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悶
　
は
じ
め
に
－
長
沙
大
捻
米
の
経
過
－

　
近
代
に
お
け
る
科
学
技
術
の
発
達
と
そ
の
実
証
化
が
社
会
生
活
に
大
き
な

影
響
を
あ
た
え
た
こ
と
は
す
で
に
自
明
の
こ
と
が
ら
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ

の
こ
と
は
、
反
蒲
そ
れ
を
有
す
る
者
と
有
し
な
い
者
と
の
格
差
が
決
定
的
に

大
き
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
と
り
わ
け
、
近
代
に
お
け
る
情
報
、
あ
る

い
は
通
信
の
分
野
に
お
け
る
技
術
の
進
歩
は
、
革
命
を
ふ
く
む
社
会
運
動
の

　
　
　
　
　
　
　
①

広
が
り
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
そ
れ
が
偏
在
す
る
場
合
に
は
、
一
方
に
の

み
情
報
の
操
作
や
統
率
と
い
う
支
配
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
意
寄
し
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
社
会
運
動
の
形
態
も
、
運
動
の
側
の
主
体
的
力
量
以
外
の

面
で
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
通
信
、
情
報
の
諸
状
況
に
よ
っ
て
も
変
容
を
迫
ら

れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
革
命
運
動
や
蔑
衆
運
動
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
え

な
い
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
長
沙
大
体
米
の
「
鎮
民
」
の
臭
体
的
過
程
は
、

近
代
以
降
の
「
革
命
運
動
」
の
前
に
く
り
か
え
し
立
ち
は
だ
か
る
「
文
明
の

利
器
」
の
姿
を
、
電
信
と
い
う
領
域
で
如
実
に
し
め
す
ひ
と
つ
の
事
例
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
電
信
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
科
学
技
術
が
導
入
さ

れ
た
後
の
露
国
に
お
い
て
、
自
然
発
生
的
な
民
衆
運
動
が
た
ど
る
消
長
を
、

電
信
を
有
す
る
「
鎮
圧
」
側
の
対
癒
と
対
比
さ
せ
つ
つ
素
描
す
る
も
の
で
あ

る
。　

一
九
一
〇
年
四
月
に
長
沙
で
発
生
し
た
大
規
模
な
鎗
米
は
、
辛
亥
革
命
薩

前
に
お
け
る
清
朝
統
治
の
破
綻
を
端
的
に
示
し
、
や
が
て
起
こ
る
辛
亥
革
命

の
到
来
を
予
感
さ
せ
る
に
た
る
自
然
発
生
的
民
衆
暴
動
で
あ
っ
た
。
事
件
の

発
端
は
、
自
然
災
害
下
の
湖
南
省
に
あ
っ
て
、
日
本
向
け
を
ふ
く
む
米
の
省

外
移
出
が
湖
南
の
官
紳
の
み
な
ら
ず
、
帝
圏
主
義
列
強
に
よ
っ
て
も
強
引
に

押
し
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
米
価
の
異
常
な
高
騰
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
中
国
の
内
陸
部
に
位
置
す
る
湖
南
さ
え
も
が
清
末
に
お
い
て
は
、
世
界

経
済
に
巻
き
込
ま
れ
、
従
属
的
地
位
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
事
件
の
あ
ら
ま
し
を
概
観
す
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れ
ば
、
．
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
湖
郷
長
で
は
一
九
〇
九
年
夏
に
北
部
を
中
心
と
し
て
、
長
雨
と
そ
れ
に
伴

う
洪
水
で
大
被
害
を
こ
う
む
っ
て
い
た
が
、
湖
南
米
の
主
要
消
費
地
で
あ
っ

た
湖
北
も
同
様
に
水
害
を
受
け
、
一
九
一
〇
年
に
は
例
年
以
上
の
米
を
湖
南

か
ら
買
い
つ
け
て
い
た
。
湖
広
総
督
の
瑞
激
は
食
糧
不
足
か
ら
民
変
が
起
こ

る
の
を
恐
れ
、
湖
北
へ
の
米
搬
入
に
た
い
し
て
鶴
金
を
免
除
し
、
米
の
移
入

を
奨
励
し
た
。
た
め
に
両
湖
の
米
商
人
を
中
心
に
、
外
国
の
船
会
社
や
湖
南

郷
紳
ま
で
も
巻
き
こ
ん
だ
米
の
買
い
あ
さ
り
が
、
　
一
九
〇
四
年
に
開
港
さ
れ

た
長
沙
で
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

　
一
九
一
〇
年
三
月
一
七
日
、
湖
南
巡
撫
で
あ
っ
た
寄
春
曇
は
米
移
出
禁
止

令
を
布
告
し
、
そ
の
防
止
を
図
っ
た
が
、
か
か
る
禁
止
令
は
、
一
九
〇
二
年

に
調
印
さ
れ
た
マ
ッ
ケ
イ
条
約
（
中
英
予
約
）
第
一
四
条
の
規
定
に
よ
り
、

布
告
か
ら
発
効
ま
で
三
週
間
を
必
要
と
し
た
た
め
、
米
の
買
い
付
け
、
移
出

が
逆
に
激
化
し
た
。
つ
ま
り
、
三
月
一
七
日
か
ら
布
告
発
効
の
四
月
六
日
ま

で
の
二
一
日
閥
に
は
長
沙
に
お
い
て
激
し
い
米
の
買
い
占
め
、
隠
匿
が
起
こ

っ
た
の
で
あ
る
。
四
月
穴
日
を
す
ぎ
て
も
米
価
が
一
向
に
下
が
ら
な
か
っ
た

こ
と
は
、
こ
の
米
不
足
が
単
な
る
自
然
災
害
か
ら
来
る
米
の
絶
対
量
の
欠
乏

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
外
国
商
人
、
客
商
、
宮
造
の
買
い
あ
さ
り
に
よ
る

人
災
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
清
里
に
連
な
る
官
長
の
腐
敗

は
覆
う
べ
く
も
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
通
常
一
石
が
二
、
三
千
文
だ
っ
た

米
価
は
一
九
一
〇
年
四
月
＝
日
に
は
八
千
文
の
大
台
を
突
破
し
、
つ
い
に

暴
動
の
発
生
を
見
る
に
い
た
っ
た
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
開
港
以
来
長
沙
に
も

た
ら
さ
れ
た
外
国
汽
船
、
あ
る
い
は
外
国
産
工
業
製
品
が
在
来
の
水
運
業
や

手
工
業
を
破
壊
し
、
生
活
苦
を
迫
ら
れ
て
い
た
下
層
の
罠
衆
の
不
満
が
こ
れ

を
機
に
一
斉
に
爆
発
し
た
こ
と
が
、
こ
の
「
捻
米
」
を
よ
り
大
規
模
な
民
衆

暴
動
に
拡
大
さ
せ
た
。

　
一
九
｝
○
田
畑
月
一
　
日
、
米
価
高
騰
が
も
と
で
水
売
り
の
耳
介
藤
な
る

者
の
一
家
が
心
中
し
、
付
近
の
流
民
、
貧
民
に
義
憤
が
起
こ
っ
た
こ
と
で
長

沙
大
捻
米
の
幕
が
騰
く
。
一
二
β
、
と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
米
価
高
騰
は

薪
た
な
犠
牲
者
を
生
ん
だ
。
あ
る
老
婆
が
七
四
文
を
持
っ
て
一
升
の
米
を
買

い
に
行
く
と
米
屋
は
七
六
文
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
そ
の
老
婆
が
い
っ
た
ん
家

に
も
ど
り
七
六
文
を
持
っ
て
く
る
と
、
今
度
は
米
屋
は
七
八
文
に
上
が
っ
た

と
う
そ
ぶ
く
。
老
婆
と
米
屋
と
の
あ
い
だ
で
口
論
が
起
こ
り
、
そ
の
騒
ぎ
を

発
き
つ
け
て
集
ま
っ
た
群
衆
の
米
屋
打
ち
壊
し
が
発
生
し
た
。
＝
一
日
の
打

ち
壊
し
は
、
国
防
営
が
出
動
し
、
善
化
知
県
郭
中
広
が
翌
日
の
平
羅
を
約
束

し
て
な
ん
と
か
群
衆
を
解
散
さ
せ
て
お
さ
ま
っ
た
が
、
巡
七
号
春
莫
は
こ
れ

を
認
め
な
か
っ
た
。
四
月
コ
三
日
、
平
壌
が
行
わ
れ
ず
、
米
屋
も
店
を
閉
じ

て
し
ま
う
と
平
羅
を
要
求
す
る
群
衆
は
、
鎮
圧
に
赴
い
た
長
沙
副
将
の
楊
弧

燈
を
逆
に
包
囲
し
、
さ
ら
に
そ
の
救
援
に
あ
ら
わ
れ
た
巡
警
道
の
頼
歯
数
を

殴
打
し
た
。
こ
う
し
て
万
を
こ
え
る
群
衆
が
誠
内
の
巡
撫
衙
門
に
殺
到
し
た
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で
あ
る
。
巡
擁
は
米
価
を
一
升
六
〇
文
ま
で
引
き
下
げ
る
と
布
告
を
発
し
た

が
、
激
怒
し
た
民
衆
は
そ
れ
を
信
じ
ず
、
一
部
の
群
衆
は
衙
門
の
打
ち
壊
し

を
は
か
っ
た
。
こ
の
衙
門
襲
撃
は
阻
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
日
の
晩
か
ら
外
国

公
館
、
ウ
エ
ス
レ
ア
ン
教
会
（
≦
⑦
臨
①
膨
口
O
げ
霞
。
げ
）
な
ど
が
襲
撃
さ
れ
、

全
城
規
模
の
大
暴
動
に
発
展
し
て
い
っ
た
。

　
一
四
日
、
暴
動
は
最
高
潮
に
達
す
る
。
早
朝
か
ら
巡
撫
衙
門
に
雲
集
し
た

民
衆
に
た
い
し
て
孟
春
萱
（
は
守
備
兵
に
発
砲
を
命
じ
、
こ
の
た
め
一
四
人
が

即
死
、
四
〇
余
名
が
負
傷
す
る
血
の
惨
劇
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

激
昂
し
た
群
衆
は
ま
た
た
く
ま
に
衙
門
を
焼
き
打
ち
に
し
た
。
そ
し
て
、
こ

れ
を
契
機
と
す
る
か
の
よ
う
に
暴
動
は
以
後
激
し
さ
を
増
し
、
一
四
日
午
後

か
ら
夜
半
に
か
け
て
城
内
外
の
い
た
る
所
で
焼
き
打
ち
が
お
こ
っ
た
。
襲
撃

の
対
象
は
大
清
銀
行
、
臼
砲
領
事
公
館
、
新
旧
の
海
関
公
解
、
外
人
ク
ラ

ブ
、
イ
ギ
リ
ス
系
の
怜
和
洋
行
や
太
古
洋
行
、
そ
し
て
英
米
煙
草
公
司
や
日

豊
、
三
井
と
い
っ
た
日
本
商
社
、
湘
春
寒
の
聖
公
会
、
そ
の
他
多
数
の
教
会

か
ら
学
堂
に
ま
で
及
ん
だ
。
外
圏
人
た
ち
は
湘
江
上
の
汽
船
に
避
難
を
始
め

た
。
一
五
日
に
な
る
と
衙
門
側
は
巡
防
営
を
使
っ
て
鎮
圧
を
強
行
し
た
。
布

政
使
荘
慶
良
は
放
火
騒
乱
者
を
即
刻
処
罰
す
る
と
の
布
告
を
発
し
、
南
門
外

で
見
せ
し
め
の
処
刑
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
う
し
て
一
六
日
に
は
城
内
は
や
や

平
静
を
と
り
も
ど
し
た
が
、
丸
紅
営
だ
け
で
は
治
安
の
維
持
に
は
不
十
分
で

あ
っ
た
た
め
、
～
七
日
に
湖
北
か
ら
到
熱
し
た
巡
防
営
が
南
北
城
外
に
駐
屯

し
て
、
騒
乱
者
の
取
締
と
鎮
圧
に
協
力
し
た
。
ま
た
こ
れ
よ
り
さ
き
一
五
日

に
は
イ
ギ
ジ
ス
軍
艦
三
隻
が
長
沙
に
む
け
て
湖
南
に
は
い
り
、
一
八
日
に
は

日
、
英
、
米
の
軍
艦
が
長
沙
に
到
着
し
、
に
ら
み
を
き
か
せ
た
。
そ
し
て
、

つ
と
に
湖
南
郷
紳
や
布
政
使
且
々
良
と
の
あ
い
だ
に
確
執
の
あ
っ
た
場
野

糞
を
は
じ
め
と
す
る
省
嶺
局
老
は
事
件
の
貴
任
を
と
る
か
た
ち
で
罷
職
と
な

る
。　

こ
う
し
て
日
、
英
を
主
と
す
る
諸
列
強
の
軍
事
的
干
渉
と
巡
防
営
を
核
と

す
る
清
朝
の
暴
力
装
置
に
よ
っ
て
、
長
沙
黒
米
の
民
衆
運
動
は
幕
を
閉
じ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
発
生
原
因
で
あ
る
米
の
省
外
移
出
に
外
国
商
人
が
か
か

わ
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
鎮
圧
に
諸
列
強
の
砲
艦
が
た
だ
ち
に
姿
を
あ

ら
わ
し
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
長
沙
翼
翼
の
発
生
と
鎮
圧
は
と
も
に

長
沙
及
び
湖
南
省
の
開
港
、
開
発
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
。

①
辛
亥
革
命
時
期
の
雑
誌
、
新
聞
の
普
及
と
革
命
運
動
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
と

　
し
て
は
、
小
野
信
爾
「
辛
亥
革
命
と
革
命
宣
伝
」
（
小
野
川
秀
美
、
島
畷
虜
次
編

　
『
辛
亥
革
命
の
研
究
』
筑
摩
霊
房
、
一
九
七
八
年
）
と
桑
兵
「
論
清
末
民
初
伝
播

　
業
的
概
闘
化
」
（
至
当
希
編
『
辛
亥
革
命
興
同
国
近
代
思
想
文
化
』
中
国
人
民
大
学

　
毘
版
准
、
　
一
九
九
一
年
）
が
そ
れ
ぞ
れ
す
ぐ
れ
た
分
析
を
く
わ
え
て
い
る
。

②
長
沙
粛
軍
の
経
過
、
お
よ
び
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
以
下
の
諸
研
究
を
参
照
。

　
丁
原
英
「
一
九
…
○
年
長
沙
群
衆
的
“
捻
米
”
風
潮
」
（
『
中
闘
科
学
院
歴
史
研
究

　
所
第
三
所
二
業
』
第
一
集
、
　
一
九
五
四
年
七
月
）
、
揚
世
騨
『
辛
亥
革
命
前
後
湖

　
南
史
事
』
（
湖
南
人
民
爆
睡
社
、
一
九
八
二
年
）
、
彰
祖
珍
「
一
九
一
〇
年
長
沙
〃
拾
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一九一〇年長沙大捻米の「鎮圧」と電僑（石川）

米
”
風
潮
」
（
湖
南
史
学
謡
講
『
辛
亥
革
命
在
湖
南
』
、
湖
南
人
昆
出
版
社
、
一
九

八
四
年
）
、
清
水
稔
「
長
沙
米
騒
動
と
民
衆
」
（
『
名
大
東
洋
史
研
究
報
告
』
一
、

一
九
七
二
年
）
、
中
村
義
『
辛
亥
革
命
史
研
究
』
（
未
来
社
、
一
九
七
九
年
）
。
ま

た
、
長
沙
捻
米
の
闘
係
資
料
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
は
、
中
国
人
民
政
治
協
商

会
議
長
沙
宙
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
刊
『
長
沙
文
史
資
料
増
刊

長
沙
〃
捻
米
”
風
潮
資
料
罐
編
』
（
内
都
発
行
、
　
一
九
九
〇
年
）
が
あ
り
、

の
総
合
的
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
讐
前
言
」
部
分
を
参
照
し
た
。

二
　
長
沙
大
急
米
に
関
す
る
報
道
と
そ
の
「
鎮
圧
」

購庚
件戌

　
こ
の
長
沙
大
野
米
事
件
は
、
そ
の
鎮
圧
に
電
信
が
大
き
な
役
割
を
は
た
し

た
典
型
的
事
例
で
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
ま
ず
、
こ
の
事
件
の
消
患
が
ど
の

よ
う
に
伝
達
さ
れ
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

　
四
月
＝
二
日
の
米
屋
の
襲
撃
か
ら
一
四
臼
の
熱
論
衙
門
襲
撃
へ
、
そ
し
て

同
日
午
後
に
は
つ
い
に
外
国
施
設
の
破
壊
に
ま
で
拡
大
し
た
「
至
言
風
潮
」

の
第
一
報
は
、
電
信
に
よ
っ
て
一
四
日
に
北
京
を
は
じ
め
、
湖
南
省
外
に
も

た
ら
さ
れ
た
。
競
在
確
認
さ
れ
る
限
り
で
は
、
湖
南
巡
撫
寄
春
翼
は
一
四
日

（
爆
弾
三
月
初
五
日
）
、
三
通
の
電
報
を
近
隣
各
省
の
督
撫
衙
門
と
北
京
の
軍

機
処
、
陸
軍
部
、
郵
伝
部
、
お
よ
び
上
海
電
政
局
に
発
し
、
長
沙
の
非
常
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

態
を
伝
え
て
い
る
（
初
五
霞
電
）
。
こ
こ
で
は
事
件
の
第
一
報
が
わ
ざ
わ
ざ
電

磁
を
つ
か
さ
ど
る
謬
伝
部
、
お
よ
び
電
政
局
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
長
沙
の
第
二
五
混
成
協
の
統
領
で
あ

っ
た
楊
普
も
同
瞬
た
だ
ち
に
、
巡
撫
衙
門
が
襲
撃
さ
れ
た
こ
と
、
大
清
銀
行

や
各
教
会
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
、
各
国
の
領
事
、
居
留
蔑
を
湘
江
上
の
汽
船

に
移
送
し
た
こ
と
を
、
こ
れ
ま
た
電
信
を
使
っ
て
北
京
に
告
げ
て
い
た
（
歌

　
　
　
　
②

電
：
初
五
日
）
。

　
ま
た
日
本
の
長
沙
駐
在
副
領
事
で
あ
っ
た
村
山
正
隆
や
漢
口
駐
在
総
領
事

の
松
村
貞
雄
も
早
速
一
四
日
に
電
信
を
も
っ
て
長
沙
城
内
に
大
規
模
な
暴
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
発
生
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
長
沙
に
暴
動
発
生
」
の
知

ら
せ
ば
臼
本
在
外
公
館
や
新
聞
社
の
通
信
網
を
伝
っ
て
ま
た
た
く
問
に
中
国

を
駆
け
め
ぐ
り
、
そ
の
霞
の
う
ち
に
日
本
に
到
達
し
た
。
四
月
一
五
臼
付
の

『
大
阪
朝
日
薪
聞
』
や
『
時
事
新
報
』
（
菓
京
）
は
一
四
日
発
の
北
京
電
、
上

海
電
、
漢
口
電
を
引
く
か
た
ち
で
事
件
発
生
を
日
本
の
読
者
に
伝
え
て
い
る
。

一
四
日
に
到
着
し
た
電
報
か
ら
青
本
で
は
ど
の
く
ら
い
の
こ
と
が
伝
わ
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
を
と
っ
て
み
る
な
ら
ば
、

一
五
霞
の
記
事
に
は
、
湖
南
省
長
沙
で
＝
二
日
夕
刻
か
ら
巡
撫
衙
門
を
含
む

官
衙
、
外
国
伝
道
教
会
、
米
穀
商
舗
が
襲
わ
れ
、
一
四
日
午
前
九
重
か
ら
暴

徒
の
蜂
起
が
あ
り
、
ウ
エ
ス
レ
ア
ソ
教
会
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
、
が
報
道
さ

れ
て
い
た
。

　
事
件
が
「
貧
民
」
あ
る
い
は
「
暴
徒
」
に
よ
る
し
わ
ざ
で
あ
る
と
断
定
し

つ
つ
も
、
日
本
の
各
紙
は
お
お
よ
そ
事
件
の
経
過
、
襲
撃
の
対
象
を
正
確
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

報
じ
て
い
た
。
長
沙
に
は
当
時
、
一
一
三
名
の
臼
本
人
が
い
た
だ
け
に
、
臼

本
側
は
事
件
の
な
り
ゆ
き
に
大
き
な
関
心
を
よ
せ
、
連
臼
中
国
か
ら
の
続
報
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を
掲
載
す
る
形
で
、
そ
の
推
移
を
見
守
っ
て
い
た
。
一
六
日
付
『
大
阪
朝
日
』

は
中
国
各
地
か
ら
一
五
臼
に
打
た
れ
た
電
報
を
も
と
に
、
事
件
の
原
因
が
米

穀
欠
乏
と
そ
の
価
格
高
騰
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
分
析
し
、
英
国
砲
艦

が
す
で
に
長
沙
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
、
湖
南
巡
無
の
場
春
翼
が
負
傷
、
死

亡
し
た
こ
と
（
後
に
誤
報
と
判
明
）
、
二
六
に
代
わ
っ
て
布
政
使
が
鎮
圧
に
あ

た
っ
て
い
る
こ
と
、
日
本
人
居
留
民
が
避
難
中
で
あ
る
こ
と
を
大
き
く
と
り

上
げ
て
い
た
。
ま
た
東
京
の
『
時
事
新
報
』
な
ど
は
事
件
に
対
し
て
特
派
員

　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
漢
方
へ
派
遣
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
実
際
に
は
交
通
事
情
か
ら
長
沙
ま
で

は
行
け
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
）
。
こ
う
し
て
、
当
時
卸
本
に
留
学
し
て
い

た
湖
南
省
出
身
の
留
学
生
た
ち
も
新
聞
を
通
じ
て
事
件
の
発
生
を
知
っ
た
の

だ
っ
た
。
例
え
ば
東
京
に
い
た
湖
南
出
身
の
黄
尊
三
は
四
月
一
六
日
に
事
件

の
発
生
を
知
り
、
「
朝
、
新
聞
を
見
る
と
、
長
沙
大
暴
動
の
こ
と
が
載
っ
て

い
る
。
何
が
原
因
で
起
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
ま
こ
と
に
心
配
で
、
イ
ラ
イ

　
　
⑥

う
す
る
」
と
碍
記
に
記
し
て
い
る
。
日
本
に
い
た
か
れ
は
後
述
す
る
中
国
新

聞
の
事
情
に
よ
り
、
中
国
国
内
の
一
般
の
中
国
人
よ
り
も
早
く
に
こ
の
報
に

接
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
新
聞
各
紙
の
報
道
で
目
立
つ
の
は
、
外
務
省
に
は
い
っ
た
在
外
公

館
か
ら
の
電
信
文
を
転
載
し
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
暴
動
の
現
場
で
あ
る
長

沙
に
特
派
員
を
持
た
な
か
っ
た
日
本
の
大
手
新
聞
は
外
務
省
に
逐
次
は
い
っ

て
く
る
外
交
公
電
を
使
っ
て
、
事
件
の
生
々
し
い
状
況
を
読
者
に
伝
え
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
中
国
各
地
の
新
聞
も
、
当
然
に
事
件
の
発
生
を
報
じ
て
い
る
。
主

要
な
漸
聞
の
中
で
、
も
っ
と
も
早
く
事
件
の
第
一
報
を
伝
え
た
の
は
、
電
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
よ
る
送
稿
に
積
極
的
で
あ
っ
た
上
海
の
『
時
報
』
と
『
申
報
』
で
あ
っ
た
。

『
時
報
』
は
臼
本
の
新
聞
と
同
じ
一
五
日
付
の
紙
面
で
事
件
の
発
生
を
伝
え

て
い
る
。
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
は
同
紙
の
長
沙
特
派
員
が
一
四
日
午
後
二

時
頃
に
打
っ
た
電
報
（
初
五
日
未
刻
長
沙
専
守
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
長

沙
の
飢
民
、
鉦
、
太
鼓
を
鳴
ら
し
て
雲
集
。
今
日
（
初
五
日
）
に
も
省
の
各

衙
門
を
襲
撃
せ
ん
と
の
啄
に
、
目
下
人
心
は
戦
戦
就
聴
し
と
い
う
文
面
で
、

暴
動
発
生
直
前
の
状
況
を
伝
え
た
も
の
だ
っ
た
。
同
紙
は
衙
門
が
襲
撃
さ
れ

た
と
い
う
よ
り
詳
し
い
報
道
も
し
て
い
た
が
、
そ
ち
ら
は
岡
日
興
の
「
訳
電
」

の
「
漢
口
電
」
、
　
つ
ま
り
外
国
人
の
手
に
な
る
外
国
語
電
報
か
ら
の
二
次
情

報
で
あ
っ
た
。
他
方
、
『
申
報
』
も
一
五
日
に
、
「
長
沙
の
飢
民
ま
た
も
暴
動
」

と
暴
動
発
生
を
伝
え
て
い
た
が
、
そ
れ
は
『
文
罐
報
』
す
な
わ
ち
上
海
の
英

字
新
聞
摯
§
蝿
款
ミ
ミ
馬
§
い
遣
の
記
事
を
転
載
し
た
ご
く
簡
単
な
も
の
だ
っ

た
。
自
社
の
特
派
員
を
長
沙
に
置
い
て
い
た
『
時
報
』
が
ま
が
り
な
り
に
も

長
沙
特
派
員
か
ら
の
打
電
で
事
件
の
発
生
を
速
報
し
た
の
に
比
べ
、
『
週
報
』

の
反
応
は
や
や
鈍
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
『
申
報
』
が
各
地
か
ら
の
電
報
に
も

と
づ
い
て
事
件
の
詳
報
を
知
ら
せ
た
の
は
翌
日
、
つ
ま
り
長
沙
城
内
が
や
や

平
静
を
取
り
も
ど
し
た
あ
と
の
一
六
臼
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
な
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お
『
字
林
西
報
』
つ
ま
り
上
海
の
宅
ミ
ミ
○
ミ
蓉
b
ミ
奪
窯
恥
§
か
ら
の

転
載
に
た
よ
る
の
み
で
あ
り
、
自
粛
の
特
派
員
に
よ
る
報
道
は
さ
ら
に
一
日

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
天
津
の
『
大
公
報
』
に
い
た
っ
て
は
、
長

沙
の
衙
門
焼
き
打
ち
か
ら
四
日
も
た
っ
た
一
八
日
目
つ
ま
り
事
件
の
知
ら
せ

を
受
け
た
英
、
米
、
日
三
斜
国
の
軍
艦
が
長
沙
に
到
着
し
た
日
に
事
件
の
発

生
を
伝
え
る
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
天
津
の
『
大
公
報
』
が
長
沙
に
特
派
員
を
持
た
ず
、
「
古
京
友
報
告
」
つ
ま

り
北
京
の
惰
報
の
伝
聞
に
よ
っ
た
た
め
に
遅
れ
た
の
に
対
し
て
、
上
海
の

『
長
息
』
が
ラ
イ
バ
ル
紙
で
あ
る
『
蒋
報
』
の
後
塵
を
拝
し
、
英
字
新
聞
各

紙
の
記
事
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
別
の
理
由
が
あ
っ
た
。
実
は

『
申
報
』
も
『
時
報
』
と
同
じ
く
、
長
沙
に
特
派
員
を
置
き
、
そ
の
特
派
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

も
同
様
に
輔
四
日
に
は
事
件
の
第
一
報
を
送
信
し
て
い
た
。
し
か
し
、
あ
る

理
由
の
た
め
に
そ
の
通
信
は
延
着
し
、
一
七
日
昼
に
な
っ
て
は
じ
め
て
上
海

に
届
い
た
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
一
五
日
お
よ
び
一
六
葭
付
『
二
藍
』
の

記
事
は
一
艮
遅
れ
の
他
社
の
北
京
二
等
に
よ
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
「
あ
る
理
由
」
と
は
、
ま
ず
上
海
な
ど
の
中
国
紙
と
清
朝
の
上
海
引

台
な
ど
の
宮
衙
側
が
情
報
の
や
り
と
り
に
お
い
て
や
や
疎
通
を
欠
い
て
い
た

こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
よ
り
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
電
信
線
の

切
断
、
お
よ
び
長
沙
か
ら
の
通
信
制
限
だ
っ
た
。

　
長
沙
槍
米
に
く
わ
わ
っ
た
民
衆
の
襲
撃
の
対
象
は
、
前
述
の
通
り
当
初
は

米
屋
で
あ
り
、
の
ち
に
米
価
暴
騰
を
招
い
た
石
玉
衙
門
や
外
国
勢
力
の
代
褒

と
み
な
さ
れ
た
外
国
商
社
、
税
関
、
領
事
館
や
教
会
へ
と
拡
大
し
た
が
、
野

外
へ
の
連
絡
路
で
あ
る
電
報
局
や
電
億
線
へ
も
お
よ
ん
だ
。
早
く
も
、
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

一
四
日
に
は
学
堂
線
が
切
断
さ
れ
る
と
い
う
噂
が
長
沙
城
内
に
飛
び
か
っ
た

が
、
そ
れ
は
そ
の
日
の
夜
に
現
実
の
も
の
と
な
り
、
長
沙
か
ら
岳
陽
、
常
徳
、

湘
潭
へ
通
じ
る
三
つ
の
電
信
線
が
一
時
不
通
と
な
っ
た
。
長
沙
の
東
、
黄
泥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

舗
か
ら
露
量
へ
い
た
る
電
信
線
三
〇
キ
ロ
の
電
柱
が
破
壊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
も
電
信
線
の
混
乱
は
つ
づ
ぎ
、
一
五
日
の
午
後
に
は
長
沙
か
ら
湘
陰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

へ
通
じ
る
電
信
ま
で
も
が
途
絶
え
、
一
般
レ
ベ
ル
で
は
長
沙
は
外
論
と
の
連

絡
を
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
湖
広
総
督
瑞
緻
は
長
沙
と
の
連
絡
が
一
時
切
れ
て
し
ま
う
と
、
湘
陰
経
由

や
江
西
の
淳
郷
経
由
の
電
信
で
長
沙
の
状
況
を
把
握
し
よ
う
と
つ
と
め
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

あ
る
い
は
直
接
に
湖
南
に
向
け
偵
察
隊
を
送
る
な
ど
対
応
に
苦
慮
し
て
い
た
。

ま
た
一
七
日
付
の
中
国
紙
や
日
本
紙
は
い
ず
れ
も
一
斉
に
、
長
沙
か
ら
の
電

信
が
途
絶
し
た
こ
と
を
告
げ
て
い
た
。
か
く
し
て
漢
口
、
北
京
、
上
海
、
そ

し
て
日
本
に
お
い
て
も
不
確
か
な
憶
測
、
伝
聞
に
よ
る
誤
報
が
新
聞
紙
上
を

賑
わ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
誤
報
の
最
た
る
も
の
は
一
七
日
付
『
申
立
』
や

一
六
日
付
『
大
限
朝
日
』
に
見
ら
れ
る
、
湖
南
巡
撫
た
る
樽
春
蝉
が
暴
動
の

中
で
重
傷
を
負
い
、
落
命
し
た
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
誤
報
は
長
江
水

師
提
督
の
構
文
燐
が
不
用
意
に
も
、
伝
聞
に
よ
っ
た
巡
撫
死
亡
の
報
告
を
岱
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⑮

陽
か
ら
打
電
し
た
こ
と
に
始
ま
る
も
の
だ
っ
た
が
、
一
時
は
北
京
の
政
府
さ

え
も
慌
て
ふ
た
め
か
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
一
省
の
最
高
官
た
る
巡
撫
が
省
城

に
お
い
て
失
命
し
た
と
の
報
道
は
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
清
朝
お
よ
び
列

強
が
迅
速
か
つ
強
力
な
対
応
を
と
る
一
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
豪
然
、
外
省
と
の
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
連
絡
線
を
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に

対
す
る
長
沙
当
局
の
恐
怖
は
、
塔
春
糞
か
ら
北
京
の
郵
伝
部
へ
の
電
文
の

「
怪
し
げ
な
情
報
が
飛
び
交
い
、
電
報
を
破
壊
せ
ん
と
い
う
も
の
も
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
⑯

（
三
月
初
五
日
電
）
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
も
閣
ら
か
な
よ
う
に
、
騒
ぎ
か
っ

た
。
長
沙
の
電
報
局
は
四
月
一
四
日
の
暴
動
の
申
で
襲
撃
さ
れ
、
　
一
時
受
発

信
不
能
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
を
う
け
て
郵
伝
部
側
は
、
湘
江
沿
い
の
新
埠
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

付
近
へ
の
薪
た
な
電
報
局
確
保
を
検
討
す
る
な
ど
、
懸
命
に
電
儒
線
の
保
持

に
努
力
し
て
い
た
。
ま
た
、
先
述
の
よ
う
に
電
線
が
一
時
寸
断
さ
れ
た
時
、

電
信
線
が
暴
徒
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
た
、
と
の
報
を
受
け
た
長
沙
当
局
側
は

た
だ
ち
に
そ
の
修
復
を
は
か
っ
た
が
、
復
旧
に
あ
た
っ
て
護
衛
の
兵
隊
さ
え

　
　
　
⑱

派
遣
し
た
こ
と
は
か
れ
ら
の
懸
念
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
て
一
六
日
の
朝
に
は
長
沙
－
岳
陽
線
が
復
旧
し
、
一
七
日
の
朝
に
は
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

沙
…
湘
潭
線
が
つ
な
が
り
、
電
信
途
絶
の
危
機
は
回
避
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

暴
動
へ
の
対
応
の
中
で
、
と
り
わ
け
重
富
修
復
に
か
ん
し
て
「
軍
事
通
信
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

遅
滞
、
混
乱
の
な
い
こ
と
」
が
躍
指
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
纂
件
鎮
圧
の

過
程
で
電
信
が
果
た
し
た
役
割
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
電
信
の
確
保
が
、
打
ち
壊
し
に
直
面
し
た
省
衙
門
側
の
命

綱
と
も
い
え
る
至
上
課
題
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
緊
迫
し
た
状
況
の
中
で
電
信

の
利
用
に
省
衙
門
側
の
規
制
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
想
像
に
難
く
な

い
。
実
際
に
長
沙
当
局
は
電
儒
線
に
兵
を
送
っ
て
ま
で
そ
の
確
保
に
つ
と
め

る
と
同
時
に
、
電
信
の
利
用
に
大
き
な
制
限
を
加
え
て
い
っ
た
。
暴
動
の
激

化
し
た
四
月
一
四
日
、
そ
し
て
、
湖
南
布
政
使
の
荘
腰
良
が
量
感
営
や
墨
池

歩
兵
を
使
っ
て
本
格
的
に
暴
動
鎮
圧
に
乗
り
だ
し
た
一
五
日
、
長
、
沙
の
電
報

局
は
「
商
電
」
、
す
な
わ
ち
民
間
電
報
の
発
信
臥
4
6
よ
び
受
信
を
停
止
し
た
の

　
　
⑳

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
電
儒
は
官
衙
側
の
独
占
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ

う
し
て
、
断
続
的
に
起
こ
っ
た
電
線
切
断
と
あ
い
ま
っ
て
、
新
聞
社
を
は
じ

め
と
す
る
蔭
間
の
情
報
は
寸
断
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
各

新
聞
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
長
沙
か
ら
の
通
信
が
再
開
さ
れ
る
の
は
一
六
日
午

前
で
あ
る
が
、
日
清
汽
船
の
長
沙
駐
在
員
が
　
六
日
午
前
に
発
し
た
長
沙
電

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
一
八
日
に
な
っ
て
は
じ
め
て
漢
口
や
上
海
に
到
着
し
て
い
る
。
『
申
報
』
が

「
暴
動
発
生
後
の
湖
南
の
電
信
に
お
い
て
、
民
間
電
報
の
収
発
は
み
な
漏
電

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

優
先
の
た
め
に
阻
害
さ
れ
て
い
る
」
と
伝
え
る
よ
う
に
、
こ
の
問
も
官
電
を

優
先
す
る
電
信
統
制
が
引
き
続
き
し
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
長
沙
と
他

の
都
市
と
を
結
ぶ
一
般
電
報
が
こ
の
よ
う
な
遅
滞
を
見
せ
た
こ
と
は
、
暴
徒

に
よ
る
電
線
切
断
と
い
う
不
可
避
的
な
事
態
の
た
め
ぽ
か
り
で
は
な
く
、
『
諜

報
』
が
『
字
林
三
婆
』
の
記
事
を
か
り
て
、
「
電
報
局
の
通
告
に
よ
れ
ば
、
長
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沙
の
電
信
逮
絡
業
務
は
す
で
に
一
時
中
断
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
恐
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
は
官
の
側
に
別
の
も
く
ろ
み
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
し
と
懸
念
し
た
よ

う
に
、
長
沙
当
局
が
別
の
意
図
を
も
っ
て
招
来
し
た
権
力
に
よ
る
電
信
の
統

制
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
電
雪
線
の
断
絶
と
、
そ
れ
に
前
後
す
る
電
儒
統
制
こ
そ
、
『
申
報
』

が
、
長
沙
に
特
派
員
を
置
い
て
い
な
が
ら
、
第
一
報
に
お
い
て
遅
れ
を
と
っ

て
し
ま
っ
た
何
よ
り
の
原
因
で
あ
っ
た
。
『
寮
属
』
の
長
沙
駐
在
記
者
は
、

『
時
報
』
の
記
者
と
同
日
に
長
沙
か
ら
事
件
の
第
一
報
を
送
り
な
が
ら
、
恐

ら
く
は
ん
の
少
し
発
信
が
遅
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
結
果
蘭
に
そ
の
電
報

は
電
線
切
断
と
発
信
調
限
の
あ
お
り
を
く
っ
て
上
海
到
着
が
大
幅
に
遅
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
民
間
の
深
雪
の
や
り
と
り
は
ま
こ
と
危
う
い
状
況

に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
新
聞
社
を
は
じ
め
と
す
る
通
信
電
と
官
電
と
の
格
差
は
、
事
件
の
状
況
下

に
長
沙
の
衙
門
と
北
京
の
清
朝
政
府
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
頻
繁
な
電
信
の

や
り
と
り
が
斑
間
の
そ
れ
の
数
倍
に
達
す
る
こ
と
を
み
れ
ば
あ
き
ら
か
で
あ

る
。

①
　
『
近
代
史
資
料
』
　
九
五
五
年
第
四
巻
、
五
八
1
六
〇
頁
、
及
び
中
国
第
一
歴

　
史
橘
案
館
・
北
京
師
範
大
学
編
『
辛
亥
革
命
前
十
年
間
罠
変
楢
案
史
料
眺
（
中
華
書

　
局
、
一
九
八
五
年
前
四
二
六
頁
。

②
　
中
国
箪
二
歴
史
榴
案
館
編
『
中
華
昆
国
史
樒
案
資
料
雁
編
』
第
～
輯
（
江
蘇
人

　
民
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）
二
九
i
三
〇
頁
。

③
　
松
村
総
領
纂
よ
り
小
村
外
相
あ
て
電
報
〔
明
治
四
三
年
四
月
一
四
日
〕
、
窯
出
副

　
領
事
よ
り
小
村
外
相
あ
て
電
報
〔
四
月
～
四
日
〕
（
「
支
那
長
沙
暴
動
一
件
」
　
日

　
本
外
務
省
文
書
五
－
三
一
二
一
六
八
、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
、
以
後
「
長
沙
暴

　
動
一
件
」
と
略
称
）
。

④
　
『
東
京
日
日
新
閾
』
一
九
…
○
年
四
月
一
七
日
。

⑤
　
『
時
事
新
報
』
（
東
京
）
一
九
一
〇
年
四
月
二
〇
日
。

⑥
黄
尊
三
『
三
十
年
日
記
』
第
一
器
（
商
務
印
諜
館
、
…
九
三
三
年
）
壬
二
四
頁
。

　
原
文
は
「
三
農
閲
報
、
載
長
沙
大
暴
動
、
不
知
悶
何
振
起
、
甚
為
焦
灼
」
で
あ
る

　
が
、
訳
は
同
書
の
抄
訳
本
で
あ
る
『
清
国
人
日
本
留
学
欝
記
』
（
さ
ね
と
う
け
い
し

　
ゆ
う
、
佐
藤
三
郎
訳
、
東
方
書
店
、
一
九
八
六
年
）
二
＝
一
三
に
よ
っ
た
。

⑦
例
え
ば
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
一
〇
年
四
月
一
七
概
。

⑧
中
国
に
お
い
て
新
聞
の
記
事
送
稿
に
電
信
を
導
入
し
た
の
は
上
海
の
『
皇
考
』

　
で
、
一
八
八
二
年
一
月
一
六
陰
の
『
申
報
』
に
、
北
京
で
出
さ
れ
た
上
論
の
内
容

　
が
掲
載
さ
れ
た
の
が
電
信
送
稿
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（
方
漢
奇
『
報

　
史
與
報
人
』
新
華
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
二
一
八
頁
）
。

⑨
『
大
公
報
』
（
天
津
版
）
一
九
一
〇
年
四
月
一
八
目
。

⑩
『
申
報
』
一
九
…
○
年
四
月
一
八
日
、
二
二
日
。

⑪
　
　
「
湖
南
巡
撫
螺
春
二
二
二
二
飢
民
折
殴
教
堂
警
棚
纂
致
郵
伝
部
等
電
（
宣
誓
二

　
年
一
一
　
擢
初
五
R
［
電
）
」
（
晶
閑
但
糊
『
豊
干
亥
革
命
晶
朋
山
一
年
間
民
亦
久
瑞
悩
案
史
料
』
四
［
二
山
ハ
響
貝
）
。

⑫
　
　
『
申
報
』
四
月
二
四
日
。

⑬
　
『
時
報
』
一
九
一
〇
年
四
月
一
八
日
。

⑭
　
　
『
申
報
』
四
月
二
二
日
。

⑮
　
　
「
湖
広
総
督
瑞
激
為
長
沙
飢
民
嘉
慶
焚
鰍
剰
購
玉
川
督
【
等
⑳
屯
（
三
月
μ
初
六
B
）
」

　
（
晶
嗣
掲
『
訟
†
亥
革
命
晶
嗣
十
年
間
稲
叢
蝋
欄
案
史
料
』
閃
【
二
山
ハ
百
ハ
）
。

⑩
　
　
「
湖
南
巡
撫
襟
春
糞
為
省
城
飢
民
折
殿
教
堂
警
二
院
致
郵
伝
部
等
電
」
（
前
掲

　
罪
ギ
亥
革
命
晶
隣
十
年
間
民
変
禰
…
案
中
出
料
』
四
ご
六
頁
）
。

⑰
『
申
報
隠
四
月
ニ
ニ
目
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
巡
撫
衙
門
の
電
報
局
が
業
務
を
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再
開
し
、
電
報
局
避
難
の
事
態
は
避
け
ら
れ
た
ら
し
い
。

　
　
『
申
報
』
四
月
二
四
臼
。

⑱　
　
『
申
報
』
四
眉
二
四
日
。

⑲　
　
『
申
報
』
四
月
二
四
霞
。

⑳⑳　
　
『
申
報
』
四
月
二
四
日
、
二
六
日
。

＠　
　
『
大
阪
朝
日
薪
聞
隠
四
月
一
九
目
。

⑱　
　
『
申
報
隔
四
月
二
九
日
。

⑭　
　
『
申
熱
心
四
月
一
七
ヨ
。

三
　
清
朝
政
府
お
よ
び
列
強
の
対
依
と
電
信

　
長
沙
鎗
米
風
潮
に
遭
遇
し
た
湖
南
巡
撫
お
よ
び
湖
広
総
督
と
清
朝
政
府
の

対
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
当
時
は
、
革
命
派
の
喩
培

倫
、
黄
畑
中
、
注
精
衛
ら
に
よ
る
摂
政
王
載
澄
の
爆
殺
未
遂
事
件
の
直
後
で

あ
り
、
北
京
政
府
は
そ
の
雀
荘
に
追
わ
れ
て
い
る
最
中
で
あ
っ
た
が
、
排
外

暴
動
の
様
相
さ
え
見
せ
る
長
沙
の
事
件
に
対
す
る
政
府
の
反
応
は
す
ば
や
か

っ
た
。
一
時
的
な
電
信
の
途
絶
と
い
う
ア
ク
シ
デ
ン
ト
は
あ
り
な
が
ら
、
電

信
を
掌
握
下
に
お
い
た
清
朝
側
は
か
な
り
迅
速
な
対
応
を
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。
早
く
も
事
件
発
生
の
第
一
報
か
ら
一
夜
あ
け
た
一
五
日
、
政

府
は
外
国
人
の
保
護
に
万
全
を
期
す
こ
と
、
被
害
の
状
況
を
さ
ら
に
詳
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

報
告
す
る
こ
と
を
命
じ
る
電
旨
を
長
沙
に
発
し
た
。
こ
の
電
旨
は
「
か
さ
ね

て
湖
南
巡
撫
の
初
五
爲
の
電
髪
二
通
を
受
勲
せ
り
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
ま

た
蕪
湖
の
各
衙
署
も
長
沙
発
の
歌
電
（
三
月
初
五
日
電
）
を
そ
の
日
に
受
信

　
　
　
②

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
長
沙
一
四
臼
発
の
第
一
報
が
そ
の
日

の
う
ち
に
北
京
に
到
着
し
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
こ
れ
を
受
け

て
清
朝
政
府
は
一
五
B
に
少
な
く
と
も
二
通
の
電
信
を
長
沙
に
お
く
り
、
暴

動
へ
の
対
応
を
指
示
し
、
一
六
日
に
も
重
ね
て
長
沙
に
電
旨
を
く
だ
す
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

も
に
、
直
隷
総
督
陳
饗
龍
に
も
長
沙
の
状
況
を
説
明
し
て
い
た
。

　
ま
た
長
沙
か
ら
の
緊
急
電
を
一
四
日
に
受
け
た
武
漢
の
窯
跡
総
督
瑞
激
も

同
日
た
だ
ち
に
薄
郷
鉱
務
局
の
蒸
気
船
な
ど
を
使
っ
て
湖
北
の
第
二
九
標
の

兵
一
営
五
百
名
を
湖
南
に
む
け
出
立
さ
せ
、
翌
一
五
日
に
は
二
営
を
増
派
す

る
と
と
も
に
、
湖
南
に
隣
接
す
る
四
川
、
広
東
、
江
西
、
貴
州
の
各
督
撫
に

む
け
、
事
態
の
波
及
に
協
同
し
て
当
た
る
よ
う
求
め
る
電
報
を
打
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
⑧

（
語
電
：
三
月
初
六
日
）
。
か
れ
は
さ
ら
に
北
京
の
軍
容
処
や
陸
軍
都
に
も
電

報
を
送
り
、
湖
南
へ
の
派
兵
の
状
況
や
、
上
海
に
海
軍
の
軍
艦
派
遣
を
要
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
た
（
麻
電
：
三
月
初
六
日
）
。
結
局
、
長
沙
暴
動

の
あ
と
瑞
激
は
前
後
し
て
三
千
名
の
兵
を
湖
南
へ
派
遣
し
て
い
る
。

　
ま
た
長
沙
の
轡
密
話
自
身
も
一
四
日
に
続
い
て
、
一
五
日
に
は
少
な
く
と

も
二
通
の
電
報
を
発
し
て
い
た
。
そ
の
一
通
は
北
京
政
府
に
宛
て
た
も
の
で
、

鎮
圧
の
経
過
と
長
沙
暴
動
の
引
き
金
と
な
っ
た
米
価
高
騰
の
原
因
を
説
明
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

贈
答
職
の
交
代
を
願
い
で
る
も
の
（
三
月
初
六
日
電
）
、
も
う
一
通
は
、
北

は
黒
龍
江
か
ら
西
は
甘
粛
、
新
語
、
南
は
広
東
に
い
た
る
主
要
な
省
の
督
撫

に
事
態
の
経
過
を
説
明
し
、
伝
聞
に
よ
る
誤
解
を
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
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⑦

求
め
る
も
の
（
魚
電
：
三
月
初
六
日
）
だ
っ
た
。
報
告
を
う
け
た
周
辺
各
省

が
警
戒
に
あ
た
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
一
七
日
に
も
再
度
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

件
の
経
過
を
説
開
し
、
か
さ
ね
て
巡
撫
職
の
交
代
を
願
い
で
る
電
影
を
送
る

な
ど
、
北
京
一
武
漢
一
長
沙
間
に
は
比
較
的
緊
密
な
意
思
の
疎
通
が
は
か
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
四
月
一
七
日
に
は
瑞
激
の
差
し
む
け
た
湖
北
の
援
軍
が
軍
艦
と

と
も
に
到
着
し
、
暴
動
鎮
圧
に
加
勢
す
る
こ
と
に
な
る
。
長
沙
の
巡
業
衙
門

焼
き
打
ち
か
ら
わ
ず
か
三
日
賛
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
お
り
か
ら
湘
江
は
渇
水

期
を
迎
え
て
お
り
、
軍
船
の
統
行
に
は
支
障
が
あ
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、

電
信
に
よ
る
連
絡
が
あ
っ
た
た
め
に
、
統
治
能
力
に
陰
り
が
見
ら
れ
て
い
た

清
朝
側
も
こ
の
黒
変
に
対
し
て
は
比
較
的
俊
敏
に
対
応
す
る
余
力
が
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
清
朝
政
府
と
な
ら
ん
で
、
こ
の
平
米
風
潮
弾
圧
に
積
極
陶
に
乗
り

だ
し
た
の
は
日
本
、
英
国
、
米
国
を
中
心
と
す
る
諸
列
強
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
は
当
時
長
沙
に
領
事
館
を
置
い
て
い
た
日
本
の
反
応
を
見
て
お
こ
う
。
環

在
確
認
さ
れ
る
限
り
で
は
、
日
本
の
外
務
省
が
「
長
沙
暴
動
」
の
第
一
報
を

受
け
と
っ
た
の
は
一
四
日
午
後
で
あ
り
、
そ
の
電
信
は
漢
q
の
松
村
総
領
事

か
ら
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
電
報
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
漢
口
無
四
月
…
四
日
午
後
ご
時
　
当
地
英
国
総
領
事
ノ
通
知
二
二
レ
ハ
、

　
　
昨
夜
長
沙
二
飢
民
暴
趨
シ
、
巡
撫
衙
門
ヲ
襲
撃
シ
、
外
屡
寺
院
三
ヵ
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
ヲ
焼
払
ヘ
リ
。
事
態
重
大
、
当
地
ヨ
リ
英
国
軍
艦
出
張
ノ
筈
。

　
こ
の
電
報
が
東
京
の
外
務
省
に
届
い
た
の
は
発
信
か
ら
わ
ず
か
三
時
間
足

ら
ず
後
の
午
後
四
時
五
〇
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
電
報
に
い
う
長
沙
の
異
変
が

英
国
総
領
裏
か
ら
の
情
報
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
毒
口
駐
在
の
英
国
側
が

そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
早
く
長
沙
暴
動
の
消
息
を
つ
か
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語

る
。　

こ
う
し
て
、
一
五
日
午
後
に
な
る
と
前
日
夜
に
長
沙
駐
在
の
村
山
副
領
事

が
上
海
総
領
事
お
よ
び
外
務
省
宛
に
打
っ
た
至
急
電
二
通
も
到
着
し
、
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

外
務
省
は
た
だ
ち
に
海
軍
側
と
協
議
し
て
軍
艦
派
遣
を
決
定
し
た
。
そ
し
て

一
五
日
夜
に
海
軍
の
伊
集
院
五
郎
軍
令
部
長
が
第
三
艦
隊
に
軍
艦
派
遣
を
電

　
　
　
　
⑪

命
し
て
い
る
。
こ
れ
に
応
え
、
海
軍
の
軍
艦
「
宇
治
」
が
長
沙
に
急
派
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
同
じ
く
一
五
日
、
北
京
の
伊
集
院
彦
吉
公
使
は
外

務
部
尚
書
の
那
桐
を
訪
ね
て
、
村
山
駐
長
沙
副
領
事
か
ら
の
来
電
の
要
旨
を

告
げ
、
長
沙
の
事
件
へ
の
対
応
を
促
す
　
方
、
情
報
の
あ
り
次
第
、
日
本
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
も
通
知
す
る
よ
う
に
清
朝
側
に
求
め
て
い
た
。
一
五
聞
午
後
か
ら
長
沙
よ

り
の
電
信
が
途
絶
え
て
い
た
臼
本
外
務
当
局
に
し
て
み
れ
ば
、
暴
動
の
推
移

に
関
心
を
よ
せ
る
以
上
、
清
朝
側
の
情
報
に
も
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
四
臼
以
降
の
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
奄
々
を
見
る
限

り
、
日
本
側
は
外
務
省
を
中
心
に
、
上
海
総
領
事
館
、
甘
口
総
領
事
館
、
長

沙
領
事
館
、
北
京
公
使
館
が
電
信
を
使
い
、
情
報
の
収
集
に
つ
と
め
て
い
る
。
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ま
た
、
長
沙
捻
米
へ
の
日
本
側
の
対
応
は
、
一
九
〇
四
年
以
来
、
漢
ロ
ー

岳
陽
…
長
沙
一
途
灘
間
の
航
路
を
獲
得
し
て
い
た
日
清
汽
船
を
通
じ
て
、
よ

り
迅
速
な
も
の
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
四
臼
に
暴
動
が
激
化
し
、
日
本

人
居
留
民
の
避
難
が
焦
眉
の
急
に
迫
ら
れ
る
と
、
お
り
か
ら
湖
南
航
路
に
就

航
し
、
長
沙
に
向
か
っ
て
い
た
日
清
汽
船
所
有
の
「
三
江
丸
」
が
、
航
行
の

最
中
に
長
沙
暴
動
の
知
ら
せ
を
地
元
民
か
ら
伝
え
聞
き
、
急
遽
、
屠
留
民
の

避
難
輪
送
の
任
に
当
た
る
べ
く
、
　
一
四
β
夜
に
長
沙
に
赴
き
、
　
一
五
日
朝
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

副
領
事
以
下
約
七
〇
名
を
収
容
し
、
一
七
臼
に
漢
ロ
へ
送
り
届
け
た
。
ま
た

田
清
汽
船
は
単
な
る
避
難
民
移
送
か
ら
一
歩
踏
み
だ
し
、
漢
口
に
停
泊
中
の

「
況
江
丸
」
に
清
兵
五
百
人
を
乗
せ
て
一
穴
口
上
に
樋
口
を
出
発
し
、
長
沙

に
む
か
う
（
一
八
臼
夕
刻
長
沙
到
着
）
な
ど
積
極
的
に
長
沙
の
暴
動
鎮
圧
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

あ
た
る
清
朝
政
府
に
協
力
し
た
の
だ
っ
た
。

　
北
京
駐
在
日
本
公
使
と
那
桐
と
の
会
談
と
い
い
、
「
涜
江
丸
」
に
よ
る
湖
北

軍
輸
送
と
い
い
、
長
沙
鎗
米
の
鎮
圧
の
過
程
で
見
ら
れ
た
も
の
は
、
帝
麟
主

義
列
強
と
清
朝
が
～
体
と
な
っ
た
抑
圧
体
制
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
七
日
午

後
に
は
清
朝
の
砲
艦
楚
三
号
と
英
国
艦
ス
イ
ッ
ス
ル
（
雷
塞
爾
号
）
が
、
ま

た
一
八
日
に
は
日
本
四
隻
、
英
国
二
隻
、
米
国
一
隻
の
軍
艦
と
清
兵
を
満
載

し
た
涜
江
丸
が
長
沙
に
到
着
し
、
依
然
不
穏
の
続
く
長
沙
に
に
ら
み
を
き
か

せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
中
国
の
内
陸
に
位
澱
す
る
長
沙
さ
え
も
汽
船
航
行
可

能
な
航
路
開
設
に
よ
り
、
武
漢
一
長
沙
閥
は
減
水
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ

ず
か
二
日
の
行
程
に
な
っ
て
お
り
、
電
信
網
の
確
立
と
あ
い
ま
っ
て
、
辛
亥

輩
命
前
夜
に
は
、
ひ
と
た
び
反
清
反
帝
運
動
が
勃
発
す
る
や
、
ま
た
た
く
間

に
省
外
の
清
朝
側
援
軍
と
列
強
の
砲
艦
が
姿
を
現
す
揚
所
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

①
　
　
「
出
七
三
二
年
　
二
月
初
山
ハ
円
【
軍
・
機
処
寄
湖
｛
用
巡
撫
轡
春
弾
冥
鵬
亀
ヒ
田
」
（
中
国
史
学
ム
万

　
長
編
『
辛
亥
革
命
駈
第
三
巻
（
上
海
人
斑
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
五
＝
二
一
五

　
一
四
頁
）
。

②
　
　
『
申
報
』
四
月
二
一
〇
霞
。

③
　
「
軍
機
処
寄
湖
広
総
督
瑞
激
、
湖
南
巡
撫
二
二
糞
電
旨
」
（
前
掲
『
長
沙
文
史
資

　
料
増
刊
　
庚
戌
長
沙
〃
捻
米
”
風
潮
資
料
離
編
隠
一
五
頁
）
、
お
よ
び
「
軍
機
笹
目

　
直
隷
総
督
陳
饗
寵
電
旨
」
（
前
掲
『
辛
亥
革
命
』
第
三
巻
、
五
一
三
…
五
一
四
頁
）
。

④
「
湖
広
総
督
瑞
激
為
長
沙
飢
民
聚
衆
焚
軍
事
致
用
督
等
電
」
（
前
掲
『
辛
亥
革
命

　
一
二
十
年
間
民
変
蝋
期
案
史
料
u
』
四
二
山
ハ
百
ハ
）
。

⑤
「
瑞
激
派
兵
弾
圧
湖
南
飢
民
暴
動
電
」
（
前
掲
『
中
華
属
翻
史
獄
案
資
料
離
編
』

　
第
一
輯
、
三
一
頁
）
。

⑥
　
「
寄
春
糞
致
清
政
府
電
」
（
『
近
代
史
資
料
』
一
九
五
五
年
第
四
巻
、
六
〇
頁
）
。

⑦
「
湖
南
巡
撫
売
春
糞
為
長
沙
飢
民
焼
殿
寒
食
教
堂
業
致
東
並
雀
等
千
葉
電
」
（
前

　
掲
『
辛
亥
革
A
豊
倒
十
年
面
心
民
両
鶴
案
史
料
隔
嗣
二
由
ハ
｝
員
）
。

⑧
　
「
轡
春
糞
電
請
軍
機
処
代
奏
稿
漏
（
前
掲
『
長
沙
文
史
資
料
増
刊
　
庚
戌
長
沙

　
〃
輪
翠
小
”
風
潮
資
料
騨
腱
編
』
　
一
六
1
～
七
頁
）
。

＠＠＠＠＠
松
村
総
頒
寮
よ
り
小
村
外
相
あ
て
電
報
〔
四
月
一
四
臼
〕
（
「
長
沙
暴
動
一
件
」
）
。

小
村
外
絹
よ
り
有
吉
総
領
事
あ
て
電
報
〔
潤
月
一
五
日
〕
（
「
長
沙
暴
動
一
件
」
）
。

『
大
阪
朝
日
新
聞
』
四
月
…
七
日
。

伊
集
院
公
使
よ
り
小
村
外
相
あ
て
電
報
〔
四
月
一
六
臼
〕
（
「
長
沙
暴
動
一
件
」
）
。

村
山
翻
領
事
よ
り
小
村
外
相
あ
て
電
報
〔
四
月
一
四
日
〕
、
松
村
総
領
纂
よ
り
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小
村
外
相
あ
て
電
報
〔
四
月
一
七
陰
〕
（
「
長
沙
暴
動
一
件
」
）
。

⑭
「
長
沙
暴
動
三
二
報
告
書
」
（
「
長
沙
暴
動
…
件
」
）
。

四
　
辛
亥
時
期
の
通
信
状
況

　
中
国
に
お
け
る
電
信
は
一
八
七
九
年
に
天
津
－
大
沽
間
に
最
初
の
電
信
線

が
ひ
か
れ
て
以
来
、
順
調
に
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
一
八
九
六
年
冬
に
は
湖
北

か
ら
の
電
信
線
が
臨
湘
、
岳
陽
、
湘
陰
を
通
じ
て
長
沙
ま
で
伸
び
、
長
沙
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

電
報
局
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
翌
年
に
は
湘
潭
、
岳
陽
に
収
発
信
設

備
が
、
ま
た
一
九
〇
四
年
に
は
常
徳
に
電
報
局
が
で
き
、
電
詳
記
が
次
第
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

感
情
全
省
に
伸
び
て
い
っ
た
。
一
九
〇
八
年
に
全
薗
の
国
内
電
儒
は
す
べ
て

国
有
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
湖
南
省
お
よ
び
長
沙
も
そ
の
電
信
網
に
組
み

込
ま
れ
て
お
り
、
湘
江
へ
の
汽
船
就
航
と
並
ん
で
、
長
沙
が
外
界
と
直
接
に

交
流
す
る
重
要
な
連
絡
路
と
な
っ
て
い
た
。

　
の
ち
に
政
治
見
解
を
示
す
の
に
「
通
電
」
な
る
手
段
が
生
じ
た
よ
う
に
、

電
信
の
発
達
は
着
し
い
世
論
伝
達
手
段
と
な
る
べ
き
可
能
性
を
持
つ
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
清
末
に
お
け
る
電
信
と
は
、
長
沙
鎗
米
鎮
圧
の
過
程
で

見
ら
れ
た
よ
う
に
、
も
り
あ
が
り
つ
つ
あ
っ
た
各
地
の
反
濤
活
動
の
暴
力
的

圧
殺
の
道
具
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
「
百
態
」
網
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。
湖
南
省
を
例
に
と
れ
ば
、
長
沙
の
電
報
局
は
ニ
ヵ
所
あ
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

そ
の
ひ
と
つ
は
他
な
ら
ぬ
巡
撫
衙
門
内
部
に
設
魔
さ
れ
て
お
り
、
も
つ
ば
ら

官
電
の
収
発
の
た
め
の
機
関
と
な
っ
て
い
た
。
官
衙
内
に
電
報
局
が
設
置
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
地
方
に
不
穏
な
動
き
が
あ
る
場
合
に
も
中
央
の
清
朝
政

府
は
逐
一
そ
の
状
況
を
把
握
し
、
対
応
を
指
承
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
電
僑
普
及
の
以
前
、
清
朝
の
中
央
と
地
方
の
衙
門
は
二
百
年
来
「
廷
寄
」

と
呼
ば
れ
る
駅
逓
の
方
法
で
文
書
の
や
り
と
り
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

電
信
が
全
国
の
主
要
都
市
に
行
き
渡
る
よ
う
に
な
る
と
、
上
奏
、
諭
旨
は
次

第
に
電
儒
に
よ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
清
末
の
撹
案
に
頻
出
す
る
電
奏
、

電
磁
が
そ
れ
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
中
央
と
地
方
官
衙
が
電
信
で
結
ば

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
連
絡
は
迅
速
に
な
っ
た
。
従
来
の
駅
逓
の
規
定
で
は
、

一
日
の
行
程
は
通
常
三
〇
〇
華
里
で
あ
り
、
火
急
の
場
合
で
も
六
〇
〇
華
里

に
過
ぎ
ず
、
黒
点
一
嘗
京
間
三
五
九
〇
華
里
は
単
純
に
計
冠
し
て
も
最
短
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
④

片
道
六
霞
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
わ
ず
か
半
β
か
一
日
に
短
縮
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
極
端
な
例
に
な
る
が
、
一
八
八
四
年
の
清
仏
戦
争
に
お
い

て
は
、
電
信
の
開
通
に
よ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
往
復
五
〇
余
日
を
費
や
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

華
南
と
の
文
書
の
や
り
と
り
が
一
臼
か
二
日
で
可
能
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
長
沙
鎗
米
前
後
の
清
麟
駐
在
日
本
使
館
聞
の
電
信
の
や
り
と
り
を
見
る
か

ぎ
り
、
長
沙
、
漢
口
、
上
海
か
ら
東
京
ま
で
、
至
急
電
で
早
け
れ
ば
三
、
四

時
間
ほ
ど
、
ま
た
大
幅
に
遅
れ
た
と
し
て
も
一
槍
で
電
報
が
届
い
て
い
る
。

清
朝
浦
伝
部
所
轄
の
電
報
局
を
使
っ
た
臼
本
の
出
先
機
関
か
ら
の
通
儒
が
こ
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の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
清
朝
政
府
の
官
衙
間
の
官
報
が
こ
れ
よ
り
も
羅
い
こ
と

は
ほ
ぼ
確
実
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
戦
争
の
階
と
同
様
に
、
地
方
の

争
謝
鎮
圧
に
も
こ
の
電
儒
が
威
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
日
を
見
る
よ
り
あ
き

ら
か
で
あ
る
。
い
み
じ
く
も
郵
伝
部
の
規
定
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
万
一
大
規
模
な
匪
賊
が
発
生
し
、
誠
邑
の
攻
撃
や
集
結
が
見
ら
れ
た
り
、

　
　
あ
る
い
は
洪
水
の
突
発
が
あ
れ
ば
、
関
係
文
武
官
が
迅
速
を
期
す
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
に
至
急
官
電
を
も
ち
い
る
こ
と
を
許
す
。

　
一
九
一
〇
年
四
月
の
長
沙
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
、
一
般
商
民
が
使
う
こ
と
の
で
き
る
電
信
は
「
民
間
人
の

普
通
電
報
利
用
に
あ
た
っ
て
、
安
寧
秩
序
に
さ
ま
た
げ
あ
る
語
句
は
発
信
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

許
さ
ず
、
通
信
文
は
と
ど
め
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
制
限
を
つ

け
ら
れ
、
あ
る
い
は
長
沙
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
非
常
時
に
お
い
て

は
「
官
電
」
優
遇
の
た
め
に
利
用
に
大
き
な
規
制
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
長
沙
の
暴
動
に
お
い
て
、
電
信
線
が
民
衆
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
、
衙
門

と
並
ん
で
電
報
局
が
襲
撃
の
対
象
と
な
っ
た
の
も
い
わ
れ
の
な
い
こ
と
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
一
〇
年
の
湖
南
で
は
、
長
沙
槍
米
の
後
も
、
近
隣
の
善
化
県
、
湘
潭

県
、
事
事
県
等
に
お
い
て
類
似
し
た
食
糧
暴
動
が
発
生
し
て
い
る
。
長
沙
捻

米
の
消
息
が
周
辺
の
各
県
に
波
及
し
て
、
そ
れ
ら
類
似
の
暴
動
を
惹
起
し
た

こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
長
沙
に
お
い
て
も
、
一
万
を
越
え
る
民

衆
が
参
加
し
、
も
っ
と
も
苛
烈
に
な
る
べ
き
は
ず
の
食
糧
暴
動
が
わ
ず
か
三

日
で
鎮
圧
さ
れ
、
そ
の
後
長
沙
近
辺
で
続
発
し
た
そ
れ
ら
同
様
の
捻
米
も
十

分
に
発
展
す
る
余
裕
を
あ
た
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
個
別
に
鎮
圧
さ
れ
消
え
て

い
っ
た
。
前
後
し
て
湖
爾
各
地
に
巻
き
起
こ
っ
た
「
捻
米
風
潮
」
は
た
が
い

に
連
絡
を
と
り
あ
う
時
間
の
な
い
ま
ま
に
「
自
然
発
生
的
」
暴
動
に
終
始
し

た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
電
信
あ
る
い
は
新
聞
と
い
う
伝
達
手
段
を
持
た
な
か
っ
た
当
時
の

湖
南
民
衆
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
形
で
こ
の
「
長
沙
捻
米
」
の
知
ら
せ
に

接
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
長
沙
周
辺
で
「
拾
米
風
潮
」
の
知
ら
せ
が
ど
の
よ

う
に
し
て
伝
播
し
た
の
か
を
伝
え
る
資
料
は
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、

そ
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
当
時
、
一
六
歳
の
青
年
で
あ

っ
た
毛
沢
東
の
体
験
を
見
て
み
よ
う
。
湘
潭
県
砂
山
に
住
む
一
個
の
地
方
青

年
と
し
て
の
か
れ
の
目
に
う
つ
っ
た
事
件
の
大
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
。　

　
こ
の
頃
湖
南
で
事
件
が
起
り
、
そ
れ
が
私
の
全
生
涯
に
影
響
を
与
え
た

　
　
の
で
す
。
私
が
学
ん
で
い
た
小
さ
な
塾
の
外
で
、
私
た
ち
学
生
は
多
く

　
　
の
豆
商
人
が
長
沙
か
ら
帰
っ
て
く
る
の
を
見
ま
し
た
。
な
ぜ
み
ん
な
帰

　
　
っ
て
く
る
の
か
と
聞
く
と
、
城
内
で
大
規
模
な
蜂
起
が
あ
っ
た
と
い
う

　
　
の
で
す
。

　
　
そ
の
年
に
は
ひ
ど
い
飢
籐
が
あ
っ
て
、
長
沙
で
は
数
千
人
が
食
物
の
な
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い
有
様
で
し
た
。
飢
え
た
入
た
ち
は
省
長
の
も
と
に
代
表
を
派
遣
し
て
、

　
　
救
済
を
乞
う
た
の
で
す
が
、
彼
は
傲
慢
に
こ
う
答
え
ま
し
た
。
「
な
ぜ

　
　
お
前
ら
に
は
食
物
が
な
い
ん
だ
。
城
内
に
は
沢
山
あ
る
で
は
な
い
か
。

　
　
お
れ
は
い
つ
も
十
分
食
べ
て
い
る
」
。
人
び
と
は
省
長
の
答
を
聞
く
と

　
　
非
常
に
腹
を
た
て
ま
し
た
。
彼
ら
は
大
衆
集
会
を
開
き
、
デ
モ
を
組
織

　
　
し
た
の
で
す
。
清
朝
の
役
衝
を
面
繋
し
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
旗
ざ
お
を

　
　
切
り
倒
し
、
霊
長
を
追
い
出
し
ま
し
た
。
す
る
と
張
と
い
う
内
務
部
長

　
　
が
馬
に
乗
っ
て
出
て
き
て
、
人
び
と
に
、
政
府
は
彼
ら
を
援
助
す
る
処

　
　
置
を
と
る
で
あ
ろ
う
と
告
げ
ま
し
た
。
張
は
誠
実
な
気
持
で
約
束
し
た

　
　
よ
う
な
の
で
す
が
、
皇
帝
は
彼
を
嫌
い
、
「
暴
民
」
と
親
密
な
関
係
が

　
　
あ
る
と
い
う
理
由
で
彼
を
重
責
し
ま
し
た
。
彼
は
解
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
新
任
の
省
長
が
到
着
し
、
直
ち
に
蜂
起
の
指
導
者
た
ち
の
逮
捕
を
命
じ

　
　
た
の
で
す
。
彼
ら
の
多
く
は
首
を
斬
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
将
来
の
「
謀
叛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
人
」
に
対
す
る
み
せ
し
め
と
し
て
、
柱
に
晒
し
首
に
さ
れ
た
の
で
す
。

　
毛
沢
東
の
一
生
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
こ
の
「
事
件
」
と
は

一
九
一
〇
年
の
長
沙
槍
米
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
れ
が
回
想
で
語
っ
て
い
る

長
沙
斗
米
の
具
体
的
状
況
は
、
傲
慢
な
言
葉
を
民
衆
に
浴
び
せ
た
の
が
巡
撫

で
あ
っ
た
り
（
実
際
は
巡
警
道
頼
承
裕
）
、
「
内
務
部
」
か
ら
来
た
張
と
い
う

大
官
が
民
衆
を
慰
撫
し
た
り
（
実
際
に
は
二
一
を
約
束
し
た
郭
中
広
で
あ
ろ

う
）
す
る
点
で
、
や
や
事
実
と
は
異
な
り
脚
色
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

長
沙
鍮
米
か
ら
二
十
数
年
を
へ
た
毛
広
葉
の
寒
樹
の
混
乱
に
よ
る
も
の
か
も

知
れ
ず
、
あ
る
い
は
当
時
か
れ
が
接
し
た
情
報
自
体
が
す
で
に
伝
聞
の
中
で

お
ひ
れ
の
付
い
た
も
の
に
変
化
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ

こ
で
我
々
が
注
憂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
伝
聞
の
内
容
が
不
正
確
で

あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
か
れ
が
長
沙
か
ら
も
ど
っ
て
き
た
豆
商
人
の
話

を
聞
く
こ
と
で
こ
の
事
件
を
は
じ
め
て
知
っ
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
で
あ
る
。

電
僑
に
よ
り
、
長
沙
を
去
る
こ
と
室
数
百
キ
ロ
の
北
京
で
は
事
件
の
当
日
に

長
沙
で
の
暴
動
発
生
の
状
況
を
知
り
得
た
の
に
た
い
し
、
長
沙
か
ら
わ
ず
か

五
〇
キ
ロ
余
り
の
湘
潭
面
癖
由
で
は
、
事
件
の
知
ら
せ
ば
長
沙
か
ら
歩
い
て

帰
っ
て
き
た
商
人
の
口
を
通
じ
て
聞
く
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
権
力
側
に
よ
る
通
信
の
独
占
的
支
配
の
典
型
的
事
例

で
あ
っ
た
。

　
①
湖
南
省
志
編
纂
委
員
会
編
『
湖
南
近
百
年
大
事
紀
述
』
（
第
二
次
修
訂
本
、
湖
南

　
　
人
民
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）
一
五
一
頁
。

　
②
　
張
三
園
『
中
国
現
代
化
的
区
域
研
究
湖
南
省
　
一
八
六
〇
一
一
九
一
六
』
（
中

　
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
専
刊
四
穴
、
　
一
九
八
一
二
年
）
｝
二
一
一
百
ハ
。

　
③
　
東
亜
岡
文
会
編
『
支
那
経
済
全
書
』
第
六
韓
（
東
亜
同
文
会
編
纂
局
、
一
九
〇

　
　
八
年
）
二
四
六
一
二
四
七
頁
。

　
④
　
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
編
刊
唖
清
国
行
政
法
』
第
三
巻
（
一
九
一
〇
年
）
三
三

　
　
七
、
一
二
四
五
一
一
二
曖
穴
｝
貝
。

　
⑤
　
郵
電
史
編
輯
蜜
編
『
中
團
近
代
郵
電
史
』
（
人
民
郵
電
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）

　
　
六
三
頁
。

　
⑥
『
清
朝
続
文
献
再
考
』
巻
三
七
三
、
郵
伝
一
四
。
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⑦
　
晶
剛
掲
『
｛
文
那
経
底
角
・
罫
書
』
第
六
輯
、
　
乾
瓢
一
四
自
刃
。

⑧
エ
ド
ガ
；
・
ス
ノ
ー
著
、
松
岡
洋
子
訳
『
中
国
の
赤
い
星
』
（
増
補
決
定
版
、
筑

　
摩
書
房
、
一
九
七
五
年
）
八
八
頁
。

五

近
代
的
通
信
・
交
通
の
進
捗
と
革
命
運
動

一
む
す
び
に
か
え
て
…
一

　
ひ
る
が
え
っ
て
清
末
の
革
命
運
動
全
般
と
通
信
の
関
係
を
考
え
て
み
る
な

ら
ば
、
中
国
国
内
の
主
要
都
市
間
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
電
僑
綱
は
や
は
り

革
命
運
動
を
圧
殺
す
る
も
の
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
も
つ
も
の
で
あ
っ
た

と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
辛
亥
革
命
の
導
火
線
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
四
川
の

語
路
運
動
の
際
に
も
電
信
は
運
動
鎮
圧
の
装
置
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
の

だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
四
川
保
路
運
動
が
激
化
し
た
一
九
一
一
年
五
月
、
郵
伝

部
は
次
の
よ
う
な
布
告
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
上
海
、
武
昌
、
長
沙
、
宜
昌
、
成
都
の
各
電
報
局
あ
て
　
鉄
道
の
国
有

　
　
化
は
す
で
に
論
旨
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
誰
し
も
が
従

　
　
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
．
こ
れ
に
私
意
を
差
し
挾
み
、
民
衆
を
扇
動
し
抵
抗

　
　
す
る
こ
と
に
た
い
し
て
は
す
で
に
厳
禁
の
旨
を
下
し
お
き
、
あ
わ
せ
て

　
　
各
督
撫
よ
り
こ
れ
を
禁
止
し
た
。
今
後
、
該
事
項
に
か
ん
す
る
違
反
電

　
　
報
が
あ
れ
ば
、
各
電
報
局
は
受
信
、
発
信
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し

　
　
こ
れ
を
犯
す
考
が
あ
れ
ば
、
発
見
次
第
係
官
を
派
遣
し
て
厳
罰
に
処
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
遵
守
徹
底
の
こ
と
。

　
つ
ま
り
、
鉄
道
国
有
に
反
対
す
る
が
ご
と
き
電
報
は
発
僑
も
受
信
も
あ
い

な
ら
ぬ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
保
路
運
動
側
が
と
っ
た
対
応

は
有
名
な
「
水
電
報
」
、
す
な
わ
ち
通
信
内
容
を
木
珪
に
し
た
た
め
川
に
流

す
と
い
う
苦
肉
の
手
段
で
あ
っ
た
。
権
力
側
と
民
衆
側
の
情
報
伝
達
に
か
ん

す
る
懸
隔
は
こ
の
一
事
か
ら
だ
け
で
も
明
確
で
あ
ろ
う
。

　
清
朝
政
府
に
よ
る
電
僑
の
規
制
は
｛
九
…
「
年
の
武
昌
蜂
起
の
後
に
も
見

ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
一
九
一
一
年
一
〇
月
、
郵
伝
部
は
民
間
人
の
至
急
電
、

暗
号
電
の
利
用
を
禁
止
し
、
す
べ
て
の
電
報
に
検
閲
を
加
え
る
訓
令
を
全
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
電
報
局
に
通
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
革
命
派
の
電
信
利
用
を
制
止
す
る

こ
と
に
そ
の
鼠
的
が
あ
っ
た
の
は
疑
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
洋
務
運
動
の

成
果
と
し
て
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
電
儒
と
い
う
近
代
科
学
技
術
は
、
ひ
っ

き
ょ
う
商
業
活
動
の
奨
励
や
報
道
活
動
の
充
実
と
い
う
側
面
よ
り
も
、
む
し

ろ
統
治
者
に
よ
る
民
衆
支
配
の
た
め
の
道
具
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ

っ
た
。
長
沙
に
駐
在
し
、
長
沙
駐
米
に
巻
き
込
ま
れ
た
村
山
副
領
事
が
事
件

の
直
後
、
四
月
一
八
日
に
湖
広
総
督
瑞
激
と
の
会
見
で
語
っ
た
雷
葉
は
い
み

じ
く
も
電
儒
が
期
待
さ
れ
た
役
割
を
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
会

談
の
席
上
、
村
山
は
事
件
の
善
後
処
理
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
結
構
靖
港
二
電

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

僧
局
増
設
ノ
必
要
ヲ
提
起
シ
」
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
山
本
の
一
部
薄
暑
が
民
衆
暴
動
再
発
防
止
の
役
割
を
勢
漢
鉄

道
の
敷
設
に
求
め
て
い
た
こ
と
も
浩
…
末
に
お
け
る
近
代
科
学
技
術
の
役
割
を
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一九一〇年長沙大捻米の「鎮圧」と電信（石川）

う
か
が
わ
せ
る
。
『
時
事
新
報
』
（
東
京
）
は
四
月
二
〇
日
に
「
溝
国
長
沙
の

暴
動
」
と
題
す
る
社
説
を
掲
げ
、
そ
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
た
。

　
　
此
際
序
を
以
て
一
言
し
た
き
は
是
等
内
地
の
重
要
都
市
に
対
す
る
鉄
道

　
　
の
緊
通
の
速
に
せ
ん
こ
と
是
な
り
。
清
国
の
変
乱
、
殊
に
革
命
党
の
反

　
　
乱
の
如
き
は
多
く
交
通
機
関
の
乏
し
く
し
て
嘗
辺
の
威
力
に
遠
ざ
か
れ

　
　
る
地
方
に
椙
獄
を
染
む
る
の
常
に
し
て
、
長
沙
の
如
き
も
水
運
の
便
は

　
　
あ
れ
ど
も
陸
上
に
鉄
道
の
便
を
欠
き
、
是
等
動
乱
の
起
り
た
る
場
合
に

　
　
急
速
に
討
伐
軍
を
送
る
能
は
ざ
る
一
事
は
自
ら
不
逞
の
徒
の
乗
ず
る
所

　
　
な
ら
ざ
る
を
得
ず
。

　
電
信
と
同
様
に
鉄
道
の
敷
設
も
ま
た
、
治
安
の
た
め
の
道
具
と
な
る
こ
と

を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
辛
亥
の
武
昌
趨
義
の
あ
と
、
武
漢
三
等
の

攻
防
戦
の
際
に
、
嚢
世
凱
が
京
漢
鉄
道
を
使
っ
て
次
々
に
武
漢
に
援
軍
を
送

っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
辛
亥
時
期
に
お
い
て
は
確
か
に
交
通
、
通
信

の
近
代
化
は
ま
ず
権
力
側
の
治
安
装
置
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
通
信
・
交
通
が
権
力
側
の
独
占
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
辛

亥
革
命
時
期
の
中
国
に
あ
っ
て
は
、
長
沙
槍
米
の
顯
末
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

自
然
発
生
的
な
民
衆
の
暴
動
は
相
互
の
連
絡
を
欠
く
ま
ま
、
す
ば
や
く
出
動

す
る
官
衙
側
の
暴
力
に
圧
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
革
命
情
勢
を
醸
成
し
、
清

朝
統
治
の
限
界
を
示
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
れ
ら
自
発
的
な
食
糧
暴
動

が
下
原
の
火
の
よ
う
に
全
国
に
波
及
し
、
革
命
に
至
る
と
い
う
こ
と
は
も
は

や
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。

　
辛
亥
革
命
の
勃
発
に
か
ん
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
社
会
、
政
治
面
の
原
因
を

ぬ
き
に
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
本
稿
の
問
題
意
識
か
ら
す
れ

ば
、
一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
が
当
時
各
地
に
続
発
し
た
民
衆
暴
動
を
直
接

の
契
機
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
意
識
さ
れ
た
革
命
理
念
と
厳
然
た
る
組
織

を
有
す
る
新
潮
の
武
昌
で
の
蜂
起
に
よ
っ
て
幕
を
あ
げ
た
こ
と
は
、
近
代
科

学
技
術
の
浸
透
と
そ
れ
に
と
も
な
う
通
信
、
情
報
体
系
の
偏
在
と
い
う
近
代

中
国
に
お
け
る
革
命
運
動
の
形
態
の
変
容
を
賭
示
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
こ
の
視
点
に
立
つ
と
き
、
近
代
社
会
の
革
命
に
は
体
調
側
の
通
信
、
情

報
支
配
を
積
極
的
に
打
ち
破
る
軍
隊
な
り
革
命
組
織
な
り
の
指
導
、
参
加
が

不
可
欠
な
も
の
と
な
り
、
中
国
に
は
現
代
的
野
昧
に
お
け
る
革
命
の
時
代
が

到
来
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
①
　
「
竪
瓦
都
雁
皮
関
電
局
不
三
朝
発
争
路
電
報
電
」
（
戴
執
三
編
『
下
用
保
路
運
動

　
史
料
』
科
学
出
版
社
、
一
九
五
九
年
、
一
六
六
1
一
六
七
頁
）
。

　
②
有
音
総
傾
薯
よ
り
内
田
外
相
あ
て
電
報
〔
明
治
四
四
年
一
〇
月
｝
九
日
〕
（
「
清

　
　
踊
叢
・
命
鼎
甥
乱
ノ
際
二
於
ケ
ル
電
導
及
電
線
関
係
雑
件
」
日
本
外
務
省
文
勲
竺
…
七

　
一
四
1
三
五
、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
）
。

　
③
　
村
山
副
領
墓
よ
り
小
村
外
堀
あ
て
電
報
〔
四
月
一
九
日
〕
（
「
長
沙
暴
動
一
件
」
）
。

　
　
〔
付
記
〕
　
本
稿
は
一
九
九
一
年
一
〇
月
に
中
鷹
武
漢
で
霊
鑑
催
さ
れ
た
「
辛
亥
革
命

　
　
　
八
○
周
年
記
念
團
際
学
術
討
論
会
」
で
の
報
告
ユ
九
一
〇
年
長
沙
大
引
米
的

　
　
　
“
鎮
圧
”
及
電
信
」
を
も
と
に
拡
充
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
手
　
京
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