
ミ
ッ
シ
ョ
ン
�
料
か
ら
み
る
珠
江
デ
ル
タ
荏
液
域
の
地
域
社
會

土

肥

步

は
じ
め
に

第
一
違

花
縣
の
槪
�
と
C
V
M

第
一
�

花
縣
の
円
置
と
地
域
	
特



第
二
�

花
縣
へ
の
キ
リ
ス
ト
敎
傳
播

第
三
�

C
V
M
傳
�
活
動
の
槪
說

第
二
違

番
禺
・
花
縣
の
�
代
�
の
推
移

第
一
�

徐
茂
均
の
來
歷

第
二
�

徐
茂
均
に
よ
る
敎
育
機
關
円
設
と
そ
の
背
景

第
三
�

番
禺
・
花
縣
に
お
け
る
鐵
�
円
設

第
三
違

徐
茂
均
に
よ
る
地
域
社
會
の
再
�
と
C
V
M

第
一
�

治
安
惡
�
と
淸
�

第
二
�

徐
茂
均
と
C
V
M
の
﹁
協
力
﹂

第
三
�

地
域
社
會
と
の
軋
轢

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
辛
亥
革
命
�
夜
の
中
國
社
會
に
お
い
て
︑
立
憲
制
の
�
入
と
地
方
自
治
制
度
の
實
施
は
︑
淸
�
中
央
が
お
こ
な
っ
た
諸

領
域
に
お
よ
ぶ
�
代
�
政
策

(光
緖
怨
政
)
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒
江
蘇
省
の
事
例
を
取
り
�
っ
た
田
中
比
呂
志
の
硏
究
�
整
理
に
よ
れ
ば
︑
�

代
�
の
�
け
皿
は
︑
上
海
の
敎
育
機
關
で
學
ん
だ
り
日
本
留
學
で
怨
し
い
政
治
知
識
を
得
た
り
し
た
怨
し
い
タ
イ
プ
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
と

い
う
︒
一
九
〇
六
年
に
淸
�
政
府
が
立
憲
制
�
入
を
宣
言
す
る
と
︑
彼
ら
は
省
議
會
の
�
身
組
織
に
あ
た
る
諮
議
局
設
置
に
積
極
	
に
參
與
し
︑

﹁
縣
域
を
越
え
た
地
域
エ
リ
ー
ト
閒
の
結
集
﹂
を
は
か
る(1

)
︒
そ
し
て
︑
一
九
〇
九
年
に
城
鎭
�
地
方
自
治
違
"
が
制
定
さ
れ
る
と
︑
官
治
補
助

と
し
て
の
自
治
組
織
が
相
繼
い
で
結
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
結
果
︑
縣
を
舞
臺
と
し
た
エ
リ
ー
ト
が
創
出
さ
れ
︑
エ
リ
ー
ト
に
よ
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
の
第
一
步
と
な
っ
た(2

)
︒
二
〇
世
紀
初
頭
の
地
域
社
會
に
は
再
�
の
波
が
押
し
寄
せ
て
い
た
︒

本
稿
で
取
り
上
げ
る
廣
東
の
地
方
自
治
を
め
ぐ
る
問
題
は
︑
宮
內
%
の
硏
究
で
多
く
が
&
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
︒
宮
內
は
︑
一
九
〇
七
年
に

結
成
さ
れ
た
廣
東
自
治
硏
究
社
を
取
り
上
げ
︑
同
硏
究
社
が
發
行
し
て
い
た
機
關
誌
﹃
廣
東
地
方
自
治
硏
究
錄
﹄
を
手
が
か
り
に
︑
同
硏
究
社

の
(
成
メ
ン
バ
ー
に
は
慈
善
團
體
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
�
瀾
書
院
出
身
者
が
數
多
く
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
そ
し
て
︑
淸
末
の
地
方

自
治
硏
究
社
は
﹁
傳
瓜
	
な
廣
東
社
會
の
自
治
機
關
の
上
に
存
在
し
て
い
た
﹂
と
結
論
づ
け
た(3

)
︒
別
の
論
考
で
は
︑
族
�
を
手
が
か
り
に
︑
同

硏
究
社
の
成
員
が
順
德
縣
の
+
力
宗
族
で
あ
っ
た
龍
氏
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
人
	
關
係
を
(
築
し
て
い
た
こ
と
を
&
ら
か
に
し
て
い
る(4

)
︒
い
ず

れ
も
︑
廣
東
社
會
の
自
治
機
關
が
︑
�
代
	
な
地
域
秩
序
の
形
成
に
寄
與
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
旣
存
の
硏
究
成
果
で
課
題
と
さ
れ
て
き
た
論
點
が
少
な
く
と
も
三
點
存
在
す
る
︒
一
點
目
は
︑
從
來
の
硏
究
が
エ
リ
ー
ト
層
を
中

心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
︒
江
蘇
省
で
は
上
海
の
敎
育
機
關
で
の
就
學
經
驗
や
日
本
留
學
經
驗
を
も
つ
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
擡
頭
し
︑

廣
東
省
で
は
傳
瓜
	
な
書
院
お
よ
び
宗
族
の
影
.
力
を
背
景
に
エ
リ
ー
ト
が
擡
頭
し
て
き
た
︒
だ
が
︑
そ
う
し
た
社
會
	
背
景
を
持
た
な
い
人

物

(非
エ
リ
ー
ト
)
が
︑
ど
の
よ
う
に
地
域
社
會
の
再
�
に
取
り
組
ん
だ
の
か
︑
檢
討
の
餘
地
が
殘
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒

― 138―

552



二
點
目
は
︑
�
村
地
域
へ
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
淸
末
の
エ
リ
ー
ト
層
を
�
っ
た
硏
究
の
大
部
分
は
︑
縣
城
も
し
く
は
省
城
な

ど
都
市
部
が
0
た
る
舞
臺
と
な
っ
て
い
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
地
域
エ
リ
ー
ト
が
諮
議
局
設
置
や
地
方
自
治
の
實
施
を
1
じ
て
秩
序
形
成
を
お
こ

な
っ
て
い
た
の
と
同
時
2
に
︑
�
村
地
域
の
非
エ
リ
ー
ト
が
都
市
部
で
發
生
し
て
い
た
出
來
事
に
ど
の
よ
う
な
反
應
を
示
し
た
の
か
︑
も
し
く

は
ど
の
よ
う
に
0
體
	
な
再
�
の
動
き
を
み
せ
た
の
か
と
い
う
論
點
は
さ
ら
な
る
檢
討
が
必
�
と
思
わ
れ
る
︒

三
點
目
は
︑
�
料
の
問
題
で
あ
る
︒
た
し
か
に
︑
地
域
エ
リ
ー
ト
を
取
り
�
っ
た
硏
究
で
は
︑
彼
ら
自
身
が
殘
し
た
記
錄
や
行
政
�
書
を
用

い
て
︑
諮
議
局
や
地
方
自
治
の
あ
り
方
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
︒
し
か
し
︑
�
村
地
域
で
何
ら
か
の
社
會
の
再
�
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て

も
︑
そ
の
よ
う
な
動
き
が
中
國
語
�
料
に
記
錄
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
一
點
目
と
二
點
目
の
課
題
を
克
3
す
る
た
め
の

�
料
が
十
分
に
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
三
點
目
の
課
題
解
決
の
糸
口
と
な
る
硏
究
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
�
年
4
目
さ
れ
て
い
る
の
が
︑
キ
リ
ス
ト
敎
傳
�
團
體

(以
下
︑

ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
略
)
が
記
錄
し
た
報
吿
書
や
書
鯵
類
(以
下
︑
ミ
ッ
シ
ョ
ン
�
料
と
表
記
)
で
あ
る
︒
從
來
の
キ
リ
ス
ト
敎
�
硏
究
で
は
︑
地
域
社

會
で
の
傳
�
の
推
移
を
知
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
記
営
の
豐
富
さ
に
4
目
し
た
硏
究
が
7
ん
で
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
蒲
豐
彥
は
︑

潮
州
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
長
老
會
ミ
ッ
シ
ョ
ン
や
ア
メ
リ
カ
･
バ
プ
テ
ス
ト
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
�
料
を
用
い
て
︑
一
八
七
〇
年
代
の
地
域
社
會
の
民

衆
と
敎
會
の
關
係
を
論
じ
て
い
る(5

)
︒
こ
の
硏
究
は
︑
敎
案
を
政
治
	
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
觀
點
で
分
析
す
る
從
來
の
硏
究
ア
プ
ロ
ー
チ
を
相
對
化

し
︑
地
域
固
+
の
枠
組
み
か
ら
分
析
す
る
と
い
う
特


を
+
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
硏
究
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
︑
市
井
に
:
ま
う
無
名
の

人
び
と
に
光
が
照
射
さ
れ
る
可
能
性
も
格
段
に
高
ま
る(6

)
︒

本
稿
で
は
︑
こ
の
硏
究
ア
プ
ロ
ー
チ
に
依
據
し
た
う
え
で
︑
徐
茂
均
と
い
う
人
物
に
着
目
す
る(7

)
︒
後
営
の
1
り
︑
徐
茂
均
は
花
縣
三
華
店
村

沙
埒
莊
と
い
う
珠
江
デ
ル
タ
の
後
背
地
に
出
生
し
た
︒
そ
し
て
︑
靑
年
2
に
出
稼
ぎ
移
民
と
し
て
出
國
し
︑
北
米
で
鐵
�
円
設
に
從
事
し
て
い

る
︒
ゆ
え
に
︑
傳
瓜
	
な
敎
育
を
�
け
た
形
跡
は
お
ろ
か
︑
諮
議
局
と
の
關
係
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
本
稿
の
考
察
を
1
じ

て
︑
一
點
目
と
二
點
目
の
課
題
に
具
體
	
な
囘
答
を
用
<
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
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本
稿
で
用
い
る
の
は
︑
一
八
九
八
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
長
老
會
が
結
成
し
た
中
國
傳
�
團
體
﹁
廣
州
�
村
傳
�
團

(C
anton
V
illages

M
ission.
以
下
︑
C
V
M
と
略
)
﹂
に
關
す
る
�
料
で
あ
る
︒
一
つ
は
ノ
ッ
ク
ス
カ
レ
ッ
ジ
附
屬
長
老
會
硏
究
セ
ン
タ
ー
に
J
藏
さ
れ
て
い
る
宣

敎
師
の
報
吿
書
や
書
鯵
︑
K
議
會

(宣
敎
師
た
ち
や
中
國
人
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
現
地
L
營
會
議
)
の
議
事
錄
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
オ
タ
ゴ
大
學

ホ
ッ
ク
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
J
藏
さ
れ
て
い
る
C
V
M
宣
敎
師
ジ
ョ
ー
ジ
･マ
ク
ニ
ュ
ー
ル

(G
eorge
H
unter
M
cN
eur)
の
日
記
で
あ
る(8

)
︒
拙

稿
で
指
摘
し
た
と
お
り
︑
C
V
M
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
い
る
在
外
中
國
人
と
本
國
の
家
族
･
親
類
の
閒
の
私
信
や
金
錢
の
S
金
事
業
を
1

じ
て
廣
州
周
邊
の
�
村
地
帶
で
傳
�
活
動
を
行
っ
て
い
た(9

)
︒
し
か
し
︑
從
來
の
硏
究
で
は
花
縣
に
つ
い
て
の
言
U
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
︒

ダ
ル
ヅ
ェ
ル
の
硏
究
で
は
︑
沙
埒
莊
の
牧
師
館
が
械
鬭
や
惡
質
な
�
の
蔓
W
に
よ
っ
て
︑
一
九
一
六
年
に
撤
去
さ
れ
た
事
實
を
営
べ
る
が
︑
花

縣
に
C
V
M
の
活
動
地
域
が
擴
大
し
た
背
景
や
活
動
實
態
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
解
&
の
餘
地
を
殘
し
て
い
る(10

)
︒
こ
れ
は
︑
ダ
ル
ヅ
ェ
ル
の

硏
究
が
中
華
民
國
2
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
︑
C
V
M
の
宣
敎
師
た
ち
と
番
禺
縣
出
身
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
の
歸
國
華
僑

(本
稿

で
は
歸
國
者
と
稱
す
)
と
の
關
係
が
4
目
を
集
め
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
︑
本
稿
の
目
	
は
︑
花
縣
三
華
店
村
周
邊
に
つ
い
て
記
錄
し
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
�
料
を
用
い
︑
�
村
地
域
に
お
い
て
非
エ
リ
ー
ト
で
あ
る

徐
茂
均
が
同
地
域
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
社
會
の
再
�
を
行
っ
た
の
か
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
︒

な
お
︑
本
稿
の
考
察
對
象
2
閒
は
︑
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
が
廣
州
に
到
着
し
た
一
九
〇
一
年
末
か
ら
一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
に
至
る
ま
で
の
十

年
閒
と
す
る
︒
時
2
を
十
年
に
區
切
っ
た
理
由
は
︑
辛
亥
革
命
勃
發
以
影
︑
�
村
地
域
の
治
安
が
極
度
に
惡
�
し
︑
狀
況
が
大
き
く
變
�
し
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
一
九
一
一
年
以
影
に
つ
い
て
は
今
後
の
檢
討
に
委
ね
た
い
︒

― 140―

554



第
一
違

花
縣
の
槪
�
と
C
V
M

第
一
�

花
縣
の
円
置
と
地
域
	
特



本
論
を
始
め
る
�
に
︑
ま
ず
花
縣
の
円
置
と
地
域
	
特


に
つ
い
て
確
Y
す
る
︒
C
V
M
の
活
動
據
點
と
な
っ
た
番
禺
縣
が
秦
代
に
成
立
し

た
行
政
區
劃
で
あ
る
の
と
は
對
照
	
に
︑
花
縣
と
い
う
行
政
區
劃
の
成
立
は
比
�
	
怨
し
い
︒
番
禺
︑
南
海
︑
從
�
︑
淸
Z
の
各
縣
に
圍
ま
れ

た
こ
の
地
域
は
︑
古
來
よ
り
﹁
花
山
﹂
と
稱
さ
れ
る
山
閒
地
域
だ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
[
黨
﹂
の
巢
窟
と
し
て
も
+
名
だ
っ
た(11

)
︒
&
�
滅
]

後
に
中
國
を
瓜
治
し
た
淸
�
も
こ
の
地
域
の
治
安
狀
況
を
憂
慮
し
︑
一
六
八
二

(康
煕
二
十
一
)
年
に
は
總
督
と
^
撫
が
大
軍
を
動
員
し
て
_

討
作
戰
を
行
っ
た
︒
こ
の
後
︑
一
六
八
六

(康
煕
二
十
五
)
年
に
南
海
縣
と
番
禺
縣
の
圖
甲
を
分
割
し
て
縣
を
設
置
し
︑
花
縣
と
命
名
し
た(12

)
︒

本
稿
で
取
り
上
げ
る
徐
茂
均
の
出
生
地
で
あ
る
三
華
店
村
は
縣
南
部
に
位
置
す
る
小
村
で
︑
徐
姓
が
居
:
す
る
單
姓
村
落
で
あ
る
︒
こ
の
村
に

は
︑
一
九
一
一

(宣
瓜
三
)
年
の
段
階
で
a
九
〇
〇
〇
人
が
居
:
し
て
い
た(13

)
︒

花
縣
お
よ
び
三
華
店
村
の
地
域
	
特


と
し
て
本
稿
で
着
目
す
べ
き
は
︑
三
點
あ
る
︒
一
點
目
は
︑
三
華
店
村
の
徐
氏
と
そ
の
西
方
に
位
置

す
る
畢
村
の
畢
氏
と
が
少
な
く
と
も
十
九
世
紀
か
ら
械
鬭
を
繰
り
b
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る(14

)
︒
三
華
店
村
出
身
の
徐
鎭
益
は
︑
畢
氏
と
徐
氏
と

の
紛
爭
に
つ
い
て
以
下
の
四
つ
の
事
例
を
擧
げ
て
い
る
︒
一
例
目
は
︑
市
場
町
で
の
畢
氏
に
よ
る
木
材
盜
難
を
め
ぐ
る
事
件
で
あ
る
︒
こ
の
時
︑

盜
難
品
を
囘
收
し
た
徐
氏
と
畢
氏
と
の
閒
に
衝
突
が
發
生
し
︑
畢
氏
側
に
死
者
が
出
て
い
る
︒
二
例
目
は
︑﹁
辛
卯
年
︹
一
八
三
一
年
も
し
く

は
一
八
九
一
年
︺﹂
に
畢
氏
が
徐
氏
の
墳
墓
が
あ
る
丘
陵
地
帶
を
占
+
し
た
事
件
で
あ
る
︒
こ
の
事
件
で
は
︑
徐
氏
側
の
紳
士
た
ち
は
畢
氏
と

爭
う
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
︑
三
華
店
村
の
一
部
が
畢
氏
に
歸
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
三
例
目
は
畢
氏
が
築
堤
に
よ
っ
て
水
路
を
變

f
し
た
事
件
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
徐
氏
は
液
路
變
f
に
多
額
の
出
費
を
g
ら
れ
た
︒
四
例
目
は
﹁
戊
戌
年
︹
一
八
三
九
年
も
し
く
は
一
八

九
八
年
︺﹂
に
畢
氏
が
用
水
路

(原
�
﹁
坡
水
﹂)
を
占
+
し
た
事
件
で
あ
る
︒
徐
氏
は
こ
れ
を
縣
衙
に
訴
え
た
が
︑
畢
氏
が
金
錢
を
用
い
て
縣
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衙
に
取
り
入
っ
た
こ
と
で
︑
用
水
路
は
畢
・
徐
兩
氏
で
共
+
す
べ
し
と
の
h
決
が
下
さ
れ
た(15

)
︒
徐
鎭
益
は
正
確
な
日
時
を
記
錄
し
て
い
な
い
が
︑

こ
れ
に
よ
っ
て
三
華
店
村
が
疲
i
し
︑
彼
自
身
が
﹁
壬
寅
年
﹂
す
な
わ
ち
一
九
〇
二
年
に
發
生
し
た
旱
魃
を
き
っ
か
け
に
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド

シ
ナ
聯
邦

(以
下
︑
佛
印
と
略
)
へ
の
出
稼
ぎ
を
決
め
た
と
い
う
記
営
か
ら
︑
畢
氏
と
徐
氏
の
紛
爭
は
一
九
世
紀
中
の
事
例
と
み
て
閒
j
い
な

い(
16
)

︒
こ
の
囘
想
を
一
方
	
に
信
じ
る
こ
と
は
出
來
な
い
が
︑
徐
氏
と
畢
氏
の
度
重
な
る
械
鬭
が
發
生
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
第
三
違

で
論
じ
る
と
お
り
︑
徐
氏
と
畢
氏
は
辛
亥
革
命
直
後
か
ら
械
鬭
を
繰
り
b
す
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
れ
は
一
九
世
紀
に
ま
で
�
る
こ
と
が
で
き
る
︒

二
點
目
は
︑
紳
士
た
ち
に
よ
る
地
域
荏
�
が
十
分
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
た
し
か
に
︑
廣
東
の
多
く
の
地
域
に
お
い
て
は
︑

科
擧
の
合
格
者
が
地
域
社
會
で
權
勢
を
振
る
い
︑
祠
堂
の
円
設
・
族
�
の
作
成
・
書
院
や
義
塾
の
整
備
を
1
じ
て
地
域
社
會
を
振
興
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
花
縣
で
は
狀
況
が
衣
な
っ
て
い
た
︒
中
華
民
國
2
に
�
纂
さ
れ
た
﹃
花
縣
志
﹄
に
よ
れ
ば
︑
淸
代
の
花
縣

に
お
け
る
擧
人
合
格
者
は
四
九
人
で
︑
そ
の
う
ち
7
士
合
格
者
は
八
人
だ
っ
た
が
︑
徐
氏
か
ら
は
擧
人
・
7
士
と
も
に
合
格
者
が
輩
出
さ
れ
て

い
な
い(

17
)

︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
順
德
縣
は
︑
乾
隆
年
閒
(一
七
三
六
～
九
五
年
)
と
同
治
年
閒
(一
八
六
二
～
七
四
年
)
だ
け
で
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
二
〇

〇
人
︑
一
三
八
人
の
擧
人
を
輩
出
し
て
い
る(18

)
︒
こ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
花
縣
は
科
擧
を
1
じ
た
社
會
	
上
昇
の
可
能
性
が
相
對
	
に
低

く
︑
徐
氏
自
體
も
傳
瓜
	
な
紳
士
を
生
み
出
す
宗
族
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
洪
秀
l
の
科
擧
�
驗
問
題
を
論
じ
た
菊
池
秀
&
の

硏
究
に
依
據
す
れ
ば
︑
科
擧
合
格
に
不
可
缺
だ
っ
た
﹁
著
名
�
人
と
の
n
友
關
係
﹂
や
﹁
+
力
な
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
が
徐
氏
に
は
缺
落
し

て
い
た
の
だ
ろ
う(19

)
︒
先
に
営
べ
た
畢
氏
と
徐
氏
の
械
鬭
に
お
い
て
︑
徐
氏
の
紳
士
た
ち
が
紛
爭
o
停
に
十
分
な
機
能
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
徐
鎭
益
の
指
摘
は
︑
決
し
て
個
人
	
な
<
見
と
は
言
い
切
れ
な
い
︒

三
點
目
は
︑
科
擧
に
よ
る
社
會
	
上
昇
が
p
め
な
い
花
縣
に
お
い
て
︑
海
外
に
出
國
し
て
財
を
な
そ
う
と
し
た
人
物
が
多
數
存
在
し
た
こ
と

で
あ
る
︒
花
縣
の
若
者
の
多
く
は
一
九
世
紀
中
葉
以
影
︑
東
南
ア
ジ
ア
や
北
米
に
出
國
し
︑
鐵
�
円
設
や
雜
貨
商
で
生
計
を
立
て
た
後
に
歸
國

し
た
︒
彼
ら
の
出
國
を
後
押
し
す
る
背
景
と
な
っ
た
の
は
︑
一
つ
は
一
八
五
〇
年
代
の
太
q
天
國
蜂
r
や
洪
兵
s
亂
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
一

八
七
〇
年
代
か
ら
一
八
八
〇
年
代
に
發
生
し
た
自
然
災
t
で
あ
っ
た(20

)
︒
本
稿
で
取
り
上
げ
る
徐
茂
均
も
︑
花
縣
に
發
生
し
た
s
亂
や
災
t
に
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よ
っ
て
海
外
に
出
國
し
た
一
人
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
花
縣
に
生
ま
れ
育
っ
た
男
性
と
し
て
は
一
般
	
な
人
生
設
計
だ
っ
た
に
j

い
な
い
︒

以
上
か
ら
︑
三
華
店
村
周
邊
に
お
い
て
一
九
世
紀
か
ら
徐
氏
と
畢
氏
の
械
鬭
が
續
發
し
て
い
た
こ
と
︑
徐
氏
は
科
擧
合
格
者
の
少
な
い
宗
族

だ
っ
た
こ
と
︑
花
縣
が
海
外
移
民
の
輩
出
地
だ
っ
た
こ
と
が
確
Y
さ
れ
る
︒

第
二
�

花
縣
へ
の
キ
リ
ス
ト
敎
傳
播

で
は
︑
こ
の
地
域
に
は
い
つ
頃
か
ら
︑
ど
の
敎
u
が
キ
リ
ス
ト
敎
傳
�
を
始
め
た
の
か
︒
管
見
の
限
り
︑
C
V
M
以
�
に
花
縣
で
の
キ
リ
ス

ト
敎
傳
�
に
着
手
し
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
︑
ベ
ル
リ
ン
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
ア
メ
リ
カ
長
老
會
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
二
敎
u
だ
け
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
こ
の

地
域
に
初
め
て
キ
リ
ス
ト
敎
が
傳
え
ら
れ
た
の
は
咸
豐
年
閒
(一
八
五
一
～
六
一
年
)
の
こ
と
で
︑
そ
の
敎
u
は
ベ
ル
リ
ン
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
だ
っ

た
︒
ベ
ル
リ
ン
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
宣
敎
師
は
一
八
五
〇
年
代
に
獅
嶺
尾
村
出
身
の
馮
水
と
い
う
人
物
が
香
v
で
洗
禮
を
�
け
た
の
を
發
端
と
し

て
︑
こ
の
地
域
の
客
家
系
:
民
を
對
象
に
傳
�
活
動
を
始
め
た
︒
し
か
し
︑﹁
光
緖
庚
子
年

(
一
九
〇
〇
年
)
﹂
に
は
︑
義
和
團
戰
爭
の
影
.
を

�
け
て
:
民
の
排
外
熱
が
高
ま
り
︑
禮
拜
堂
が
暴
徒
に
よ
る
燒
き
討
ち
に
w
っ
た(21

)
︒
こ
の
た
め
︑
同
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
る
傳
�
活
動
は
一
時
	

に
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒

續
い
て
︑
ア
メ
リ
カ
長
老
會
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
花
縣
に
や
っ
て
來
た
︒
同
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
花
縣
に
活
動
據
點
を
廣
げ
た
時
2
は
正
確
に
は
分
か

ら
な
い
が
︑
一
八
八
〇
年
代
初
頭
か
ら
一
八
九
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
番
禺
と
花
縣
の
客
家
居
:
地
域
に
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
円
設
し
て
い
る
︒

後
に
C
V
M
に
讓
渡
さ
れ
る
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
で
あ
る
福
源
水
は
︑
一
八
九
一
年
か
ら
同
ミ
ッ
シ
ョ
ン
宣
敎
師
ビ
ー
テ
ィ

(A
ndrew

B
eattie)
に
よ
っ
て
活
動
が
始
め
ら
れ
た(22

)
︒
し
か
し
︑
義
和
團
戰
爭
の
影
.
を
�
け
て
排
外
熱
が
高
ま
る
と
︑
一
九
〇
〇
年
七
}
に
は
福
源
水

の
禮
拜
堂
が
移
動
中
の
兵
士
に
よ
る
掠
奪
を
�
け
て
し
ま
う
︒
同
年
九
}
に
は
福
源
水
西
方
の
石
龍
墟
に
あ
る
禮
拜
堂
が
破
壞
さ
れ
︑
現
地
信

者
數
十
世
帶
が
掠
奪
の
被
t
を
�
け
た(23

)
︒
同
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
�
け
た
被
t
に
對
し
て
は
淸
�
政
府
か
ら
の
賠
償
金
荏
拂
い
が
決
定
し
た
︒
し
か
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し
︑
算
定
さ
れ
た
被
t
額
五
萬
二
〇
〇
〇
ド
ル
は
~
多
で
あ
る
と
い
う
役
人
側
か
ら
の
申
し
立
て
を
�
け
て
︑
そ
の
う
ち
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト

の
金
額
が
賠
償
額
に
な
っ
た(24

)
︒

以
上
︑
ベ
ル
リ
ン
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
ア
メ
リ
カ
長
老
會
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
キ
リ
ス
ト
敎
傳
�
の
經
雲
を
確
Y
す
る
限
り
︑
一
九
〇
〇
年
に
發
生

し
た
義
和
團
戰
爭
の
影
.
が
同
地
域
に
影
を
落
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
�
�
で
営
べ
る
と
お
り
︑
C
V
M
は
ア
メ
リ
カ
長
老
會
ミ
ッ

シ
ョ
ン
か
ら
傳
�
地
域
を
讓
渡
さ
れ
て
︑
番
禺
・
花
縣
で
傳
�
活
動
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
C
V
M
が
活
動
を
行
う
直
�
の
狀
況
か
ら

言
え
ば
︑
C
V
M
に
は
こ
の
地
域
の
復
興
を
託
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
~
言
で
は
な
い
狀
況
だ
っ
た
︒

第
三
�

C
V
M
の
傳
�
活
動
の
槪
說

義
和
團
戰
爭
に
よ
っ
て
傳
�
活
動
が
一
時
	
に
停
滯
し
た
直
後
に
︑
C
V
M
の
中
國
傳
�
が
始
ま
っ
た
︒
C
V
M
は
一
八
九
八
年
︑
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
長
老
會
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
敎
海
外
傳
�
の
た
め
の
組
織
で
あ
る(25

)
︒
こ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
旣
存
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
大

き
く
衣
な
っ
て
い
た
點
は
︑
在
外
中
國
人
と
本
國
と
の
閒
に
形
成
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
C
V
M
の
創
設
者

で
あ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ド
ン

(A
lexander
D
on)
牧
師
は
︑
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
國
內
の
內
陸
地
域
に
:
む
中
國
人
の
歸
國
や
中
國
と
の

私
信
・
金
錢
の
S
金
に
着
目
し
た
︒
ド
ン
は
私
信
と
金
錢
の
�
け
渡
し
を
代
行
す
る
こ
と
で
︑
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
國
內
に
お
け
る
中
國
人
へ

の
傳
�
と
︑
中
國
の
移
民
母
村
に
お
け
る
傳
�
を
お
こ
な
う
こ
と
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
と
き
︑
中
國
傳
�
の
任
務
を
任
さ
れ
た
の
が
︑

マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
で
あ
る
︒
彼
は
一
九
〇
一
年
十
}
三
十
一
日
に
按
手
禮
を
�
け
た
後
︑
一
九
〇
一
年
一
二
}
に
廣
州
に
到
着
し
︑
同
年
末
か
ら

番
禺
北
部
で
傳
�
活
動
を
始
め
た(26

)
︒

C
V
M
に
よ
る
傳
�
活
動
の
轉
機
は
︑
一
九
〇
三
年
九
}
に
訪
れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
ア
メ
リ
カ
長
老
會
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
番
禺
北
部
と
花
縣
に

お
け
る
傳
�
地
域
の
讓
渡
を
決
定
し
た
の
で
あ
る(27

)
︒
こ
の
時
︑
ア
メ
リ
カ
長
老
會
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
引
き
繼
い
だ
の
は
︑
番
禺
縣
北
部
の
慕
德

里
司
に
あ
る
人
和
︑
花
縣
の
福
源
水
と
龍
u
墟
に
あ
る
三
箇
J
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た(28

)
︒
か
く
し
て
︑
�
一
九
〇
四
年
一
}
よ
り
︑
C
V
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M
は
番
禺
縣
北
部
と
花
縣
で
の
傳
�
活
動
に
着
手
し
た
︒

ア
メ
リ
カ
長
老
會
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
讓
渡
さ
れ
た
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
據
點
に
福
�
傳
�
を
行
う
傍
ら
︑
C
V
M
宣
敎
師
た
ち
は
高
塘
に
お
け

る
禮
拜
堂
と
病
院
の
開
設
を
計
劃
し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
一
九
〇
四
年
か
ら
土
地
の
+
力
者
た
ち
と
土
地
�
入
を
め
ぐ
る
n
涉
が
行
わ
れ
た
︒

こ
の
と
き
︑
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
歸
國
し
︑
キ
リ
ス
ト
敎
會
に
友
好
	
な
歸
國
者
に
助
言
を
仰
ぎ
つ
つ
︑
土
地
n
涉
を
開
始
し
た
︒
し
か

し
︑
彼
ら
の
荏
�
を
も
っ
て
し
て
も
︑
現
地
の
地
方
官

(̂

檢
司
)
や
高
塘
を
荏
�
す
る
紳
士
集
團

(十
八
社
)
か
ら
理
解
を
得
る
の
は
難
し

か
っ
た
︒
病
院
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
一
九
〇
七
年
に
は
現
地
の
仲
介
者
の
名
義
で
土
地
を
�
入
す
る
が
︑
契
a
書
の
內
容
に
つ
い
て
十
八
社
が

衣
議
を
唱
え
た
た
め
居
:
が
先
W
ば
し
に
さ
れ
た
︒
結
局
︑
高
塘
で
の
病
院
の
円
設
は
一
九
〇
九
年
五
}
に
な
っ
て
よ
う
や
く
n
涉
が
ま
と

ま
っ
た(

29
)

︒

ア
メ
リ
カ
長
老
會
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
の
傳
�
地
域
の
讓
渡
以
影
︑
C
V
M
の
人
員
も
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
�
�
u
�
さ
れ
た
︒
一
九
〇

三
年
一
一
}
に
は
二
人
目
の
宣
敎
師
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
ー
ソ
ン

(W
illiam
M
aw
son)
と
そ
の
妻
︑
U
び
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
婚
a
者
マ
ギ
ー
・

シ
ン
ク
レ
ア

(M
aggie
Sinclair)
が
香
v
に
到
着
し
た
︒
こ
の
後
︑
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
と
モ
ー
ソ
ン
が
C
V
M
の
中
心
と
な
っ
て
︑
傳
�
活
動
と

信
者
へ
の
敎
育
活
動
が
行
わ
れ
る
︒
男
性
の
宣
敎
師
と
同
時
に
︑
女
性
も
傳
�
の
一
�
を
擔
う
人
員
と
し
て
2
待
さ
れ
て
い
た
︒
敎
育
活
動
に

從
事
す
る
人
員
と
し
て
醫
療
宣
敎
師
の
ジ
ョ
セ
フ
・
イ
ン
グ
ス

(Joseph
Ings)
と
そ
の
妻
︑
さ
ら
に
ジ
ェ
ー
ン
・
モ
ー
ソ
ン

(Jane

M
aw
son)
女
�
と
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

(M
argaret
T
.A
nderson)
女
�
が
u
�
さ
れ
一
九
〇
五
年
十
二
}
に
廣
州
に
到
着
し

た
︒
し
か
し
︑
イ
ン
グ
ス
は
高
塘
で
の
病
院
L
營
に
關
與
す
る
�
に
東
莞
縣
滯
在
中
に
重
篤
な
赤
痢
に
か
か
り
︑
一
九
〇
六
年
八
}
に
�
死
し

て
し
ま
う(30

)
︒
そ
の
た
め
︑
彼
の
敎
え
子
の
ジ
ョ
ン
・
カ
ー
ク

(John
K
irk)
が
怨
た
に
u
�
さ
れ
︑
一
九
〇
七
年
十
}
に
廣
州
に
到
着
し
た
︒

一
九
〇
九
年
に
は
宣
敎
師
ハ
ー
バ
ー
ト
・
デ
ー
ビ
ー
ス

(H
erbert
D
avies)
︑
ア
ニ
ー
・
マ
ク
エ
ワ
ン

(A
nnie
M
cE
w
an)
女
�
︑
醫
療
宣
敎

師
エ
ド
ワ
ー
ド
・
カ
ー
ク

(E
dw
ard
K
irk)
が
u
�
さ
れ
た
︒
以
上
の
と
お
り
︑
一
九
〇
四
年
に
本
格
	
な
傳
�
活
動
が
始
ま
っ
て
以
來
︑

C
V
M
の
ス
タ
ッ
フ
は
年
を
�
う
ご
と
に
增
員
さ
れ
て
い
っ
た
︒
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な
お
︑
拜
上
�
會
を
結
成
し
た
洪
秀

l
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
花
縣
は
客

家
の
居
:
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒

そ
の
た
め
︑
後
に
C
V
M
の
活
動
據
點

と
な
る
三
華
店
村
も
客
家
の
居
:
地
域

だ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
︒

こ
れ
に
關
し
て
︑
モ
ー
ソ
ン
は
客
家
語

と
廣
東
語
の
相
j
を
営
べ
た
上
で
︑

﹁
花
縣
で
は
︑
そ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
︹
ベ

ル
リ
ン
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
︺
が
そ
れ
ら
の

人
び
と
︹
客
家
︺
を
對
象
に
活
動
し
︑

私
た
ち
は
本
地
の
人
び
と
を
對
象
に
活

動
し
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る(31

)
︒
つ
ま
り
︑

C
V
M
の
活
動
對
象
は
花
縣
に
居
:
す

る
本
地
人
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ

れ
に
加
え
て
︑
三
華
店
村
や
徐
茂
均
と

客
家
を
關
聯
づ
け
た
中
國
語
�
料
や

ミ
ッ
シ
ョ
ン
�
料
は
確
Y
で
き
な
か
っ

た
︒
こ
の
た
め
︑
C
V
M
の
宣
敎
師
た
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ち
は
三
華
店
村
が
客
家
地
域
で
あ
る
と
の
Y
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
本
稿
執
筆
時
點
で
は
h
斷
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒

第
二
違

番
禺
・
花
縣
の
�
代
�
の
推
移

第
一
�

徐
茂
均
の
來
歷

徐
茂
均
に
つ
い
て
の
體
系
	
な
記
営
は
﹃
怨
華
鎭
志
﹄
と
﹃
花
縣
華
僑
志
﹄
に
見
ら
れ
る
︒
兩
�
獻
の
記
営
を
基
礎
と
し
て
︑
中
國
語
で
公

刊
さ
れ
て
い
る
各
種
�
料
で
補
足
す
る
と
︑
徐
の
經
歷
を
�
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

徐
茂
均
は
︑
一
八
六
〇
年
に
三
華
店
村
沙
埒
莊
に
生
ま
れ
た
︒
家
は
貧
し
く
幼
く
し
て
兩
親
を
]
く
し
た
た
め
︑
彼
は
生
計
を
立
て
る
た
め

に
海
外
渡
航
を
試
み
た
︒
二
〇
歲
の
こ
ろ
に
︑
カ
ナ
ダ
に
渡
航
し
て
鐵
�
�
設
工
事
に
携
わ
る
か
た
わ
ら
︑
現
地
で
技
�
(原
�
：
修
理
工
"
)

を
學
ん
で
︑
a
二
〇
年
閒
を
海
外
で
~
ご
し
た
︒
し
か
し
︑
徐
は
中
國
の
 
體
�
に
心
を
痛
め
て
歸
國
を
決
<
し
た(32

)
︒
彼
が
中
國
に
歸
國
し
た

正
確
な
日
時
は
不
&
だ
が
︑
日
淸
戰
爭
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
閒
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒

歸
國
後
︑
彼
が
�
村
で
取
り
組
ん
だ
活
動
の
一
つ
と
し
て
﹁
華
僑
義
塚
﹂
の
整
備
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
�
違
で
指
摘
し
た
と
お
り
︑
花
縣
は
海

外
移
民
を
輩
出
し
た
地
域
と
し
て
の
一
面
が
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
徐
茂
均
は
三
華
店
村
內
の
蛤
乸
窩
に
﹁
華
僑
義
塚
﹂
を
整
備
し
︑
出
國
先

か
ら
L
ば
れ
て
き
た
引
き
取
り
手
の
な
い
¡
骨
を
埋
葬
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
た(33

)
︒
中
國
人
の
¡
骨
は
︑
香
v
の
東
華
醫
院
を
經
由
し
て
︑
廣

東
省
各
地
の
善
堂
や
民
閒
の
醫
療
機
關
に
引
き
取
ら
れ
︑
故
�
の
埋
葬
地
へ
と
S
ら
れ
る
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
て
い
た
︒
そ
の
際
︑

身
元
不
&
や
親
族
に
引
き
取
り
手
が
い
な
い
¡
骨
は
︑
東
華
醫
院
が
設
置
し
た
墓
J
(
義
莊
)
に
安
置
さ
れ
る
手
は
ず
に
な
っ
て
い
た(34

)
︒
徐
茂

均
の
場
合
は
そ
う
し
た
¡
骨
を
も
引
き
取
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
ミ
ッ
シ
ョ
ン
�
料
で
は
こ
う
し
た
側
面
は
ほ
と
ん
ど
觸
れ
ら
れ

な
い
︒

も
う
一
つ
の
活
動
は
︑
�
代
敎
育
の
�
U
で
あ
る
︒
彼
は
早
く
か
ら
辮
髮
を
切
り
落
と
し
︑
纏
足
の
禁
止
を
說
い
て
ま
わ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
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日
怨
男
子
校
︑
}
怨
女
子
校
と
い
う
二
つ
の
學
校
を
開
設
し
た(35

)
︒
日
怨
男
子
校
は
一
九
〇
九
年
に
﹁
ド
イ
ツ
の
宣
敎
師
毛
順
理
︹
C
V
M
の
宣

敎
師
モ
ー
ソ
ン
と
考
え
ら
れ
る
︺﹂
と
と
も
に
円
て
ら
れ
た
︒
同
校
で
は
白
話
�
︑
そ
ろ
ば
ん
︑
英
語
な
ど
の
敎
育
が
施
さ
れ
る
と
同
時
に
︑

孫
�
が
唱
え
た
革
命
思
想
の
宣
傳
が
行
わ
れ
た
と
い
う
︒
男
子
學
生
が
入
學
す
る
際
は
︑
辮
髮
を
切
り
落
と
さ
ね
ば
な
ら
ず
︑
女
子
學
生
が
入

學
す
る
際
に
は
︑
頭
髮
を
耳
元
で
切
り
そ
ろ
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た(36

)
︒

こ
う
し
た
敎
育
活
動
に
携
わ
る
一
方
で
︑
淸
末
の
革
命
黨
の
武
裝
蜂
r
に
參
與
し
て
い
た
事
實
も
確
Y
で
き
る
︒
一
九
〇
九
年
に
中
國
同
¢

會
會
員
の
徐
維
揚
が
同
會
の
分
會
で
あ
る
﹁
番
花
同
¢
分
會
﹂
を
組
織
す
る
と
︑
徐
茂
均
も
こ
れ
に
加
わ
っ
た
︒
一
九
一
一
年
四
}
に
兩
廣
總

督
を
標
	
と
し
た
黃
花
崗
r
義
で
徐
は
先
鋒
¤
の
一
員
と
な
り
︑
徐
維
揚
と
と
も
に
廣
州
城
の
兩
廣
總
督
の
衙
門
を
襲
擊
す
る
︒
し
か
し
︑
武

裝
蜂
r
は
失
敗
し
︑
徐
は
窮
地
を
脫
し
て
三
華
店
村
に
§
げ
歸
っ
た(37

)
︒

徐
茂
均
は
そ
の
後
︑
華
僑
の
¨
本
を
集
め
て
大
安
公
司
を
創
設
し
た
り
︑
怨
街
の
列
車
驛
附
�
に
怨
民
埠
を
円
設
し
た
り
と
︑
地
域
社
會
の

經
濟
振
興
に
努
め
た
︒
一
九
一
四
年
に
は
︑
廣
花
公
路
の
円
設
に
着
手
す
る
も
の
の
︑
廣
東
都
督
龍
濟
光
に
對
す
る
討
伐
作
戰
に
參
加
し
て
失

敗
し
た
こ
と
が
原
因
と
な
り
︑
佛
印
へ
の
§
]
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た(38

)
︒

徐
茂
均
が
い
つ
ご
ろ
中
國
に
戾
っ
た
か
は
&
ら
か
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
一
九
二
一
年
ご
ろ
に
は
中
國
國
內
に
戾
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
彼
は
こ
の
と
き
�
里
に
お
い
て
公
益
怨
村
の
円
設
に
着
手
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
�
年
の
一
九
二
二
年
二
}
に
は
︑
花
縣
共
產

農
團
の
設
立
を
宣
言
し
た
︒
そ
し
て
︑
公
益
怨
村
に
あ
る
土
地
を
公
田
・
私
田
を
問
わ
ず
l
て
公
+
に
歸
し
︑
l
村
民
を
共
產
農
團
の
成
立
大

會
に
參
加
さ
せ
た
︒
こ
の
大
會
の
の
ち
︑
徐
茂
均
は
彼
が
J
+
す
る
l
て
の
土
地
を
提
供
し
て
︑﹁
公
共
農
場
﹂
を
經
營
し
た
︒
ま
た
︑
同
村

に
あ
っ
た
﹁
同
德
會

(キ
リ
ス
ト
敎
會
の
基
金
會
)
﹂
の
も
つ
十
數
畝
の
ラ
イ
チ
園
の
土
地
を
﹁
公
益
工
場
﹂
に
し
た(

39
)

︒

國
共
合
作
が
成
立
す
る
と
︑
徐
は
一
九
二
五
年
に
公
益
村
と
そ
の
周
邊
に
農
民
協
會
を
成
立
さ
せ
︑
自
衞
軍
を
�
成
し
た
︒
し
か
し
︑
一
九

二
七
年
の
四
・
一
二
ク
ー
デ
タ
に
よ
り
︑
勞
働
L
動
荏
持
者
に
對
す
る
取
閲
が
强
�
さ
れ
る
と
︑
一
九
二
八
年
二
}
に
國
民
黨
の
搜
索
を
�
け

る
︒
徐
は
香
v
を
經
由
し
て
佛
印
へ
と
§
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
︑
中
國
に
戾
り
︑
一
九
三
〇
年
に
廣
州
で
病
死
し
た(40

)
︒
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以
上
を
整
理
す
る
と
︑
ま
ず
一
つ
目
に
︑
彼
は
淸
末
に
中
國
に
戾
り
︑
華
僑
義
塚
の
整
備
と
敎
育
活
動
の
振
興
に
着
手
し
た
こ
と
︑
二
點
目

に
︑
そ
の
一
方
で
革
命
L
動
や
龍
濟
光
討
伐
作
戰
な
ど
に
加
わ
っ
た
こ
と
︑
三
點
目
に
︑
共
產
0
義
思
想
に
傾
倒
し
︑
花
縣
共
產
農
團
を
成
立

さ
せ
た
こ
と
が
確
Y
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
從
來
の
中
國
語
で
公
刊
さ
れ
た
彼
や
花
縣
に
對
す
る
記
営
に
は
キ
リ
ス
ト
敎
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
關
す
る

若
干
の
記
載
が
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
大
部
分
が
�
料
に
依
據
し
た
¬
報
と
は
言
え
な
い
︒
同
時
に
︑
諮
議
局
と
の
關
聯
性
も
見
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
︒

C
V
M
宣
敎
師
の
記
錄
に
徐
茂
均
が
現
れ
る
の
は
︑
一
九
〇
四
年
二
}
二
一
日
の
午
後
で
あ
る
︒
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
日
記
は
�
の
事
實
を
書

き
留
め
て
い
る
︒
ま
ず
︑
徐
茂
均
は
數
年
�
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
歸
國
し
た
﹁
洋
裝
を
ま
と
っ
た
花
縣
の
人
物
﹂
で
あ
り
︑﹁
ま
だ
洗
禮
を

�
け
て
お
ら
ず
︑
決
ま
っ
た
目
	
を
持
た
ず
に
暮
ら
し
て
い
る
人
物
の
よ
う
で
あ
る
﹂︒
そ
し
て
︑
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
に
對
し
て
禮
拜
堂
を
故
�

に
つ
く
っ
て
欲
し
い
︑
と
依
賴
し
た

(F
eb.21,1904.
(41
))

︒
し
か
し
︑
こ
の
時
C
V
M
の
傳
�
活
動
は
緖
に
就
い
た
ば
か
り
だ
っ
た
た
め
︑
こ
の

依
賴
に
應
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た(42

)
︒
�
に
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
日
記
に
彼
が
現
れ
る
の
は
︑
第
三
違
で
詳
営
す
る
と
お
り
一
九
〇
六
年
四
}
の
こ

と
で
あ
る
︒
そ
の
閒
︑
彼
が
ど
の
よ
う
な
社
會
の
變
�
に
お
か
れ
て
︑
ど
の
よ
う
な
行
動
を
取
っ
て
い
た
か
︑
宣
敎
師
た
ち
は
見
聞
と
い
う
か

た
ち
で
し
か
記
錄
を
殘
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
光
緖
怨
政
に
と
も
な
っ
て
こ
の
地
域
に
も
訪
れ
た
﹁
�
代
�
﹂
の
足
�
に
耳
を
澄
ま
せ
ば
︑

徐
茂
均
の
置
か
れ
た
狀
況
を
あ
る
"
度
µ
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
重
�
で
あ
ろ
う
︒

第
二
�

徐
茂
均
に
よ
る
敎
育
機
關
円
設
と
そ
の
背
景

こ
の
地
域
の
﹁
�
代
�
﹂
の
足
�
は
︑
敎
育
機
關
の
設
置
と
し
て
ま
ず
訪
れ
る
︒
徐
茂
均
に
よ
る
敎
育
機
關
設
置
に
つ
い
て
時
系
列
で
整
理

す
る
と
︑
�
の
よ
う
に
な
る
︒
ま
ず
︑
徐
が
海
外
か
ら
歸
國
し
た
の
ち
︑
一
九
〇
三
年
に
沙
埒
莊
に
男
女
共
學
の
學
校
を
開
い
た
︒
當
初
は
二

〇
人
の
學
生
が
入
學
し
た
も
の
の
︑
周
邊
の
�
村
地
域
か
ら
L
營
¨
金
を
募
ろ
う
と
し
て
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
と
い
う(43

)
︒
�
に
︑
一
九
〇
四

年
ご
ろ
に
ア
メ
リ
カ
長
老
會
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
洗
禮
を
�
け
る
と
︑
西
關

(省
城
外
西
部
の
繁
華
街
)
に
私
立
の
學
校
を
開
き
︑
學
生
た
ち
に
英
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語
を
敎
え
て
い
た(44

)
︒
そ
し
て
︑
一
年
ほ
ど
廣
州
で
敎
育
活
動
に
携
わ
っ
た
の
ち
︑
一
九
〇
五
年
に
彼
は
三
華
店
村
に
戾
る(45

)
︒
こ
れ
を
機
に
一
九

〇
三
年
か
ら
開
設
し
て
い
る
學
校
の
L
營
を
本
格
�
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
︒
一
九
〇
五
年
の
開
校
當
初
に
は
多
く
の
學
生
が
入
學
を
希
p
し
た
が
︑

徐
の
敎
育
內
容
が
あ
ま
り
に
も
﹁
7
步
	
advanced
﹂
だ
っ
た
た
め
︑
子
弟
の
兩
親
か
ら
の
反
撥
を
招
き
︑
在
學
生
は
大
幅
に
減
少
し
て
し

ま
っ
た
︒
し
か
し
︑
彼
は
挫
折
す
る
こ
と
な
く
殘
っ
た
學
生
と
自
分
の
娘
た
ち
に
向
け
て
¸
業
を
行
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑﹁
行
わ
れ
た
活
動
は

自
信
が
呼
び
r
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑
二
年
目
に
は
學
生
の
�
增
を
み
た
﹂︒
徐
茂
均
が
保
護
者
に
提
示
し
た
入
學
條
件
は
︑
キ
リ

ス
ト
敎
徒
に
な
る
こ
と
と
辮
髮
を
切
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
︑
一
九
〇
六
年
に
は
入
學
生
が
增
加
に
轉
じ
た
と
い
う(46

)
︒

こ
の
と
き
︑
4
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
な
ぜ
一
九
〇
五
年
に
一
時
減
少
し
た
學
生
が
︑
一
九
〇
六
年
に
增
加
し
た
の
か
︑
と
い
う

疑
問
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
一
九
〇
五
年
に
科
擧
が
廢
止
さ
れ
た
こ
と
は
︑
そ
の
	
た
る
理
由
の
よ
う
に
思
え
る
︒
し
か
し
︑
當
時
の
狀
況
を
考

え
れ
ば
︑
短
2
閒
で
入
學
希
p
者
が
減
少
か
ら
增
加
に
轉
じ
た
�
因
を
二
つ
の
側
面
か
ら
說
&
で
き
る
︒

一
つ
目
は
︑
反
米
ボ
イ
コ
ッ
ト
L
動
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
敎
界
の
言
動
で
あ
る
︒
一
八
八
二
年
に
ア
メ
リ
カ
で
施
行
さ
れ
た
排
華
法
案
の
W

長
が
一
九
〇
四
年
に
決
定
さ
れ
る
と
︑
一
九
〇
五
年
五
}
か
ら
數
箇
}
閒
に
わ
た
っ
て
中
國
各
都
市
の
商
人
團
體
を
中
心
に
ア
メ
リ
カ
製
品
の

ボ
イ
コ
ッ
ト
L
動
が
展
開
さ
れ
た(47

)
︒
ボ
イ
コ
ッ
ト
L
動
の
<
義
に
つ
い
て
︑
吉
澤
¹
一
郞
は
淸
末
に
お
い
て
﹁
移
民
問
題
に
よ
っ
て
愛
國
の
觀

念
が
廣
く
液
1
さ
せ
ら
れ
た
﹂
こ
と
と
︑
怨
聞
に
よ
る
¬
報
發
信
や
商
會
同
士
の
¬
報
n
奄
に
よ
っ
て
本
籍
地
を
越
え
た
愛
國
0
義
が
形
成
さ

れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(48

)
︒

た
だ
し
︑
ボ
イ
コ
ッ
ト
L
動
の
中
で
宣
敎
師
や
中
國
人
信
者
が
果
た
し
た
役
割
も
大
き
か
っ
た
︒
廣
州
に
お
い
て
も
︑
キ
リ
ス
ト
敎
會
と
反

米
ボ
イ
コ
ッ
ト
L
動
の
關
係
は
怨
聞
記
事
に
多
數
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
城
內
の
キ
リ
ス
ト
敎
會
の
學
校
で
行
わ
れ
た
定
2
演
說
會
で
︑

中
國
人
學
生
が
ア
メ
リ
カ
の
華
工
入
國
禁
止
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
︑
宣
敎
師
を
批
h
し
た
り(49

)
︑
中
國
人
の
牧
師
や
宣
敎
師
た
ち
が
會
議
を

開
き
︑
排
華
法
案
を
撤
囘
す
る
よ
う
に
求
め
た
¼
願
書
を
作
成
し
た
上
で
½
淸
公
¾
と
½
米
公
¾
に
提
出
し
た
り
と
い
っ
た
動
き
が
︑
�
一
揭

載
さ
れ
て
い
た(50

)
︒
こ
れ
は
ラ
イ
ア
ン
・
ダ
ン
チ
が
取
り
�
っ
た
福
円
省
福
州
の
事
例
で
も
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る(51

)
︒
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中
國
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
敎
界
の
對
應
に
つ
い
て
︑﹃
廣
東
日
報
﹄
に
は
�
の
よ
う
な
投
書
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
ア
メ

リ
カ
の
政
治
家
と
﹁
宗
敎
家
﹂
に
は
區
別
が
あ
る
︒
�
者
の
政
治
家
は
國
家
の
權
利
を
守
る
立
場
に
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
華
工
入
國
を
禁
じ
て

い
る
︒
し
か
し
︑
後
者
の
﹁
宗
敎
家
﹂
は
﹁
¿
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い

(
マ
ル
コ
に
よ
る
福
�
書
第
十
二
違
第
三
十
一
�
)
﹂
と
い
う
精

神
を
持
っ
て
︑
中
國
人
に
よ
る
ボ
イ
コ
ッ
ト
L
動
に
も
同
¬
を
示
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
Â
勢
に
對
し
て
私
は
Ã
敬
の
念
を
Ä
い
て
い
る
︑
と(52

)
︒

こ
の
投
書
は
︑
ボ
イ
コ
ッ
ト
L
動
に
お
け
る
社
會
一
般
の
人
び
と
の
キ
リ
ス
ト
敎
界
に
對
す
る
K
價
の
一
端
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
︒﹁
宗
敎

家

(こ
の
投
書
で
は
宣
敎
師
や
在
米
の
中
國
人
信
者
も
含
ま
れ
て
い
た
)
﹂
は
愛
國
0
義
の
點
で
K
價
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

も
う
一
つ
は
︑
官
立
學
堂
設
置
の
不
首
尾
で
あ
る
︒
一
九
〇
四
年
に
奏
定
學
堂
違
"
が
施
行
さ
れ
る
と
︑
花
縣
で
も
高
等
小
學
堂
︑
初
等
小

學
堂
の
円
設
が
試
み
ら
れ
て
い
た(53

)
︒
し
か
し
︑
同
時
代
の
花
縣
で
の
官
立
學
堂
設
置
狀
況
に
つ
い
て
は
否
定
	
な
見
解
が
多
い
︒
た
と
え
ば
︑

マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
兩
龍
墟
で
花
縣
知
縣
が
寺
4
を
壞
し
て
﹁
高
等
學
校
︹
學
堂
︺﹂
を
円
て
よ
う
と
し
た
た
め
に
︑
混
亂
が
發
生
し
た
こ
と
を

傳
え
聞
い
て
い
る

(D
ec.3,1905.)
︒
徐
茂
均
も
︑
學
堂
の
敎
員
二
人
が
兩
龍
虛
で
ご
ろ
つ
き
に
殺
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(54

)
︒
さ
ら
に
︑

花
縣
l
體
を
1
じ
て
︑
學
堂
が
縣
城
や
各
�
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
の
︑﹁
經
費
を
準
備
す
る
の
が
難
し
く
︑
開
校
し
た
り
閉
É
し
た
り
す
る
こ

と
が
甚
だ
し
か
っ
た(55

)
﹂︒
す
な
わ
ち
︑
一
九
〇
四
年
か
ら
一
九
〇
五
年
に
か
け
て
花
縣
l
體
で
學
堂
設
置
は
十
分
に
7
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︒

以
上
の
議
論
か
ら
︑
一
九
〇
六
年
に
な
っ
て
徐
茂
均
の
學
校
に
入
學
者
が
增
え
始
め
た
背
景
を
�
の
よ
う
に
說
&
で
き
る
︒
ま
ず
︑
反
米
ボ

イ
コ
ッ
ト
L
動
で
中
國
の
キ
リ
ス
ト
敎
界
が
と
っ
た
﹁
愛
國
﹂
	
言
動
へ
の
K
價
が
�
村
地
域
に
も
波
U
し
て
い
た
︒
�
に
︑
花
縣
に
お
け
る

官
立
學
堂
設
置
が
停
滯
し
て
い
た
た
め
︑
す
く
な
く
と
も
三
華
店
村
周
邊
で
は
︑
徐
茂
均
の
私
設
學
校
へ
と
關
心
が
向
け
ら
れ
た
可
能
性
を
指

摘
で
き
よ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ケ
ス
ラ
ー
が
紹
介
し
た
江
蘇
省
江
陰
の
事
例
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
︑
科
擧
廢
止
を
契
機
と
し
て
�

村
地
域
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
敎
育
機
關
へ
の
入
學
希
p
者
が
增
加
し
た
こ
と
は
事
實
で
あ
ろ
う(56

)
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
に
加
え
て
︑
花
縣
で
は
學
堂
設

置
に
も
問
題
も
あ
っ
た
た
め
に
︑
徐
茂
均
の
私
設
學
校
に
人
び
と
の
4
<
が
向
け
ら
れ
た
と
說
&
す
る
方
が
よ
り
正
確
だ
ろ
う
︒
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第
三
�

番
禺
・
花
縣
に
お
け
る
鐵
�
円
設

敎
育
機
關
の
�
U
と
竝
行
し
て
︑
こ
の
地
域
の
﹁
�
代
�
﹂
を
象


す
る
の
は
︑
番
禺
北
部
と
花
縣
を
1
~
し
て
湖
北
省
ま
で
1
じ
る
粤
漢

鐵
路
の
円
設
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
列
强
に
よ
る
中
國
分
割
が
7
む
一
八
九
八
年
に
︑
ア
メ
リ
カ
の
合
興
公
司
が
粤
漢
鐵
路
円
設
の
た
め
の
借
款
權
を
手
に
し
た
︒
そ
し

て
︑
同
公
司
が
鐵
�
を
円
設
し
︑
借
款
b
濟
後
に
中
國
自
身
が
鐵
�
を
管
理
す
る
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
一
九
〇
〇
年
の
粤
漢

鐵
路
借
款
續
a
で
は
︑
四
千
萬
ド
ル
の
貸
し
附
け
が
Y
め
ら
れ
た
︒
し
か
し
︑
續
a
閲
結
後
に
合
興
公
司
は
持
ち
株
の
三
分
の
二
を
ベ
ル
ギ
ー

の
東
方
萬
國
公
司
に
讓
渡
し
︑
一
九
〇
四
年
に
東
方
萬
國
公
司
の
手
に
よ
っ
て
粤
漢
鐵
路
の
荏
線
三
水
鐵
路
が
円
設
さ
れ
た
︒
こ
こ
で
︑
ア
メ

リ
カ
側
の
取
り
決
め
j
反
を
め
ぐ
り
︑
湖
北
︑
湖
南
︑
廣
東
の
三
省
の
紳
士
・
商
人
た
ち
が
粤
漢
鐵
路
の
利
權
囘
收
の
聲
を
上
げ
た
︒
結
局
︑

ア
メ
リ
カ
合
興
公
司
は
一
九
〇
五
年
八
}
に
續
a
を
破
棄
し
︑
一
九
〇
六
年
四
}
に
廣
東
粤
漢
鐵
路
+
限
總
公
司
が
發
足
し
た(57

)
︒
そ
の
後
︑
一

九
〇
七
年
か
ら
同
總
公
司
に
よ
っ
て
�
設
工
事
が
再
開
さ
れ
︑
同
年
七
}
に
は
高
塘
附
�
の
江
村
に
︑
�
一
九
〇
八
年
二
}
に
は
花
縣
の
怨
街

村
︑
同
年
三
}
に
は
三
華
店
村
と
大
逕
橋
︑
同
年
五
}
に
は
軍
田
ま
で
鐵
�
が
開
1
し
た
︒
そ
し
て
︑
同
年
九
}
に
は
淸
Z
縣
の
銀
盞
坳
ま
で

開
1
し
た(58

)
︒

し
か
し
︑
鐵
�
円
設
は
廣
州
府
北
部
の
�
民
た
ち
の
反
撥
を
招
い
た
こ
と
も
事
實
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
路
床
�
設
の
た
め
に
高
塘
・
人
和

に
測
量
に
や
っ
て
く
る
外
國
人
に
反
撥
し
︑
周
邊
の
�
民
は
渡
Ë
の
操
業
を
停
止
し
て
い
る(59

)
︒
ま
た
︑
高
塘
附
�
の
�
村
に
あ
る
橋
梁
の
撤
去

や
河
川
埋
め
立
て
に
反
撥
し
︑
�
民
は
聯
日
大
Ì
を
竝
べ
て
︑
も
し
工
事
が
繼
續
さ
れ
れ
ば
發
Ì
す
る
と
威
嚇
し
た
り
し
て
い
た
︒
後
者
で
は

番
禺
縣
令
が
現
地
に
赴
い
て
再
度
の
實
地
o
査
を
行
う
事
態
に
ま
で
至
っ
て
い
た(60

)
︒
Í
湖
の
茶
館
で
休
憩
を
取
っ
て
い
る
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
と

モ
ー
ソ
ン
が
﹁
鐵
�
の
惡
Î
﹂
で
は
な
い
か
と
詰
め
寄
ら
れ
る
場
面
も
あ
っ
た(61

)
︒
二
人
は
鐵
�
工
事
に
や
っ
て
來
た
外
國
人
技
師
に
閒
j
わ
れ

て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
C
V
M
の
活
動
地
域
と
な
っ
て
い
た
高
塘
に
も
鐵
�
が
�
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
︑
排
外
熱
は
宣
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敎
師
た
ち
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
だ
っ
た
︒

番
禺
縣
の
�
民
た
ち
の
不
滿
に
混
じ
っ
て
︑
三
華
店
村
の
�
紳
た
ち
の
樣
子
が
怨
聞
に
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
花
縣
出
身
の

附
生
徐
炬
熒
た
ち
は
粤
漢
鐵
路
の
線
路
�
設
工
事
の
變
f
で
被
t
を
被
っ
て
い
る
旨
を
︑
兩
廣
總
督
岑
春
煊
に
報
吿
し
た
と
い
う
︒
こ
れ
に
對

し
て
岑
は
︑
�
民
が
田
盧
・
墳
墓
・
出
入
り
�
に
不
都
合
が
あ
る
と
い
う
の
は
事
實
か
ど
う
か
實
地
o
査
に
基
づ
い
て
工
事
を
す
る
と
い
う

﹁
¼
願

(原
�
：
輿
¬
)
﹂
に
從
う
か
ど
う
か
︑
關
係
部
門
が
花
縣
お
よ
び
外
國
人
技
�
者
と
と
も
に
精
査
し
て
か
ら
︑
h
斷
を
下
す
べ
き
だ
と

し
た(

62
)

︒﹁
¼
願
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
分
か
る
1
り
︑
岑
は
鐵
�
�
設
に
對
し
て
不
滿
を
も
つ
�
求
に
敏
感
に
對
應
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
︒

た
だ
し
︑
傳
瓜
	
な
紳
士
た
ち
の
反
對
<
見
と
は
衣
な
る
<
見
も
存
在
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
番
禺
縣
︑
花
縣
︑
淸
Z
縣
に
お
い
て
利
權
囘
收

L
動
を
荏
持
す
る
聲
が
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る(63

)
︒
徐
茂
均
自
身
も
鐵
�
利
權
の
囘
收
に
贊
同
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
一
人
だ
っ
た

だ
ろ
う
︒
後
年
の
C
V
M
の
記
錄
に
よ
れ
ば
︑
一
九
〇
八
年
に
徐
茂
均
が
﹁
鐵
�
円
設
﹂
の
た
め
に
長
2
閒
沙
埒
莊
を
不
在
に
し
て
い
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る(64

)
︒
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
花
縣
に
粤
漢
鐵
路
が
開
1
し
た
年
に
あ
た
る
︒
第
一
�
で
觸
れ
た
1
り
︑
徐
は
カ
ナ
ダ
で
鐵
�
の
円
設

員
と
し
て
長
年
働
い
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
~
去
の
經
驗
を
活
か
し
鐵
�
円
設
を
指
揮
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
︑
花
縣
知
縣
と
徐
茂
均
の
閒
に
n
わ
さ
れ
た
や
り
と
り
で
あ
る
︒
知
縣
が
︑
徐
が
鐵
�
�
設
の
業
者
と
土
地
J
+
者

と
の
閒
の
紛
爭
o
停
に
つ
い
て
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
觸
れ
る
と
︑
徐
は
︑
こ
の
鐵
�
問
題
を
端
緖
と
し
て
彼
の
�
村
に
お
い
て
﹁
公
共
	

な
精
神
public
spirit﹂
と
﹁
よ
り
良
い
自
治

better
self-governm
ent﹂
を
創
出
す
る
た
め
の
樣
々
な
計
劃
を
話
し
た(65

)
︒
徐
は
鐵
�
�
設

を
1
じ
て
生
じ
た
地
域
の
爭
い
を
仲
介
し
な
が
ら
︑
地
方
官
に
も
一
目
置
か
れ
る
存
在
と
し
て
頭
角
を
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
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第
三
違

徐
茂
均
に
よ
る
地
域
社
會
の
再
�
と
C
V
M

第
一
�

治
安
惡
�
と
淸
�

�
違
で
営
べ
た
よ
う
に
︑
徐
茂
均
は
愛
國
0
義
の
波
U
や
官
立
學
堂
の
未
整
備
を
�
い
風
と
し
て
敎
育
機
關
L
營
を
軌
�
に
乘
せ
る
一
方
︑

鐵
�
円
設
に
參
與
す
る
~
"
で
地
域
社
會
に
お
け
る
存
在
感
を
高
め
て
い
っ
た
︒
ダ
ン
チ
の
硏
究
で
は
︑
反
米
ボ
イ
コ
ッ
ト
L
動
を
契
機
と
し

て
中
國
人
信
者
の
エ
リ
ー
ト
層
が
ア
ヘ
ン
取
閲
を
標
榜
す
る
拒
詠
會
を
創
設
し
︑
社
會
改
革
に
積
極
	
に
參
與
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(66

)
︒
�

村
で
の
敎
育
活
動
が
順
o
に
推
移
す
れ
ば
︑
徐
茂
均
の
營
爲
も
福
州
の
事
例
に
聯
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
花
縣
に
訪
れ
た
�
代
�

の
足
�
は
︑
治
安
惡
�
に
よ
っ
て
そ
の
步
み
を
一
時
止
め
て
し
ま
う
︒

そ
こ
に
は
廣
西
省
の
狀
況
が
深
く
關
わ
っ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
︑
一
九
〇
二
年
頃
か
ら
廣
西
省
で
は
活
潑
�
し
た
游
勇

(
除
¤
兵
士
)
や
會

黨
に
よ
る
s
亂
が
深
刻
�
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
一
九
〇
四
年
六
}
に
は
招
撫
を
�
け
た
游
勇
の
陸
亞
發
が
武
裝
蜂
r
を
行
い
︑
柳
州
城
を
數

日
閒
占
領
し
て
し
ま
っ
た
︒
陸
亞
發
ら
は
�
¿
の
山
閒
部
に
立
て
こ
も
っ
て
政
府
軍
と
戰
火
を
n
え
る
が
︑
一
九
〇
四
年
十
二
}
に
鎭
壓
さ
れ

た(
67
)

︒
s
亂
鎭
壓
を
指
揮
し
た
兩
廣
總
督
の
岑
春
煊
は
︑
一
九
〇
五
年
十
}
に
︑
�
廷
に
對
し
て
廣
西
省
で
の
s
亂
鎭
壓
作
戰
が
Ó
了
し
た
こ
と

を
報
吿
し
て
い
る(68

)
︒
し
か
し
︑
こ
の
s
亂
鎭
壓
の
た
め
に
數
多
く
の
政
府
軍
が
廣
西
省
に
u
�
さ
れ
た
こ
と
で
︑
留
守
に
な
っ
た
廣
東
の
�
村

地
域
に
お
け
る
治
安
が
著
し
く
惡
�
し
て
い
た(69

)
︒
他
方
︑
淸
�
中
央
も
廣
東
に
お
け
る
治
安
惡
�
を
憂
慮
し
︑
岑
春
煊
と
廣
東
^
撫
の
張
人
駿

に
對
し
て
廣
西
省
で
の
軍
務
Ó
了
後
︑
卽
座
に
廣
東
省
內
で
淸
�
を
行
う
よ
う
に
催
促
し
て
い
る
樣
子
が
見
�
け
ら
れ
る(70

)
︒

廣
東
地
域
の
治
安
を
安
定
さ
せ
る
た
め
︑
岑
春
煊
は
一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
〇
六
年
に
か
け
て
淸
�
に
着
手
し
た
︒
彼
は
廣
東
各
屬
の
勇
營

を
再
�
し
︑
東
︑
西
︑
南
︑
北
︑
中
の
五
つ
の
地
域
で
匪
[
や
祕
密
結
社
の
_
討
作
戰
を
行
っ
た
︒
こ
の
と
き
﹁
中
路
﹂
に
分
類
さ
れ
た
廣
州

府
周
邊
に
お
い
て
︑
政
府
軍
は
治
安
が
惡
�
し
た
地
域
で
︑
a
二
九
〇
〇
名
を
拘
束
し
た
︒
こ
の
人
數
は
﹁
西
路
﹂
に
分
類
さ
れ
た
%
慶
︑
陽
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江
︑
羅
定
︑
高
州
︑
廉
州
︑
欽
州
一
帶
で
拘
束
さ
れ
た
a
五
四
五
〇
人
に
�
ぐ
多
さ
だ
っ
た(71

)
︒

｢中
路
﹂
淸
�
の
樣
子
に
つ
い
て
︑
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
�
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒
�
村
で
の
傳
�
活
動
中
︑
三
合
會
が
各
地
の
�
村
を
襲

擊
す
る
�
が
液
れ
た
︒
し
か
し
︑
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
に
政
府
軍
が
や
っ
て
來
て
淸
�
を
行
っ
た
︒
そ
し
て
﹁
こ
の
地
域
は
私
が
×
來
し
て
い
た

︹
こ
れ
ま
で
の
︺
五
年
閒
よ
り
安
心
で
き
る
狀
況
だ
と
信
じ
て
い
る
﹂
と
す
る(72

)
︒
淸
�
は
そ
の
後
も
繼
續
し
て
行
わ
れ
︑
高
塘
や
花
縣
で
數
多

く
の
匪
[
が
處
𠛬
さ
れ
た
と
い
う(73

)
︒

實
は
︑
徐
茂
均
と
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
二
年
ぶ
り
の
再
會
は
︑
こ
の
淸
�
と
時
を
同
じ
く
し
て
い
た
︒
一
囘
目
は
︑
四
}
で
あ
っ
た
︒
徐
が
廣

州
府
對
岸
に
あ
る
花
地
で
行
わ
れ
た
禮
拜
に
現
れ
て
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
に
挨
拶
を
す
る
と
︑
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
二
年
�
に
會
っ
た
徐
の
こ
と
を
思

い
出
し
た

(A
pr.12,1906.)
︒
二
囘
目
は
︑
五
}
で
あ
る
︒
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
ら
が
龍
u
の
禮
拜
堂
で
說
敎
を
行
っ
て
い
る
と
︑
徐
は
一
四
人
の

敎
え
子
を
聯
れ
て
や
っ
て
來
た

(M
ay
31,1906.
(74
))

︒
そ
し
て
︑
三
囘
目
は
六
}
で
あ
る
︒
こ
の
日
︑
徐
茂
均
は
廣
州
を
訪
問
し
︑
マ
ク
ニ
ュ
ー

ル
に
面
會
を
求
め
た
︒
彼
は
︑
村
に
ペ
ス
ト
が
蔓
W
し
︑
學
校
が
一
時
	
に
閉
校
に
�
い
Ú
ま
れ
た
こ
と
を
報
吿
し
た
︒
さ
ら
に
彼
は
︑

P
aak
P
o̓
F
a̓i
(不
&
︒
花
縣
に
あ
る
�
村
か
)
で
三
合
會
と
政
府
軍
と
の
戰
鬭
が
繰
り
廣
げ
ら
れ
︑
兵
士
側
に
四
〇
人
の
犧
牲
者
が
出
た
こ
と

や
︑
兩
龍
で
L
營
し
て
い
た
怨
式
學
堂
の
敎
師
二
人
も
三
合
會
の
犧
牲
と
な
っ
た
こ
と
を
吿
げ
た

(Jun.15,1906.
(75
))

︒
こ
の
戰
鬭
と
は
︑
淸
Z

縣
か
ら
や
っ
て
き
た
一
〇
〇
〇
人
の
祕
密
結
社
メ
ン
バ
ー
が
兩
龍
墟
と
龍
潭
墟
で
掠
奪
を
行
い
︑
政
府
軍
に
鎭
壓
さ
れ
た
事
件
と
思
わ
れ
る(76

)
︒

徐
茂
均
は
︑
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
に
對
し
て
花
縣
で
行
わ
れ
た
淸
�
の
樣
子
を
傳
え
た
の
だ
ろ
う
︒

｢淸
�
と
は
召
集
さ
れ
た
軍
¤
の
盜
匪
に
對
す
る
一
種
の
戰
爭
﹂
だ
っ
た
と
い
う
何
�
q
の
指
摘
は
正
し
い(77

)
︒
し
か
し
︑
淸
�
の
た
め
召
集

さ
れ
た
軍
¤
が
無
實
の
民
衆
を
聯
行
し
た
り
︑
掠
奪
を
行
っ
た
り
す
る
狼
藉
へ
の
懸
念
が
地
域
社
會
に
共
+
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
實
で
あ
る(78

)
︒

庶
民
の
視
點
に
立
て
ば
︑
匪
[
の
猖
獗
で
あ
れ
政
府
軍
の
淸
�
で
あ
れ
︑
日
常
生
活
を
脅
か
す
存
在
で
あ
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
か
っ
た
︒
沙

埒
莊
も
こ
う
し
た
被
t
に
w
い
︑
一
時
	
な
學
校
閉
É
に
�
い
Ú
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
や
モ
ー
ソ
ン
が
︑
政
府
軍
に
よ
る
淸
�

を
樂
觀
	
に
Y
識
し
て
い
た
の
に
對
し
︑
徐
茂
均
ら
は
淸
�
に
よ
る
地
域
の
荒
廢
を
悲
觀
	
に
Y
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
�
い
打
ち
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を
か
け
た
の
が
ペ
ス
ト
の
蔓
W
だ
っ
た(79

)
︒

こ
の
後
數
箇
}
し
て
︑
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
た
ち
が
初
め
て
沙
埒
莊
を
訪
問
す
る
︒
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
日
記
と
日
刊
紙
の
記
営
か
ら
は
︑
C
V
M

と
徐
茂
均
の
接
點
は
疫
病
の
蔓
W
︑
祕
密
結
社
の
猖
獗
︑
そ
し
て
淸
�
に
よ
る
地
域
社
會
の
荒
廢
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
Y
さ
れ
る
︒
官

の
對
策
は
か
え
っ
て
治
安
を
惡
�
さ
せ
る
�
素
を
含
み
︑
大
き
な
限
界
を
は
ら
ん
で
い
た
︒
そ
こ
に
改
め
て
登
場
し
︑
地
域
の
再
�
に
關
わ
ろ

う
と
し
た
の
が
徐
茂
均
で
あ
っ
た
︒

第
二
�

徐
茂
均
と
C
V
M
の
﹁
協
力
﹂

マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
夫
妻
は
一
九
〇
七
年
五
}
に
休
暇
の
た
め
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
歸
國
す
る
︒
こ
の
閒
︑
徐
茂
均
は
︑
一
九
〇
七
年
四
}

に
花
縣
橫
潭
墟
で
C
V
M
の
禮
拜
堂
円
設
の
た
め
に
土
地
と
店
舖
を
�
入
し
た
り(80

)
︑
一
九
〇
八
年
中
旬
に
モ
ー
ソ
ン
の
傳
�
活
動
に
協
力
し
た

り
し
て
い
た
樣
子
が
見
ら
れ
る(81

)
︒
こ
の
よ
う
に
C
V
M
は
徐
茂
均
と
密
接
な
關
係
を
(
築
し
て
い
く
な
か
で
︑
一
九
〇
八
年
初
頭
か
ら
三
華
店

村
に
お
け
る
學
校
円
設
を
7
め
て
い
た
︒

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
1
り
︑
徐
茂
均
は
一
九
〇
三
年
に
沙
埒
莊
に
男
女
共
學
の
學
校
を
L
營
し
︑
自
身
が
校
長
と
し
て
學
生
・
兒
越
に
敎
育

を
施
し
て
き
た
︒
そ
し
て
さ
ら
に
︑
中
等
敎
育
の
た
め
に
學
生
・
兒
越
を
省
城
ま
で
1
學
さ
せ
る
必
�
が
な
い
よ
う
に
︑
男
子
校
と
女
子
校
の

円
設
を
計
劃
し
て
い
た
︒
當
初
︑
徐
は
円
設
に
か
か
る
費
用
一
五
〇
〇
ド
ル
の
l
額
ß
擔
を
豫
定
し
て
い
た
が
︑
¨
金
が
不
足
し
て
し
ま
っ
た(82

)
︒

そ
の
た
め
︑
C
V
M
か
ら
の
經
濟
	
な
荏
�
を
モ
ー
ソ
ン
ら
に
求
め
た(83

)
︒
そ
れ
は
︑
C
V
M
が
學
校
の
円
設
費
用
を
à
額
ß
擔
す
る
の
で
あ
れ

ば
︑
宣
敎
師
の
:
宅
用
地
�
入
を
手
傳
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た(84

)
︒

C
V
M
の
宣
敎
師
た
ち
が
三
華
店
村
と
沙
埒
莊
に
お
け
る
傳
�
活
動
の
端
緖
を
探
ろ
う
と
し
て
話
し
合
い
を
す
す
め
て
い
る
さ
な
か
︑
徐
茂

均
は
學
校
の
円
設
作
業
を
7
め
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
現
地
宣
敎
師
た
ち
の
强
い
�
p
を
う
け
︑
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
長
老
會
海
外
傳
�
委
員
會

は
︑
一
九
〇
九
年
春
に
沙
埒
莊
の
學
校
円
設
に
對
し
て
七
五
〇
ド
ル
の
¨
金
據
出
を
決
定
し
た(85

)
︒
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以
上
の
經
雲
を
經
て
︑
一
九
〇
九
年
三
}
に
三
華
店
村
に
日
怨
男
子
校
が
開
校
し
た
︒
同
校
に
は
一
九
〇
九
年
度
に
五
〇
人
が
︑
一
九
一
〇

年
度
に
四
五
人
が
在
籍
し
て
い
た(86

)
︒
敎
育
機
關
の
整
備
に
と
も
な
い
一
九
一
〇
年
か
ら
は
モ
ー
ソ
ン
夫
妻
が
三
華
店
村
に
常
½
し
て
傳
�
活
動

を
行
う
こ
と
に
な
る
と
︑
徐
茂
均
は
宣
敎
師
や
女
性
ス
タ
ッ
フ
の
:
宅
用
地
の
提
供
を
申
し
出
て
い
る(87

)
︒
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
2
に
︑
女
性
敎
育

を
目
	
と
し
て
︑
三
華
店
村
に
á
女
敎
育
施
設

(}
怨
女
子
校
)
が
開
設
さ
れ
た(88

)
︒

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
硏
究
者
レ
ベ
ッ
カ
・
ウ
ィ
ア
ー
は
︑
辛
亥
革
命
後
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
�
料
を
用
い
て
﹁
一
九
〇
三
年
︹
正
し
く
は
一
九

〇
九
年
︺
に
C
V
M
が
花
縣
沙
埒
莊
で
初
め
て
學
校
を
つ
く
っ
た
﹂
こ
と
は
︑
現
地
信
者
と
C
V
M
の
﹁
共
同
事
業
︹
joint
undertaking
︺﹂

で
あ
っ
た
と
す
る(89

)
︒
こ
の
指
摘
は
極
め
て
示
唆
	
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
同
時
代
の
�
料
に
お
い
て
︑
モ
ー
ソ
ン
も
﹁
現
在
︑
彼
が
我
々
の
協

力
︹
co-operation
︺
を
求
め
て
い
る
の
は
︑
こ
の
︹
男
女
共
學
の
︺
學
校
の
效
ã
性
を
發
展
︑
增
加
さ
せ
る
た
め
な
の
で
す
﹂
と
傳
�
委
員

會
に
說
&
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
奄
言
す
れ
ば
︑
C
V
M
の
三
華
店
村
で
の
傳
�
活
動
は
︑
現
地
信
者
と
の
﹁
協
力
﹂
と
い
う
形
式
で
學
校

L
營
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る(90

)
︒

だ
が
︑
徐
が
Ä
い
た
(
想
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
︒
彼
は
︑
三
華
店
村
で
の
病
院
の
円
設
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑

か
つ
て
徐
茂
均
が
醫
學
を
勉
强
し
︑
當
時
蔓
W
し
て
い
た
ペ
ス
ト
な
ど
疫
病
に
對
處
し
よ
う
と
し
た
た
め
だ
ろ
う

(F
eb.21,1904.
(91
))

︒
徐
茂
均

は
︑
高
塘
の
病
院
を
L
營
し
て
い
た
カ
ー
ク
に
對
し
て
︑
病
院
を
円
設
し
て
く
れ
る
の
で
あ
れ
ば
C
V
M
に
對
し
て
土
地
を
提
供
す
る
と
持
ち

か
け
て
い
る(92

)
︒
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
に
對
し
て
も
︑
も
し
C
V
M
が
沙
埒
莊
に
病
院
を
つ
く
る
の
で
あ
れ
ば
︑
一
〇
〇
〇
ド
ル
を
荏
拂
う
と
申
し
出

て
い
た

(D
ec.24,1909.
(93
))

︒
し
か
し
︑
沙
埒
莊
に
お
け
る
病
院
円
設
計
劃
は
實
現
し
な
か
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
高
塘
で
の
病
院
經
營
に
重
き
を

置
い
て
お
り
︑
沙
埒
莊
で
の
病
院
の
開
設
に
は
見
1
し
が
つ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
C
V
M
側
の
<
見
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る(94

)
︒
こ
の
た
め
︑

徐
茂
均
は
こ
の
計
劃
を
保
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た

(O
ct.1,1910.
(95
))

︒

本
�
で
論
じ
た
と
お
り
︑
C
V
M
に
協
力
を
求
め
て
學
校
を
開
設
し
た
點
と
︑
宣
敎
師
た
ち
に
醫
療
機
關
円
設
を
働
き
か
け
た
と
い
う
點
か

ら
は
︑
徐
が
宣
敎
師
た
ち
に
n
奄
條
件
を
提
示
し
な
が
ら
︑
地
域
社
會
の
再
�
を
行
お
う
と
し
て
い
た
事
實
が
µ
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
い
わ
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ば
︑
C
V
M
の
傳
�
活
動
と
﹁
協
力
﹂
關
係
を
維
持
し
な
が
ら
︑
徐
は
地
域
の
再
�
に
着
手
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

第
三
�

地
域
社
會
と
の
軋
轢

C
V
M
と
徐
茂
均
の
﹁
協
力
﹂
關
係
の
も
と
で
キ
リ
ス
ト
敎
系
の
敎
育
機
關
が
三
華
店
村
に
創
設
さ
れ
る
と
︑
三
華
店
村
と
そ
の
周
邊
に
お

け
る
キ
リ
ス
ト
敎
の
存
在
感
は
確
實
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
︒

そ
れ
を
如
實
に
示
す
の
が
︑
沙
埒
莊
に
お
け
る
洗
禮
希
p
者
數
で
あ
る
︒
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
夫
妻
が
一
九
〇
八
年
末
に
休
暇
を
Ó
え
て
廣
州
に

戾
り
︑
一
九
〇
九
年
初
頭
か
ら
�
村
で
の
傳
�
を
再
開
す
る
と
︑
徐
茂
均
は
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
に
對
し
て
洗
禮
希
p
者
に
試
驗
を
課
す
よ
う
に
�

求
し
た
︒
そ
し
て
︑
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
沙
埒
莊
で
短
2
閒
の
う
ち
に
三
十
五
人
に
試
驗
を
課
し
た
︒
こ
れ
は
︑
C
V
M
の
傳
�
活
動
始
ま
っ
て

以
來
︑
	
多
の
洗
禮
希
p
者
數
で
あ
っ
た

(Jun.20,1909.
(96
))

︒
同
年
中
︑
人
和
で
の
洗
禮
希
p
者
數
が
合
計
六
人
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑

沙
埒
莊
に
お
け
る
洗
禮
希
p
者
數
の
多
さ
は
突
出
し
て
い
る

(Sep.19
&
D
ec.19,1909)
︒
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
徐
の
性
�
な
�
¼
に
對
し
て
︑

﹁﹁
�
が
ば
囘
れ
﹂
が
こ
こ
で
は
當
て
は
ま
る
と
說
&
し
た
﹂
ほ
ど
で
あ
る

(Jun.14,1909.
(97
))

︒
も
ち
ろ
ん
︑
l
員
が
洗
禮
を
�
け
た
わ
け
で
は

な
い
が
︑
三
華
店
村
と
そ
の
周
邊
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
敎
會
に
押
し
寄
せ
る
民
衆
は
&
ら
か
に
增
え
て
い
た
︒

そ
の
一
方
で
︑
キ
リ
ス
ト
敎
の
存
在
感
が
增
す
こ
と
に
よ
っ
て
民
敎
對
立
も
先
銳
�
し
て
い
た
︒
徐
は
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
を
聯
れ
て
三
華
店
村

の
�
く
に
あ
る

F
u
L
eng
村
に
行
く
と
︑
三
合
會
へ
の
加
入
を
强
�
さ
れ
て
い
る
中
國
人
信
者
數
人
を
紹
介
し
た
︒
信
者
數
人
は
︑
收
穫
物

を
盜
ま
れ
た
り
果
樹
を
切
り
倒
さ
れ
た
り
と
い
っ
た
被
t
を
�
け
て
い
た
︒
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
︑﹁
外
國
人
の
干
涉
は
l
く
も
っ
て
賢
&
で
は

な
い
と
說
&
﹂
し
︑
三
合
會
と
信
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
介
入
を
敬
Z
し
て
い
た

(O
ct.2,1909.
(98
))

︒
し
か
し
︑
兩
者
の
對
立
が
收
束
す
る
氣

�
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
︒
�
年
に
は
男
性
信
者
T
s̓
ui
L
au
の
家
屋
が
三
合
會
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
破
壞
さ
れ
︑
顏
面
を
毆
打
さ
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
︒
&
ら
か
に
︑
事
態
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
た
︒
こ
の
と
き
︑
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
﹁
&
ら
か
に

A
h
L
au
︹
T
s̓
ui
L
au
︺
に
一

部
の
非
が
あ
っ
た
﹂
と
し
て
兩
者
の
對
立
に
愼
重
な
Â
勢
を
見
せ
て
い
る

(M
ar.26,1910.
(99
))

︒
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T
s̓
ui
L
au
は
お
そ
ら
く
徐
茂
均
の
同
族
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
の
對
立
が
解
決
し
た
か
ど
う
か
記
錄
は
殘
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の

一
件
に
關
し
て
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
が
徐
に
對
し
て
縣
衙
に
被
t
を
屆
け
出
る
よ
う
に
と
吿
げ
て
い
る
こ
と
か
ら(100

)
︑
宣
敎
師
で
あ
る
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル

が
民
敎
對
立
か
ら
ë
離
を
取
る
一
方
で
︑
地
域
の
+
力
信
者
で
あ
る
徐
茂
均
が
民
敎
閒
の
對
立
を
解
ì
し
よ
う
と
し
て
い
た
樣
子
が
う
か
が
え

る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
事
件
は
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
が
Y
知
す
る
限
り
︑
三
華
店
村
附
�
で
初
め
て
發
生
し
た
民
敎
の
對
立
で
あ
っ
た
︒
奄
言

す
れ
ば
︑
民
敎
對
立
は
C
V
M
の
花
縣
傳
�
を
契
機
と
し
て
引
き
r
こ
さ
れ
た
も
の
と
も
推
測
さ
れ
る
︒

そ
し
て
︑
洗
禮
希
p
者
の
增
加
と
民
敎
對
立
の
發
生
を
經
て
︑
三
華
店
村
お
よ
び
沙
埒
莊
と
そ
の
他
の
地
域
社
會
と
の
閒
で
軋
轢
が
發
生
し

た
︒
そ
の
發
端
と
な
っ
た
の
は
︑
C
V
M
と
徐
茂
均
が
﹁
協
力
﹂
關
係
の
も
と
で
創
設
し
た
學
校
で
あ
る
︒
モ
ー
ソ
ン
の
報
吿
に
よ
れ
ば
︑
一

九
一
〇
年
度
に
四
五
人
在
籍
し
て
い
た
日
怨
男
子
校
の
生
徒
數
は
︑
一
九
一
一
年
に
な
る
と
二
八
人
に
ま
で
減
少
し
た
と
い
う
︒
彼
は
︑
こ
の

原
因
を
沙
埒
莊
か
ら
﹁
一
マ
イ
ル
ほ
ど
離
れ
た
場
J
﹂
に
學
校
が
二
箇
J
つ
く
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と
分
析
す
る
︒
そ
し
て
︑﹁
徐
茂
均
の
キ

リ
ス
ト
敎
敎
育
が
あ
ま
り
に
活
潑
だ
っ
た
た
め
︑
彼
ら
︹
衣
敎
徒
の
兩
親
た
ち
︺
は
︑
子
弟
は
古
い
や
り
方
で
敎
育
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
觀

點
か
ら
︑
警
戒
し
て
す
ぐ
に
二
つ
の
儒
敎
の
學
校
を
開
い
た
﹂
と
描
寫
し
て
い
る(101

)
︒

こ
こ
で
4
目
す
べ
き
は
︑
辛
亥
革
命
直
後
の
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
一
六
年
の
五
年
閒
で
︑
三
華
店
村
は
三
囘
の
械
鬭
を
經
驗
し
た
︑
と
い

う
事
實
で
あ
る
︒
一
件
目
は
一
九
一
二
年
三
}
の
徐
氏
と
﹁
敵
對
す
る
宗
族
︹
原
�
：
the
opposing
clan
︺﹂
と
の
閒
の
械
鬭
で(102

)
︑
二
件
目

は
一
九
一
三
年
秋
の
徐
氏
と
畢
氏
の
水
利
權
を
め
ぐ
る
械
鬭
で
あ
っ
た(103

)
︒
三
件
目
は
一
九
一
六
年
に
黃
氏
と
畢
氏
の
械
鬭
に
徐
氏
が
介
入
し
︑

畢
氏
の
円
物
に
燒
き
討
ち
を
行
っ
た(104

)
︒
モ
ー
ソ
ン
は
﹁
一
マ
イ
ル
ほ
ど
離
れ
た
場
J
﹂
や
﹁
敵
對
す
る
宗
族
﹂
に
つ
い
て
具
體
	
な
言
U
を
ð

け
て
い
る
が
︑
第
一
違
で
言
U
し
た
徐
氏
と
畢
氏
の
確
執
と
辛
亥
革
命
直
後
の
械
鬭
の
推
移
を
考
え
れ
ば
︑
モ
ー
ソ
ン
は
徐
茂
均
ら
の
行
動
に

不
信
感
を
募
ら
せ
る
畢
氏
の
存
在
を
察
知
し
て
い
た
と
言
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
C
V
M
と
徐
茂
均
の
﹁
協
力
﹂
關
係
は
︑
畢
氏
と
の
軋
轢
を
深

め
る
一
因
と
な
っ
た
と
も
指
摘
で
き
る
︒

義
和
團
戰
爭
以
影
︑
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
は
自
國
の
宣
敎
師
が
地
域
の
官
府
に
赴
い
て
訴
訟
に
關
與
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
布
吿
を
出
し
た(105

)
︒
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こ
れ
は
宣
敎
師
の
庇
護
を
求
め
て
民
衆
た
ち
が
入
信
し
︑
キ
リ
ス
ト
敎
會
が
地
域
社
會
の
對
立
に
卷
き
Ú
ま
れ
る
の
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
で

あ
っ
た
︒
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
も
民
敎
の
紛
爭
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
徐
茂
均
の
よ
う
な
+
力
信
者
を
仲
介
し
て
對
立
を
囘
ð
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
地
域
で
周
邊
�
村
と
の
對
立
を
顯
在
�
さ
せ
る
一
因
と
な
っ
た
の
は
︑
徐
茂
均
が
歸
國
以
來
︑
心
血
を
4
い
で
L
營
に

つ
と
め
た
學
校
の
存
在
で
あ
っ
た
︒

お

わ

り

に

本
稿
で
の
考
察
を
1
じ
て
以
下
四
點
が
&
ら
か
に
な
っ
た
︒

一
點
目
に
︑
花
縣
南
部
に
位
置
す
る
三
華
店
村
は
︑
十
九
世
紀
以
來
の
¿
村
畢
氏
と
の
械
鬭
︑
紳
士
に
よ
る
地
域
秩
序
形
成
の
ò
 
さ
︑
そ

し
て
出
稼
ぎ
移
民
の
輩
出
地
域
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
本
稿
の
0
人
公
で
あ
る
徐
茂
均
が
海
外
へ
と
渡
航
し
た

の
も
こ
う
し
た
地
域
	
性
格
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

二
點
目
に
︑
三
華
店
村
に
押
し
寄
せ
た
二
〇
世
紀
初
頭
の
�
代
�
の
波
を
背
景
に
︑
徐
茂
均
が
地
域
社
會
で
頭
角
を
現
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

一
つ
は
︑
沙
埒
莊
に
お
け
る
敎
育
機
關
の
円
設
で
あ
る
︒
反
米
ボ
イ
コ
ッ
ト
L
動
を
1
じ
た
キ
リ
ス
ト
敎
會
へ
の
K
價
と
︑
花
縣
に
お
け
る
官

立
學
堂
の
整
備
不
順
か
ら
︑
彼
が
L
營
す
る
キ
リ
ス
ト
敎
0
義
の
敎
育
機
關
は
人
び
と
の
4
目
を
集
め
た
︒
も
う
一
つ
は
︑
粤
漢
鐵
路
の
円
設

作
業
で
あ
る
︒
三
華
店
村
附
�
に
鐵
�
が
1
じ
︑
円
設
作
業
に
從
事
す
る
こ
と
で
︑
徐
は
經
濟
	
に
地
位
を
高
め
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

三
點
目
に
︑
治
安
惡
�
︑
そ
れ
に
ó
う
政
府
軍
に
よ
る
淸
�
︑
そ
し
て
疫
病
の
蔓
W
の
た
め
に
︑
徐
茂
均
が
C
V
M
と
接
點
を
も
っ
た
こ
と

で
あ
る
︒
三
華
店
村
の
被
t
狀
況
は
�
料
か
ら
は
&
ら
か
で
は
な
い
が
︑
す
く
な
く
と
も
治
安
の
惡
�
に
よ
っ
て
徐
茂
均
の
取
り
組
み
が
停
滯

し
た
の
は
確
か
で
あ
る(106

)
︒
そ
の
た
め
︑
徐
は
C
V
M
の
人
	
・
經
濟
	
﹁
協
力
﹂
を
取
り
附
け
︑
相
繼
い
で
日
怨
男
子
校
と
}
怨
女
子
校
を
創

円
し
︑
地
域
の
再
�
を
加
õ
�
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
︒

以
上
二
點
目
と
三
點
目
に
關
し
て
言
え
ば
︑
淸
末
の
諮
議
局
設
置
や
地
方
自
治
�
入
と
同
時
2
に
︑
非
エ
リ
ー
ト
層
に
よ
る
地
域
の
再
�
が
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行
わ
れ
て
い
た
事
實
が
確
Y
さ
れ
る
︒
旣
存
の
廣
東
地
域
の
エ
リ
ー
ト
硏
究
と
比
�
し
た
場
合
︑
共
1
點
は
︑
鐵
�
利
權
囘
收
へ
の
關
わ
り
を

1
じ
て
︑
徐
茂
均
が
都
市
部
の
エ
リ
ー
ト
と
問
題
<
識
を
共
+
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る(107

)
︒
一
方
︑
相
j
點
と
し
て
は
︑
傳
瓜
	
な
廣
東
紳
士
の

グ
ル
ー
プ
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
︑
キ
リ
ス
ト
敎
を
背
景
と
し
て
地
域
の
再
�
を
行
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
︑
彼
の
取
り
組
み
が
三
華
店
村
周

邊
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒

そ
し
て
四
點
目
に
︑
三
華
店
村
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
敎
會
を
背
景
に
行
わ
れ
た
�
代
�
が
︑
�
¿
の
�
村
と
の
軋
轢
を
生
み
出
し
た
こ
と
で

あ
る
︒
義
和
團
戰
爭
以
影
︑
英
米
の
領
事
館
が
宣
敎
師
の
訴
訟
關
與
を
禁
止
し
た
こ
と
を
背
景
に
現
地
の
+
力
信
者
が
對
立
の
仲
介
を
行
っ
た
︒

し
か
し
︑
三
華
店
村
の
事
例
で
は
︑
C
V
M
と
徐
茂
均
に
よ
る
敎
育
機
關
の
設
置
を
背
景
と
し
て
︑
地
域
社
會
內
部
の
對
立
が
惹
r
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
︒

こ
の
點
に
關
し
て
言
え
ば
︑
徐
氏
と
畢
氏
の
對
立
(
圖
は
︑
海
陸
豐
を
事
例
と
し
た
蒲
豐
彥
の
硏
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹁
械
鬭
	
(
÷
﹂

に
類
似
し
た
性
格
を
持
つ
と
い
え
る(108

)
︒
奄
言
す
れ
ば
︑
徐
茂
均
に
よ
る
C
V
M
と
の
﹁
協
力
﹂
關
係
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
た
地
域
社
會
に
お
け

る
緊
張
關
係
は
︑
十
九
世
紀
以
來
の
畢
氏
と
徐
氏
の
﹁
械
鬭
	
(
÷
﹂
に
合
液
し
︑
辛
亥
革
命
以
影
に
地
域
社
會
の
荒
廢
を
招
く
一
因
に
な
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
︒

今
後
の
硏
究
で
は
︑
辛
亥
革
命
以
影
に
三
華
店
村
と
畢
氏
の
閒
で
發
生
し
た
械
鬭
と
キ
リ
ス
ト
敎
の
關
係
︑
お
よ
び
徐
茂
均
に
よ
る
共
產
農

團
創
設
に
つ
い
て
&
ら
か
に
す
る
豫
定
で
あ
る
︒

�(1
)

田
中
比
呂
志
﹁
地
域
社
會
の
(
÷
と
變
動
﹂
飯
島
涉
・
久
保
亨
・

村
田
雄
二
郞
�
﹃
シ
リ
ー
ズ
二
〇
世
紀
中
國
�
﹄
第
二
卷
︑
東
京
大

學
出
版
會
︑
二
〇
〇
九
年
︑
四
二−

四
五
頁
︒

(2
)

同
上
書
︑
四
八
頁
︒

(3
)

宮
內
%
﹁
廣
東
地
方
自
治
硏
究
社
と
淸
末
廣
東
地
方
自
治
﹂
﹃
現

代
中
國
硏
究
﹄
第
一
九
號
︑
二
〇
〇
五
年
三
}
︑
五
九
頁
︒

(4
)

同
﹁
淸
末
廣
東
︑
地
域
エ
リ
ー
ト
の
人
	
關
係
：
廣
東
地
方
自
治

硏
究
社
順
德
縣
出
身
社
員
を
例
に
﹂﹃
海
v
都
市
硏
究
﹄
第
二
卷
︑
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二
〇
〇
七
年
三
}
︑
九
七−

九
九
頁
︒

(5
)

蒲
豐
彥
﹁
宣
敎
師
︑
中
國
人
信
者
と
淸
末
華
南
�
村
社
會
﹂﹃
東

洋
�
硏
究
﹄
第
六
二
卷
第
三
號
︑
二
〇
〇
三
年
十
二
}
︑
三
四−

六

二
頁
︒

(6
)

｢宣
敎
師
の
見
た
�
代
中
國
社
會
﹂﹃
歷
�
と
地
理
﹄
六
七
四
號
︑

二
〇
一
四
年
五
}
︑
三
三−

三
六
頁
︒

(7
)

本
稿
執
筆
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
宮
內
%
氏
か
ら
う
け
た
敎

示
で
あ
る
︒
謹
ん
で
謝
辭
を
営
べ
た
い
︒

(8
)

ホ
ッ
ク
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
日
記
の
J
藏

狀
況
は
�
の
1
り
で
あ
る

(括
弧
內
は
¼
求
記
號
)︒
N
ovem
ber

8,
1903
to
A
ugust
7,
1905
(M
S-1007-009/003),
A
ugust
1,

1905
to
Septem
ber
27,
1905
(M
S-1007-006/009),
Sep-

tem
ber
27,
1905
to
January
15,
1906
(M
S-1007-006/009),

January
1,
1906
to
January
4,
1910
(M
S-1007-006/010),

A
pril
1,
1910
to
D
ecem
ber
31,
1910
(M
S-1007-006/011),

January
1,1911
to
D
ecem
ber
18,1911(M
S-1007-006/012).

な
お
︑
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
一
時
歸
國
中
の
記

載
に
關
し
て
は
本
稿
で
は
考
察
の
對
象
と
し
て
い
な
い
︒

(9
)

拙
稿
﹁
淸
末
在
外
中
國
人
と
中
國
キ
リ
ス
ト
敎
布
敎
事
業
：
在

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
中
國
人
と
廣
州
�
村
布
敎
團
を
中
心
に
﹂﹃
東

洋
學
報
﹄
第
九
十
四
卷
第
三
號
︑
二
〇
一
二
年
十
二
}
︑
六
三−

九

四
頁
︒

(10
)

M
atthew
D
alzell,
“T
he
Social
M
issions
:
T
he
C
anton

V
illages
M
ission,”
N
ew
Z
ealan
d
ers
in
R
epu
blican
C
h
in
a,

1
9
1
2
-1
9
4
9
,A
uckland
:T
he
U
niversity
of
A
uckland,1995,

pp.86-88.

(11
)

花
縣
地
方
志
�
纂
委
員
會
�
﹃
花
縣
志
﹄
廣
州
：
廣
東
人
民
出
版

社
︑
一
九
九
五
年
︑
一
頁
︒

(12
)

『花
縣
志
﹄
光
緖
十
六
年
刊
︑
卷
之
一
︑
円
置
︒

(13
)

孔
昭
度
ほ
か
�
﹃
民
國
花
縣
志
﹄
上
海
：
上
海
書
店
出
版
社
︑
二

〇
〇
三
年

(一
九
二
四
年
初
版
)
︑
卷
二
︑
輿
地
志
︑
一
四
頁

(影

印
版
の
頁
數
に
よ
る
)︒
な
お
︑
本
來
で
あ
れ
ば
徐
氏
內
部
の
人
閒

關
係
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
必
�
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
稿
で
用

い
た
�
料
か
ら
は
徐
氏
內
部
の
樣
子
に
つ
い
て
う
か
が
う
こ
と
は
出

來
な
か
っ
た
︒
他
日
に
2
し
た
い
︒

(14
)

畢
氏
の
存
在
に
は
︑
C
V
M
の
宣
敎
師
た
ち
も
し
ば
し
ば
關
心
を

よ
せ
て
い
た

(J.
M
aw
son,
“C
anton
V
illages
M
ission
:
M
iss

M
aw
son
at
W
ork,”
T
h
e
O
u
tlook,July
11,1908,p.13.G
.H
.

M
cN
eur,
“C
.V
.M
.:
T
he
“D
aily
R
enew
al”
School,”
ibid.,

M
ay
22,1909,p.12.)︒
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
に
よ
れ
ば
︑
張
之
洞
が
兩

廣
總
督
時
代
に
花
縣
の
鑛
山
開
發
を
す
す
め
た
が
︑
畢
氏
の
反
撥
に

よ
っ
て
鑛
山
が
閉
É
さ
れ
た
と
い
う
︒

(15
)

徐
鎭
益
﹃
苦
心
救
國
滅
滿
淸
﹄
出
版
地
不
&
：
出
版
者
不
&
︑
一

九
三
〇
年
︑
二−

五
頁
︒

(16
)

同
上
書
︑
五−

六
頁
︒
一
九
〇
二
年
の
旱
魃
は
花
縣
地
方
志
�
纂

委
員
會
�

(�
揭
書
︑
一
八
頁
)
に
み
え
る
︒

(17
)

孔
昭
度
ほ
か
�
︑
�
揭
書
︑
卷
八
︑
%
擧
表
︑
六
六−

七
一
頁
︒

(18
)

西
川
喜
久
子
﹃
珠
江
デ
ル
タ
の
地
域
社
會
：
淸
代
を
中
心
と
し

て
﹄
西
川
喜
久
子
︑
二
〇
一
〇
年
︑
七
五−

七
六
頁
︒

(19
)

菊
池
秀
&
﹃
淸
代
中
國
南
部
の
社
會
變
容
と
太
q
天
國
﹄
&
古
書
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院
︑
二
〇
〇
八
年
︑
二
三
〇
頁
︒

(20
)

廣
東
省
花
縣
僑
務
辦
公
室
�
﹃
花
縣
華
僑
志
﹄
出
版
地
不
&
：
出

版
者
不
&
︑
一
九
九
三
年
︑
四−

九
頁
︒

(21
)

庾
熙
光
﹁
花
縣
基
督
敎
鯵
介
﹂
政
協
花
都
市
�
�
¨
料
硏
究
委
員

會
�
﹃
花
縣
�
�
﹄
第
十
四
輯
︑
花
都
：
出
版
者
不
&
︑
一
九
九
四

年
︑
八
〇−

八
一
頁
︒
な
お
︑
こ
の
地
域
に
は
淸
代
に
カ
ト
リ
ッ
ク

信
者
が
二
〇
〇
人
あ
ま
り
存
在
し
て
い
た
と
い
う
が
︑
そ
の
後
活
動

を
確
Y
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
︒

(22
)

R
eport
of
th
e
A
m
erican
P
resbyterian
M
ission
,
C
an
ton
,

C
h
in
a,
for
th
e
Y
ear
1
8
9
6
,
H
ongkong
:
T
he
C̒
hina
M
ail̓

O
ffice,1896,p.26

(23
)

R
eport
of
th
e
A
m
erican
P
resbyterian
M
ission
,
C
an
ton
,

C
h
in
a,for
th
e
Y
ear
E
n
d
in
g
O
ctober,1
9
0
1
,H
ongkong
:T
he

C̒
hina
M
ail̓
O
ffice,1901,p.15.

(24
)

Ibid.,p.16.

(25
)

Jam
es
N
g,W
in
d
ow
s
on
a
C
h
in
ese
P
ast,vol.2,D
unedin
:

O
tago
H
eritage
B
ooks,1995,p.192.

(26
)

Ibid.,p.199.

(27
)

Ibid.,p.201.

(28
)

M
cN
eur,
“R
eport
on
W
ork
of
the
C
anton
V
illages

M
ission
in
C
hina
for
Y
ear
E
nding
June
30,1904,”
F
oreign

M
issions
C
om
m
ittee
:
A
nnual
R
eports
:
C
anton
V
illages

M
ission,
1904,
1908-1910.
(A
A
7/5/3)
以
下
︑
括
弧
內
に

ノ
ッ
ク
ス
カ
レ
ッ
ジ
附
屬
長
老
會
硏
究
セ
ン
タ
ー
J
藏
�
料
の
各

フ
ァ
イ
ル
に
記
載
さ
れ
た
¼
求
番
號
を
表
記
す
る
︒

(29
)

W
.M
aw
son,“C
.V
.M
.:K
o
T
o̓ng
H
ospitalO
pened,”
T
h
e

O
u
tlook,July
24,1909,pp.11-12.

(30
)

G
.H
.M
cN
eur,“D
r.Ings̓
s
D
eath,”
T
h
e
O
u
tlook,O
ctober

6,1906,pp.9,11.

(31
)

W
illiam

M
aw
son,
W
ork
an
d
W
orkers
in
th
e
C
an
ton

V
illages,
D
unedin
:
T
he
O
tago
D
aily
T
im
es
and
W
itness

N
ew
spapers
C
om
pany,1905,p.4.

(32
)

廣
東
省
花
縣
僑
務
辦
公
室
�
︑
�
揭
書
︑
一
七
二
頁
︒

(33
)

孔
昭
度
ほ
か
�
︑
�
揭
書
︑
卷
三
︑
円
置
志
︑
二
七
頁
︒

(34
)

浩
之
﹃
越
境
す
る
身
體
の
社
會
�
：
華
僑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け

る
慈
善
と
醫
療
﹄
風
.
社
︑
二
〇
一
五
年
︑
九
四−

一
一
四
頁
︒

(35
)

花
縣
怨
華
鎭
志
�
纂
辦
公
室
�
﹃
怨
華
鎭
志
﹄
花
縣
：
花
縣
怨
華

鎭
志
�
纂
辦
公
室
︑
一
九
八
九
年
︑
三
二
八
頁
︒

(36
)

徐
頁
﹁
公
益
小
學
�
話
﹂
政
協
廣
東
花
都
市
�
�
¨
料
硏
究
委
員

會
�
﹃
花
都
�
�
¨
料
﹄
第
一
九
輯
︑
花
都
：
出
版
者
不
&
︑
一
九

九
九
年
︑
一
九
四−

一
九
五
頁
︒

(37
)

廣
東
省
花
縣
僑
務
辦
公
室
�
︑
�
揭
書
︑
一
七
三
頁
︒
徐
と
黃
花

崗
r
義
の
關
係
に
つ
い
て
は
︑
諸
�
料
を
用
い
て
整
理
す
る
必
�
が

あ
る
た
め
︑
本
稿
で
は
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
︒

(38
)

同
上
書
︑
一
七
三
頁
︒

(39
)

同
上
書
︑
一
七
三
頁
︒

(40
)

同
上
書
︑
一
七
四−

一
七
五
頁
︒

(41
)

原
�
：
L
ay
dow
n
in
afternoon
but
crossed
after
10
m
in

nap
to
go
&
see
tw
o
C
hinese.O
ne
w
as
T
s̓
ui
K
am
T
o̓ng̓
s

brother,the
other
w
as
a
F
a
Y
uen
m
an
dressed
in
foreign
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clothes,w
ho
had
been
in
N
ew
Y
ork,returning
som
e
years

ago.
Says
he
w
ishes
to
have
a
G
ospel
H
all
opened
in
his

village.H
as
not
yet
him
self
been
baptized
&
seem
to
be
a

m
an
w
ithout
any
fixed
purpose
in
life.H
is
nam
e
is
T
s̓
uiM
o

K
w
an
[⁝
].H
is
village
in
F
a
Y
uen
is
Saan
W
a
T
i̓n
V
illage

三
華
店
村
沙
埒
莊

Sha
L
üt
C
hong.︹
日
記
原
�
に
漢
字
表
記
あ

り
︺

(42
)

G
.H
.M
cN
eur,“C
.V
.M
.:T
he
“D
aily
R
enew
al”
School,”

op.cit..

(43
)

“A
letter
from
M
aw
son
to
H
ew
itson,”
M
arch
18,
1908,

F
oreign

M
issions

C
om
m
ittee
:
C
onvener̓
s

Inw
ards

C
orrespondence
1902
to
1910
(A
A
16/2/7).

(44
)

徐
茂
均
が
洗
禮
を
�
け
た
正
確
な
日
時
は
&
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑

筆
者
は
一
九
〇
四
年
だ
と
考
え
て
い
る
︒
そ
の
理
由
の
一
つ
は
︑
一

九
〇
四
年
二
}
に
徐
が
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
に
會
い
に
行
っ
た
と
き
は
︑

彼
が
洗
禮
を
�
け
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
る

(G
.

H
.
M
cN
eur,
“C
.V
.M
.:
T
he
“D
aily
R
enew
al”
School,”
op.

cit..)︒
も
う
一
つ
は
︑
徐
が
ア
メ
リ
カ
長
老
會
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
フ
ル

ト
ン
か
ら
洗
禮
を
�
け
た
こ
と
が
日
記
で
&
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
た

め
で
あ
る

(A
pr.12,1906.[T
s̓
ui
w
as]
[b]aptized
later
by

M
r.F
ulton.)︒
以
上
二
點
か
ら
︑
徐
は
一
九
〇
四
年
二
}
に
マ
ク

ニ
ュ
ー
ル
と
接
觸
し
た
直
後
に
フ
ル
ト
ン
か
ら
洗
禮
を
�
け
た
と
h

斷
で
き
る
︒

(45
)

G
.H
.M
cN
eur,ibid..

(46
)

G
.H
.M
cN
eur,“C
.V
.M
.:T
he
“D
aily
R
enew
al”
School,”

op.
cit..
原
�
：
T
he
w
ork
done
w
as
such
that
confidence

w
as
inspired,
and
the
second
year
saw
a
big
increase
in

pupils.

(47
)

吉
澤
¹
一
郞
﹃
愛
國
0
義
の
創
成
：
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
�
代

中
國
を
み
る
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
︑
五
四−

八
一
頁

(48
)

同
上
書
︑
八
二
︑
八
三−

八
六
頁
︒

(49
)

｢某
學
生
語
語
痛
心
﹂﹃
廣
東
日
報
﹄
一
九
〇
五
年
六
}
九
日
︑
一

面
︒

(50
)

｢敎
士
於
美
禁
華
工
之
感
¬
﹂
﹃
廣
東
日
報
﹄
一
九
〇
五
年
六
}
十

三
日
︑
二
面
︒
﹁
敎
會
對
於
美
a
之
辦
法
﹂
同
︑
一
九
〇
五
年
七
}

四
日
︑
二
面
︒﹁
敎
會
公
函
之
特
色
﹂
同
︑
一
九
〇
五
年
八
}
二
十

三
日
︑
一
面
︒

(51
)

R
yan
D
unch,
F
u
zh
ou
P
rotestan
ts
an
d
th
e
M
akin
g
of
a

M
od
ern
C
h
in
a
1
8
5
7
-1
9
2
7
,N
ew
H
eaven
:Y
ale
U
niversity

P
ress,2001,pp.55-57.

(52
)

怨
寧
黃
梓
材
﹁
美
國
政
治
家
與
宗
敎
家
之
對
待
華
人
﹂﹃
廣
東
日

報
﹄
一
九
〇
五
年
八
}
二
十
四
日
︑
一
面
︒
こ
の
投
稿
は
︑
ボ
イ

コ
ッ
ト
L
動
に
乘
じ
て
宣
敎
師
や
敎
會
施
設
へ
の
被
t
が
發
生
し
賠

償
金
を
荏
拂
う
こ
と
に
な
れ
ば
︑
中
國
が
さ
ら
に
 
體
�
し
て
し
ま

う
と
い
う
懸
念
を
営
べ
て
い
る
︒

(53
)

孔
昭
度
ほ
か
�
︑
�
揭
書
︑
卷
五
︑
學
校
志
︑
五
一−

五
二
頁
︒

(54
)

W
.
M
aw
son,
“C
.V
.M
.
N
otes,”
T
h
e
O
u
tlook,
June
13,

1908,p.13.
こ
の
殺
傷
事
件
後
︑
政
府
は
兩
龍
墟
に
科
し
た
罰
金
を

用
い
て
︑
一
九
〇
七
年
に
學
堂
創
円
に
こ
ぎ
着
け
た
︒
地
方
志
を
確

Y
す
る
限
り
︑
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
が
指
摘
す
る
﹁
高
等
學
校
︹
學
堂
︺﹂
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と
は
﹁
悅
賢
公
立
高
等
小
學
﹂
と
思
わ
れ
る

(孔
昭
度
ほ
か
�
︑
�

揭
書
︑
卷
五
︑
學
校
志
︑
五
一−

五
二
頁
)︒

(55
)

孔
昭
度
ほ
か
�
︑
�
揭
書
︑
卷
五
︑
學
校
志
︑
五
一
頁
︒

(56
)

L
aw
rence
D
.K
essler,T
h
e
Jian
gyin
M
ission
S
tation
:
A
n

A
m
erican
M
ission
ary
C
om
m
u
n
ity
in
C
h
in
a,
1
8
9
5
-1
9
5
1
,

C
hapelH
ill:T
he
U
niversity
of
N
orth
C
arolina
P
ress,1996,

p.37.

(57
)

蔣
祖
緣
﹃
鯵
&
廣
東
�
﹄
廣
州
：
廣
東
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
八

年
︑
五
一
五−

五
一
七
頁
︒

(58
)

花
縣
地
方
志
�
纂
委
員
會
�
︑
�
揭
書
︑
一
九
頁
︑
孔
昭
度
ほ
か

�
︑
�
揭
書
︑
卷
三
︑
円
置
志
︑
三
〇
頁
︒

(59
)

｢鐵
路
與
�
渡
之
關
係
﹂﹃
廣
東
日
報
﹄
一
九
〇
四
年
八
}
三
日
︑

一
面
︒
原
�
：
粵
漢
鐵
路
︐
將
來
經
越
番
禺
縣
慕
德
里
司
屬
高
塘
人

和
一
帶
︑
現
初
勘
築
路
基
︑
無
知
愚
民
︑
悦
謂
洋
人
<
欲
佔
地
︑
鄉

先
生
之
膠
固
者
︑
亦
心
頗
惡
之
︑
以
故
鄉
民
莫
不
仇
視
鐵
路
︑
茲
聞

各
鄉
渡
日
內
互
爲
停
擺
云

[後
略
]︒

(60
)

｢北
路
築
路
之
風
潮
﹂﹃
廣
東
日
報
﹄
一
九
〇
四
年
十
}
十
九
日
︑

二
面
︒
原
�
：
番
禺
慕
德
里
司
高
塘
附
�
龍
護
頭
村
︑
向
+
小
河
︑

接
連
金
溪
石
門
一
帶
海
�
︑
藉
¨
灌
溉
︑
鄉
人
卽
就
河
上
円
架
木
橋
︑

以
M
來
×
︒
現
當
興
築
鐵
路
︑
該
橋
爲
路
軌
J
必
經
︑
工
"
司
擬
將

原
+
木
橋
拆
去
︑
[中
略
]
改
作
鐵
路

[中
略
]︑
[該
鄉
人
等
]
連

日
紛
紛
架
大
炮
于
�
中
︑
聲
言
倘
開
工
填
塞
該
河
︑
伊
等
卽
發
炮
轟

擊
等
語
︑
路
局
人
員
︑
恐
成
禍
變
︑
只
得
暫
停
填
塞
︑
照
會
番
禺
縣

辦
理
︑
昨
初
八
日
柴
令
已
親
×
履
勘
︑
傳
紳
耆
■
︹
一
字
h
讀
不

能
︺
等
︑
O
爲
開
�
︒

(61
)

W
m

M
aw
son,
“C
.V
.M
.
E
xtension
:
M
essrs
M
N̓
eur

[M
cN
eur]
and
M
aw
son
in
F
a
D
istrict,”
T
h
e
O
u
tlook,

M
arch
25,1905,p.14.

(62
)

｢
花
縣
路
線
之
問
題
﹂﹃
廣
東
日
報
﹄
一
九
〇
四
年
五
}
十
四
日
︑

一
面
︒
原
�
：
乃
昨
+
該
縣
附
生
徐
炬
熒
等
︑
以
屬
內
路
改
t
深
︑

¼
飭
依
初
勘
興
築
事
︑
赴
稟
督
轅
︑
隨
奉
岑
督
批
示
︑
謂
据
花
縣
三

華
村
︑
擬
定
鐵
路
界
址
︑
經
三
�
測
勘
︑
改
線
︑
	
爲
直
捷
無
碍
︑

︹
中
略
︺︑
頗
於
田
廬
︑
墳
墓
︑
出
入
�
路
+
妨
︑
是
否
屬
實
︑
應
否

仍
照
初
勘
以
順
輿
¬
︑
仰
鐵
路
工
"
�
地
兩
局
︑
會
同
花
縣
U
洋
工

"
師
︑
密
地
確
細
査
勘
︑
O
商
核
辦
具
報
︒
類
似
の
報
�
は
﹁
花
縣

路
線
之
¼
改
﹂
(﹃
廣
東
日
報
﹄
一
九
〇
四
年
七
}
二
十
一
日
︑
二

面
)
に
も
み
ら
れ
る
︒

(63
)

｢
留
心
路
權
之
�
人
可
嘉
﹂﹃
廣
東
日
報
﹄
一
九
〇
四
年
十
}
二
十

五
日
︑
一
面
︒

(64
)

“C
.V
.M
.
A
nnual
R
eport
;
1908-9,”
F
oreign
M
issions

C
om
m
ittee
A
nnual
R
eports
:
C
anton
V
illages
M
ission,

1904,1908-1910
(A
A
7/5/3).

(65
)

W
illiam
M
aw
son,
“C
.V
.M
.:
A
D
ay
in
the
F
a
D
istrict,”

T
h
e
O
u
tlook,June
13,1908,pp.13-14.

(66
)

D
unch,op.cit.,pp.49-55.

(67
)

來
怨
夏
﹁
試
論
淸
光
緖
末
年
	
廣
西
人
民
大
r
義
﹂﹃
歷
�
硏
究
﹄

一
九
五
七
年
一
一
2
︑
五
六−

七
七
頁
︒

(68
)

｢署
兩
廣
總
督
岑
春
煊
奏
廣
西
l
省
一
律
肅
淸
折

(光
緖
三
十
一

年
九
}
初
一
日
)
﹂
﹃
辛
亥
革
命
�
十
年
閒
民
變
檔
案
�
料
﹄
下
册
︑

北
京
：
中
華
書
局
︑
一
九
八
五
年
︑
六
〇
四−

六
〇
八
頁
︒
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(69
)

｢試
看
喜
字
勇
之
能
用
否
﹂﹃
廣
東
日
報
﹄
一
九
〇
四
年
七
}
二
十

七
日
︑
二
頁
︒
こ
の
記
事
で
は
︑
花
縣
に
½
留
し
て
い
た
喜
字
營
五

〇
〇
人
が
省
城
に
移
動
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
廣
西
省
で
の

s
亂
鎭
壓
に
出
兵
す
る
た
め
と
思
わ
れ
る
︒

(70
)

｢吾
粤
將
大
擧
淸
�
之
ì
息
﹂﹃
廣
東
日
報
﹄
一
九
〇
四
年
十
二
}

二
十
九
日
︑
一
頁
︒

(71
)

｢署
兩
廣
總
督
岑
春
煊
奏
廣
東
歷
年
辦
理
淸
�
¬
形
折

(光
緖
三

十
二
年
五
}
二
十
八
日
)﹂﹃
辛
亥
革
命
�
十
年
閒
民
變
檔
案
�
料
﹄

下
册
︑
四
五
三−

四
五
五
頁
︒

(72
)

G
.H
.M
N̓
eur,“C
.V
.M
.:A
H
oliday
and
a
V
illage
T
our,”

T
h
e
O
u
tlook,D
ecem
ber
15,1906,pp.11-12.
原
�
：
I
believe

the
district
is
in
a
m
ore
satisfactory
state
now
than
it
has

been
during
m
y
five
years
of
com
ing
and
going.

(73
)

M
aw
son,
“C
.V
.M
.:
A
m
ong
the
V
illages
w
ith
the

C
am
era,”
T
h
e
O
u
tlook,
June
8,
1907,
p.12.
原
�
：
A
fter

trial,
47
w
ere
executed
at
K
o-T
ong,
and
a
still
larger

num
ber
in
the
F
a
D
istrict.

(74
)

G
.H
.M
N̓
eur,“C
.V
.M
.:A
H
oliday
and
a
V
illage
T
our,”

op.cit..
徐
茂
均
の
名
�
は
出
て
こ
な
い
が
︑
日
記
と
記
事
の
內
容

が
一
致
し
て
い
る
︒

(75
)

原
�
：
T
s̓
ui
M
o
K
w
an
in.P
lague
in
his
village
&
school

closed
for
a
w
hile.
L
arge
body
of
soldiers
in
F
a
Y
uen

dispersing
T
riad.
Say
40
soldiers
w
ere
killed
betw
een
in

first
encounter
at
P
aak
P
o̓
F
a̓i.
T
w
o
teachers
of
L
eung

L
ung
hok
t̓ong
w
ere
butchered
by
T
riads.

(76
)

花
縣
地
方
志
�
纂
委
員
會
�
︑
�
揭
書
︑
一
九
頁
︒

(77
)

何
�
q
﹃
變
亂
中
	
地
方
權
勢
：
淸
末
民
初
廣
東
	
盜
匪
問
題
與

社
會
秩
序
﹄
桂
林
：
廣
西
師
範
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
︑
一
五

八
頁
︒

(78
)

同
上
書
︑
一
六
五−

一
七
六
頁
︒

(79
)

G
.H
.
M
cN
eur,
“C
.V
.M
.:
M
r.
M
cN
eur
at
K
o-T
o̓ng

M
arket,”
T
h
e
O
u
tlook,A
ugust
11,1905,p.11.

(80
)

“C
anton
V
illages
M
ission
:
R
eport
for
the
Y
ear
E
nding

June
30,1907,”
P
roceed
in
gs
of
th
e
G
en
eral
A
ssem
bly
of
th
e

P
resbyterian
C
h
u
rch
of
N
ew
Z
ealan
d
,
D
unedin
:
O
tago

D
aily
T
im
es
and
W
itness
N
ew
spapers
C
om
pany,
1907,
p.

113.

(81
)

W
.M
aw
son,“C
.V
.M
.:June
1908
:In
F
a
D
istrict,”
T
h
e

O
u
tlook,O
ctober
10,1908,pp.11-13.

(82
)

[M
inutes
of
W
inter
C
onference],
F
ebruary
8,
1908,

F
oreign
M
ission
C
om
m
ittee
M
ission
C
ouncil
M
inutes

1903-1911(A
A
7/8/2)
p.2.

(83
)

A
nnual
C
onference,F
ebruary
5,1908,p.3
(A
A
7/8/2).

(84
)

N
o
title
[A
letter
from
M
aw
son
to
C
onvener],M
arch
15,

1908.
(A
A
7/8/2).

(85
)

C
.V
.M
.,
F
inancial
R
eport
for
the
F
irst
Q
uarter,
1909,

A
pril
7,1909
(A
A
7/8/2).

(86
)

“A
nnual
R
eport
for
Y
ear
E
nding
June
30,
1909,”

P
roceed
in
gs
of
th
e
G
en
eral
A
ssem
bly
of
th
e
P
resbyterian

C
h
u
rch
of
N
ew
Z
ealan
d
,D
unedin
:O
tago
D
aily
T
im
es
and
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W
itness
N
ew
spapers
C
om
pany,1910,p.114.

(87
)

“M
inutes
of
Q
uarterly
M
eeting,”
A
pril7,1910,p.1
(A
A

7/8/2).

(88
)

“A
nnual
R
eport
for
Y
ear
E
nding
June
30,1909,”
op.cit.,

p.119.
第
二
違
で
整
理
し
た
と
お
り
}
怨
女
子
校
は
一
九
一
〇
年

に
開
校
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
ミ
ッ
シ
ョ
ン
�
料
で
は
一
九
〇
九

年
に
開
校
し
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

(89
)

R
ebecca
W
eir,“Sow
ing
the
Seeds
of
O
pportunity
:T
he

cultural
encounters
betw
een
C
anton
V
illages
M
ission

m
issionaries
and
local
C
hinese,”
M
aster
T
hesis
for
degree

of
B
A
(H
ons)
in
H
istory,the
U
niversity
of
O
tago,2010,p.

50.

(90
)

A
letter
from
M
aw
son
to
C
onvener,M
arch
15,1908,op.

cit..
原
�
：
It
is
to
develop
and
increase
the
efficiency
ofthis

school
that
he
is
now
seeking
our
co-operation.

(91
)

原
�
：
D
r.Selden
says
he
studied
m
edicine
for
a
little,but

could
not
settle
dow
n
to
w
ork.

(92
)

W
eir,op.cit.,p.40.

(93
)

原
�
：
T
alk
w
ith
M
r.
T
s̓
ui
after.
H
e
offers
$1000
if
w
e

build
a
hospital
at
Sha
L
uet.

(94
)

“M
inutes
of
Q
uarterly
M
eeting,”
A
pril
7,
1910,
p.3,
op.

cit..

(95
)

原

�
：
T
s̓
ui
very
anxious
for
H
ospital.
G
lad
he
has

dropped
the
hospital
schem
e
in
the
m
eantim
e.

(96
)

原
�
：
A
ltogether
exam
ined
35
candidates[,]
the
largest

num
ber
at
any
ofour
station
at
one
tim
e.
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
改

宗
者
リ
ス
ト
か
ら
は
︑
一
九
〇
九
年
六
}
十
九
日
か
ら
二
十
日
に
か

け
て
︑
三
十
四
人
の
洗
禮
希
p
者
が
試
驗
を
�
け
た
こ
と
が
分
か
る
︒

こ
の
人
數
は
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
日
記
の
記
営
の
裏
附
け
と
な
る

(“R
egisters
of
C
onverts”
(M
S-1007-001/015))︒

(97
)

原
�
：
T
s̓
uiM
K
talking
about
our
closing
the
door
ofthe

K
ingdom
because
w
e
keep
candidates
w
aiting
so
long
for

baptism
.
E
xplained
to
him
that
“M
ore
hurry
less
speed”

held
good
here.

(98
)

原
�
：
E
xplained
that
a
foreigner̓
s
interference
w
ould

not
be
at
all
w
ise.

(99
)

原
�
：
E
vidently
A
h
L
au
had
been
partly
in
the
w
rong

[⁝
].
こ
こ
で
は
村
名
が

“F
oo
L
eng”
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
︑

�
U
か
ら

“F
u
L
eng”
村
と
同
一
と
h
斷
し
た
︒

(100
)

G
.H
.
M
cN
eur,
“N
otes
on
A
utum
n
C
om
m
union
T
rip,”

T
h
e
O
u
tlook,January
8,1910,p.13.

(101
)

M
aw
son,
“F
a
D
istrict
:
A
nnual
R
eport
1911-1912,”

F
oreign
M
ission
C
om
m
ittee
A
nnual
R
eports,
C
anton

V
illages
M
ission
1911-1912
(A
A
/7/5/4).
原
�
：
So
vigo-

rous
is
M
r[.]
T
s̓
ui̓s
C
hristian
teaching
that
in
alarm
they

actually
opened
tw
o
C
onfucian
schools
in
order
that
their

boys
m
ight
be
trained
in
the
old
w
ay.

(102
)

W
.M
aw
son,“F
a
D
istrict
:R
eport
for
year
ending
June

30,1912,”
(A
A
/7/5/4).

(103
)

花
縣
地
方
志
�
纂
委
員
會
�
︑
�
揭
書
︑
二
〇
頁
︒
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(104
)

花
縣
怨
華
鎭
志
�
纂
辦
公
室
�
︑
�
揭
書
︑
七
頁
︒

(105
)

『傳
敎
士
與
�
代
中
國
﹄
上
海
：
上
海
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
一

年
︑
二
五
一
頁
︒
李
若
�
﹁
淸
末
中
國
︑
歐
米
宣
敎
師
に
よ
る
“
干

預
訴
訟
”
問
題
の
一
側
面
：
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
對
應
策
を
中
心

に
﹂﹃
東
洋
學
報
﹄︑
第
七
六
卷
第
一
・
二
號
︑
一
九
九
四
年
十
}
︑

六
〇−
六
一
頁
︒
同
樣
の
指
摘
は
蒲
豐
彥
︑
�
揭
論
�

(二
〇
〇
三

年
)︑
五
四
頁
に
も
見
え
る
︒

(106
)

淸
�
と
キ
リ
ス
ト
敎
會
の
關
係
は
一
九
世
紀
の
潮
州
で
も
み
ら
れ

た
︒
し
か
し
︑
三
華
店
村
の
場
合
は
︑
身
を
寄
せ
る
べ
き
敎
會
が
地

域
に
存
在
せ
ず
に
︑
徐
茂
均
の
0
�
で
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
引
き
入
れ
ら

れ
た
と
い
う
點
こ
そ
が
特


	
だ
っ
た

(
蒲
豐
彥
︑
�
揭
論
�

(
二

〇
〇
三
年
)︑
四
〇−

四
三
頁
)︒

(107
)

鐵
�
利
權
囘
收
と
廣
東
自
治
硏
究
社
指
�
層
の
關
係
に
つ
い
て
は
︑

宮
內
%
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(同
︑
�
揭
論
�

(二
〇
〇
七
年
)︑

九
二−

九
四
頁
)
︒

(108
)

蒲
豐
彥
﹁
地
域
�
の
な
か
の
廣
東
農
民
L
動
﹂
狹
閒
直
樹
�
﹃
中

國
國
民
革
命
の
硏
究
﹄
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
J
︑
一
九
九
二
年
︑

二
三
五
頁
︒

附
記

本
硏
究
は
J
S
P
S
科
硏
費
25・
9671
の
助
成
を
�
け
た
も
の
で
あ
る
︒
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Qingzhang in the Wanli Era 萬曆 9 年淸丈 27 都 5 圖歸戶親供册 in the Anhui

Museum (No. 2 : 24582 : hereafter, Guihuqingongce), which records the complete

information on the land ownership of all the people of 27 Du 5 Tu in Xiuning

Prefecture, and the Dezi zhangliang baobo, I examine the contents of the

Guihuqingongce 歸 戶 親 供 册 and the Dezi zhangliang baobo regarding the

distribution of land ownership in the huangce of 27 Du 5 Tu in Xiuning Prefecture of

Huizhou in the Wanli era. My analysis makes it clear that the people of 27 Du 5 Tu

possessed over 90% of the lands within 27 Du and that almost all of those who

owned the lands of 27 Du 5 Tu were people that lived either within 27 Du or their

neighboring Du. This distribution of land ownership, thus, supports the

understanding that until the dissolution of Lijia 里甲 system, the Du 都(in the case

of the Jiangnan Delta, the Qu 區 based on Du) was the zone of life for ordinary

people.

MISSIONARY DOCUMENTS AND REGIONAL SOCIETY

OF THE ZHUJIANG DELTA, GUANGDONG

DOI Ayumu

At the end of Qing Period, local elites had widened their spheres of activity.

Previous studies have paid much attention to the relationship between traditional

local elites and provincial assemblies or the self-government movement. However,

because of the limitation of sources, most researchers have paid less attention to the

activities of non-elites in rural districts. Hence, this study employs source materials

from the Canton Villages Mission 廣州鄉村傳8團 on Sanhuadian village 三華店村,

in Hua Xian (Fa Yuen) 花縣, which was located in the northern district of Canton

City, and on Xu Maujuan (Tsʼui Mau Kwan) 徐茂均, who had returned from

abroad, to verify the way non-elites in a rural district dealt with local reconstruc-

tion for the modern world during the last decade of the Qing dynasty.

Xu had lived abroad for a lengthy period and lamented the weakness and de-

cline of his own country, and when he returned to China, he indicated a strong

interest in the doctrines of Christianity. He tried under Christian influence to intro-

duce modern education in Sanhuadian village, but the villagers displayed no im-

mediate interest in Xuʼs activities. However, it appears that the positive role of

missionaries and Chinese Christians in the Anti-American Boycott Movement
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turned their attention to Xuʼs educational work. And, the opening of the Canton-

Hankow Railway enabled Xu to solidify his foothold in the rural district.

However, the deterioration of public order, the local governmentʼs response, as

well as the plague pandemic, led to the temporary closing of Xuʼs school. There was

a limit to what Xu could do one his own to keep the school operating. For this rea-

son, Xu approached the Canton Villages Mission and secured their “co-operation”

to expand the schools in Sanhuadian village. As a result of this development, the

rapid modernization stemming from the acceptance of the Christian missions and

Xuʼs own involvement in disputes over popular education brought about serious

conflicts with neighboring villages. These conflicts contributed to the large-scale

destructive linage feuds with neighboring villages during 1910s.

Through this inquiry, we have been able to confirm the fact that Xuʼs non-elite

activities in a rural district co-existed with those of local elites operating in the

provincial assembly to revive the region.
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