慮
罰
を
も
っ
て
臨
み
、
保
護
を
あ
た
え
な
い
、

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
雨
江
総
督
何
桂
清
は
、
臭
訟
口
で
検
邸
申
し
た
人
買
い
の
「
釣
船
」
を
鋸
で
引
い
て
水
際
に
さ
ら
し
、
人
心
を
な
だ
め
る
一
方
、
力
に
よ

る
取
締
り
と
検
摩
を
指
示
し
て
い
る
。
江
蘇
の
風
気
は
が
ん
ら
い
柔
弱
で
あ
っ
て
、
ご
た
ご
た
を
好
ま
な
い
か
ら
、
威
力
を
も
っ
て
す
れ
ば
こ

れ
を
制
す
る
こ
と
が
た
や
す
い
。
ま
た
数
を
た
の
ん
で
事
を
起
す
無
籍
の
徒
は
、
烏
合
の
衆
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
威
力
を
も
っ
て
す
れ
ば
離

(

刊

は

)

散
し
て
し
ま
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
海
外
に
お
け
る
強
い
苦
力
需
要
の
な
か
で
、

一
時
苦
力
職
選
港
に
化
す
こ
と
が
懸
念
さ

れ
た
上
海
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
回
避
し
、
苦
力
貿
易
に
深
く
か
か
わ
る
こ
と
を
菟
れ
た
の
で
あ
る
。

五

苦
力
貿
易
の
全
時
期
を
通
じ
て
、
買
取
ら
れ
た
苦
力
自
身
に
よ
る
集
圏
叛
乱
、
暴
動
は
、
招
工
舶
の
船
上
あ
る
い
は
現
地
に
お
い
て
多
数
護

生
し
て
い
る
。
し
か
し
中
園
本
土
に
お
い
て
苦
力
貰
買
に
原
因
し
て
護
生
し
た
排
外
暴
動
事
件
は
一
意
外
と
少
な
く
、

動
と
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
一
八
五
九
年
の
上
海
に
お
け
る
外
園
人
襲
撃
事
件
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
近
着
、

一
八
五
二
年
の
ア
モ
イ
暴
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ロバ

l
ト
・
ア
イ
リ
ッ
ク
『
苦
カ

貿
易
に
た
い
す
る
清
閣
の
政
策
』
は
、
こ
の
外
園
人
襲
撃
事
件
に
一

二
頁
を
さ
い
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、

事
件
に
よ
る
緊
張
朕
態
が
寧
波

(
的
)

に
蹴
大
し
、
同
地
の
外
闘
人
は
上
海
の
租
界
あ
る
い
は
外
園
舶
上
に
移
り
難
を
避
け
た
と
い
っ
て
い
る
。

ア
イ
リ
ッ
ク
の
論
考
は
『
審
緋
夷
務
始
末
』
を
主
た
る
資
料
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
件
が
天
津
僚
約
の
批
准
を
め
ぐ
る
清
園
と
芙
傍
聞
の

ト
ラ
ブ
ル
誕
生
中
に
起
き
、
ブ
ル
ー
ス
英
公
使
が
天
津
線
約
に
関
す
る
外
交
交
渉
担
否
の
道
具
に
こ
の
事
件
を
利
用
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
外

交
交
渉
に
あ
た
え
る
影
響
を
憂
慮
し
た
清
園
が
、
従
来
地
方
官
の
裁
量
に
委
ね
て
き
た
苦
力
貿
易
関
係
の
事
件
を
、
中
央
自
ら
そ
の
庭
理
に
嘗

ら
せ
る
結
果
に
な
っ
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。

筈
を
こ
う
む
っ
た
の
は
六
月
二
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。

大
泊
事
件
、
す
な
わ
ち
天
津
線
約
批
准
書
交
換
の
た
め
北
京
に
赴
く
英
併
使
節
を
乗
せ
た
英
併
艦
隊
が
大
治
砲
蓋
か
ら
攻
撃
を
受
け
て
大
損

ガ

l
ト

リ
ュ
I
ド
競
の
船
上
で
合
同
調
査
が
行
わ
れ
た
八
月
一
日
、
清
園
は
英
併
と
の



天
津
燦
約
を
破
棄
し
、
皇
帝
は
何
桂
清
の
「
こ
の
た
び
の
天
津
の
役
を
考
え
ま
す
る
に
、
二

O
徐
年
来
未
だ
か
つ
て
な
か
っ
た
快
事
で
あ
り
ま

(
創
〉

上
海
は
罷
市
さ
な
が
ら
」
で
あ
る
と
い
う
上
奏
を

す
。
こ
の
情
報
を
え
た
後
、
外
園
一商
人
は
疑
い
お
そ
れ
、
繍
々
と
存
本
を
枚
目
し
て
お
り
、

閲
讃
し
て
い
る
。
和
卒
論
の
代
表
者
的
存
在
で
あ
り
、
寧
波
一商
人
ら
の
和
平
勢
力
を
背
景
に
外
交
交
渉
に
嘗
る
欽
差
大
臣
、
南
江
総
督
何
桂
清

に
と
っ
て
み
れ
ば
、
外
園
人
襲
撃
事
件
が
大
規
模
な
排
外
暴
動
に
護
展
す
る
こ
と
は
何
と
し
て
も
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。

ア
イ
リ
ッ
ク
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
暴
動
の
鎮
座
に
敏
活
に
封
慮
し
た
こ
と
も
よ
く
う
な
キ
つ
け
る
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ

ば
外
交
懸
案
を
か
か
え
る
こ
と
が
、
上
海
を
苦
力
職
選
港
に
化
す
こ
と
か
ら
菟
れ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
緊
張
を
は
ら
ん
だ
「
外
交
」

の
季
節
に
事
件
が
愛
生
し
た
こ
と
が
、
『
護
緋
夷
務
始
末
』
に
例
外
的
に
記
録
を
残
す
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
筆
者
の
闘
心
は
同
時
期
の
華
南
沿
海
を
展
望
す
る
時
、
苦
力
貿
易
が
最
も
し
れ
つ
を
き
わ
め
た
贋
東
省
に
お
い
て
、
事
件
が
客
頭
襲

撃
の
域
に
と
ど
ま
り
、
主
舞
蓋
を
外
れ
た
上
海
に
お
い
て
何
故
に
苦
力
貿
易
に
端
を
護
す
る
排
外
暴
動
の
褒
生
を
み
た
か
と
い
う
貼
に
あ
る
。
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も
と
も
と
江
蘇
、
漸
江
の
地
は
、
筆
中
、
華
北
と
同
じ
く
、
海
外
移
民
を
輩
出
さ
せ
る
風
土
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
六
六
年
に
も
上
海
に
お

い
て
キ

L
1
パ
行
き
の
苦
力
募
集
、
が
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
上
海
に
在
住
し
た
こ
と
の
あ
る
A
・
ウ
イ
リ
ー
は
、

ハ
ワ
イ
王
園
の
た
め
に

苦
力
調
達
に
従
っ
て
い
た
ヒ
レ

e

ブ
ラ
ン
ド
宛
書
簡
(
一
八
六
六
年
八
月
二
九
日
附
)
の
中
で
、

一
八
六
五
年
に
漢
口
か
ら
数
百
マ
イ
ル
距
っ
た

内
陸
部
で
、
城
壁
の
い
く
つ
か
に
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
中
園
農
民
に
海
外
移
民
を
勧
め
る
ポ
ス
タ
ー
が
延
々
と
人
目
に
つ
く
よ
う
に
貼
ら
れ
て
い

た
と
惇
え
て
い
る
。
ポ
ス
タ
ー
に
は
篠
件
が
明
細
に
示
さ
れ
て
い
た
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
名
は
か
き
む
し
ら
れ
た
り
、
抹
消
さ
れ
て
い
た
も
の
が

多
く
、
民
人
が
一
笑
に
付
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
園
の
南
部
と
こ
と
な
り
、
移
民
慣
行
の
な
い
北
方
で
は
、
家
郷
に
と
ど
ま
る

こ
と
に
執
着
す
る
だ
け
で
な
く
、
南
方
に
お
け
る
苦
力
貿
易
の
悪
評
を
聞
い
て
い
る
か
ら
、
こ
の
種
の
提
示
に
た
い
し
疑
わ
し
く
思
っ
て
い
る

(
位
〉

ア
モ
イ
も
し
く
は
贋
州
に
お
け
る
苦
力
募
集
を
勧
め
て
い
る
。
ウ
イ
リ
l
の
い
う
よ
う
に
、
上
海
は
移
民
慣
行
の
な
い
風
土
で
あ
る
上

と
し
、
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に
、
苦
力
貿
易
の
後
装
地
で
あ
る
だ
け
に
、
先
行
し
た
間
男
方
面
に
お
け
る
悪
評
か
ら
、
苦
力
貿
易
に
た
い
す
る
警
戒
心
が
強
か
っ
た
の
で
あ

一
八
七

O
年
の
天
津
数
案
の
後
で
、
李
鴻
一章一
が
、
中
園
北
方
の
好
民
が
贋
東
、
一
隅
建
地
方
と
結
託
し
て
、
北
方
か
ら
南
方
へ
と
人
身
を

ろ
う
。
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(
路
〉

儲
仲
買
す
る
風
潮
の
生
ず
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
れ
と
封
照
的
に
移
民
慣
行
の
長
い
康
東
省
で
は
、
苦
力
貿
易
の
弊

害
に
た
い
し
外
交
囲
が
外
園
人
の
安
全
を
危
倶
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
て
も
、
中
園
人
サ
イ
ド
で
は
客
頭
の
襲
撃
に
と
ど
ま
り
、
排
外
暴
動
に
ま
で

至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
上
海
で
は
欧
人
の
聞
に
も
苦
力
貿
易
を
嫌
忌
す
る
風
が
強
か
っ
た
。
襲
撃
事
件
後
、
前
述
し
た
よ
う
に
い
ち
早
く
上
海
の
イ
ギ
リ
ス
一
商

工
禽
議
所
が
領
事
に
取
締
り
を
要
撃
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
苦
力
貿
易
に
た
い
す
る
憤
憩
が
外
園
人
襲
撃
と
い
う
形
で
爆
設
す
る
と
、
欧
人
の

安
全
が
脅
か
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
中
園
官
憲
と
の
封
立
を
生
じ
、
合
法
貿
易
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
で
あ
っ
た
。
五
港
の
う
ち
最
も
重
要

と
く
に
中
園
官
憲
と
針
立
を
う
む
こ
の
種
の
事
件
は
好
ま
し
く
な
い
と
一
意
識
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

な
港
で
あ
っ
た
上
海
で
は
、

八

五
二
年
ア
モ
イ
暴
動
の
際
の
よ
う
な
英
国
で
は
移
民
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
お
り
移
住
を
希
撃
す
る
中
園
人
が
出
洋
す
る
の
を
妨
げ
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
強
硬
な
態
度
は
認
め
ら
れ
な
い
。
上
海
で
は
逆
に
移
民
を
禁
止
す
る
圏
内
法
の
遵
守
を
欧
人
に
強
制
し
、
友
好
関
係
を

- 72一

固
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
モ
イ
と
上
海
の
お
か
れ
た
経
済
上
の
地
位
の
ち
が
い
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
上
海
を
苦
力
稔
迭
港
に

し
な
い
大
き
な
力
と
な

っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

一
八
五
九
年
の
外
園
人
襲
撃
事
件
が
い
よ
い
よ
苦
力
貿
易
を
嫌
思
さ

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
，
ブ
ル

ー
ス
公
使
を
し
て
、
苦
力
の
密
貿
易
が
摘
け
ば
、
在
留
外
闘
人
の
安
全
は
失
わ
れ
、
上
海
も

(
制

〉

ま
た
全
住
民
が
嫌
悪
す
る
酎
象
と
な
っ
た
廉
東
の
轍
を
ふ
む
こ
と
に
な
る
、
と
い
わ
し
め
る
ほ
ど
恐
怖
を
あ
た
え
た
の
で
あ
る
か
ら
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
、

一
八
五
九
年
の
こ
の
事
件
で
重
要
な
こ
と
は
、
外
交
懸
案
の
閥
係
か
ら
と
は
い
え
、
中
園
官
憲
が
園
禁
を
た
て
に
苦
力

貿
易
を
抑
止
す
れ
ば
、
外
園
船
は
一
隻
た
り
と
も
苦
力
総
迭
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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ON MONEY CIRCULATION UNDER THE LIANG DYNASTY

OCHI Shigeaki

　　

In the firsthalf of the reign of Liang Wudi梁武帚mostly copper

coins circulated,but this circulationwas disturbed by the appearance of

inferior money. Moreover, the iron money coined by Wudi which was legal

tender throughout the whole country was toward the only worth ％of its

original value at the end of his reign, yet somehow or other it remained

effective. On this general background the specificeconomic structure un-

der Wudi can be understood. Wudi managed Tun 屯and Ｄｉ邸personally

and though he intended to gain an increased income this way, he spent

it again in supporting the Buddhist faith. building temples emd monaster-

ies. Thereby he promoted the circulationof iron money.　λ/[oreover,Wudi

granted certain high civil 0ｒ military ｏ伍cialsas well as members of the

imperial family ａ special tax-eχempt status in managing Tun Eind Di and

doing business. This again is an important reason for the　increase　in

circulationof goods and iron currency. Though these practices may seem

contrary to　ａ proper administration of the country and even serve to

weaken its strength, the iron currency remained in circulation as legal

tender under the above described conditions until at the end of the Liang

Hou Jing侯景rose　in rebellion.

THE ANTI-FOREIGN INCIDENT IN SHANGHAI OF

　　　　　　

ＸＩＡＮＦＥＮＧ咸豊9(1859)

　　　　　　　　　

Kani Hiroaki

　　　

On the eve of the Peking treaty,the coolie trade had reached ａpeak.

In the summer of 1859,ａseriesof raids on fo reigners ocurred in the open

port of Shanghai. Because the popular anger against the coolie trade was

the reason for the raid, this incident is worth noting in the history of the

coolietrade. At thistime the supply of cooliesin Guangdong 廣東province

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－



had become quite chaotic, people were kidnapped, sold and bought, and

the situation escalated to even violence against cooliesfrom the sideof the

people. Because of these difBcultiesin recruiting, the coolie trade was

extended toward the north, and signs were given that　Shanghai should

be made into ａ coolie trade port. The instigated raid against foreigners

was ａ blind one, but it had the effect that the foreign missions and

Western tradersin Shanghai grew more and more distant to the coolie

trade, consequently Shanghai　could　not be finallymade ａ coolie trade

port. In this sense we should remember the incident of 1859 as well as

the large scaleriotagainst the coolie trade in Amoy 厦門in 1852. Bearing

these factsin mind. one can understand the incidentin Shanghai properly.

　　　　

WANG TAO 王Si AND THE ＸむNHVりiNRIBAO循環日報

　　　　　　　　　　　　　　　

NiSHIZATO Yoshiyuki

　　　

The life of Wang Tao who occupies ａ unique position in the history

of modern Chinese thought can be divided into four phases :

　　　

1.

　

Suzhou (1828―49)　　　2.　First Shanghai period (1850―62)

　　　

3.

　

Exile in Hongkong (1862―84)

　　　

4. Second Shanghai period (1884―97)･

　　　

While in exile in Hongkong, the launch of theχｕnhｕａｎ元ｂａｏ gained

ａ tremendous meaning for Wang Tao's life. Wang Tao published numerous

articles in the χｕnhｕａｎｒihao.propagating self-strengthening on the inter-

ior, and standing ａ nationalistic position on the ｅχterior, analyzing and

criticizing international affairs. Although research on Wang Tao consists

of many books or articles, there is no scholar who ｅχamined his articles

in the χｕnhｕａｎｒｉｂａｏon the whole. The structural relation of the chan-

ges and developments in　his view on the ぺA^'est and Asia have not yet

been fully understood. For the understanding of the specific characteristics

of his world-view and view on Asia, his international consciousness and

nationalistic ideas, his articles in the χｕｎｈｕａｎｒｉｂａｏａｌ:ｅbasic historical

research material which must by no means be overlooked. Here Ｉ present

an index over his articles in the χz。^hlにnribao as ｅχtant today｡
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