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五
四

は
じ
め
に

　

湯
国
梨①
（
一
八
八
三
―
一
九
八
〇
）
は
、
章
炳
麟
の
後
半
生
を
支
え
た
賢
夫
人
と
し

て
知
ら
れ
る
。
章
炳
麟
が
袁
世
凱
に
幽
閉
さ
れ
た
と
き
に
は
、
書
簡
で
慰
め
、
そ
の

後
も
政
治
的
に
は
挫
折
の
連
続
で
あ
っ
た
章
炳
麟
の
生
活
を
支
え
、
学
者
と
し
て
の

活
動
を
助
け
た
。
そ
の
経
緯
は
高
田
淳
『
章
炳
麟
・
章
士
釗
・
魯
迅
―
辛
亥
の
死
と

生
と②

』
に
詳
し
い
。

　

し
か
し
湯
国
梨
自
身
が
ど
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
か
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
。
高
田
氏
は
「
湯
国
梨
夫
人
は
奇
矯
な
る
夫
章
炳
麟
の
貞
淑
な
る
妻
で
あ
っ
た
ば

か
り
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
彼
女
の
得
意
と
し
た
詩
詞
に
触
れ
て
い
る③

。
だ
が
湯
国

梨
に
は
詩
人
と
し
て
の
才
能
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
さ
ら
に
別
の
側
面
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
女
性
教
員
、
女
性
運
動
家
と
し
て
の
姿
で
あ
る
。

　

湯
国
梨
の
ま
と
ま
っ
た
伝
記
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
章
炳
麟
と
湯
国
梨

の
孫
に
あ
た
る
章
念
馳④

氏
が
記
し
た
「
先
祖
母
湯
国
梨
夫
人
伝
略⑤

」（
以
下
、「
伝
略
」

と
す
る
）
で
あ
る
。
こ
の
略
伝
は
、
様
々
な
資
料⑥

と
祖
母
か
ら
直
接
聞
い
た
話
を
も

と
に
、
湯
国
梨
の
九
六
年
間
に
わ
た
る
生
涯
を
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る⑦

。
親
族
の

手
に
よ
る
文
史
資
料
で
は
あ
る
が
、
親
族
だ
か
ら
こ
そ
知
り
得
た
、
彼
女
の
具
体
的

な
姿
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
お
も
に
こ
の
「
伝
略
」
に
よ
り
な
が
ら
、

湯
国
梨
の
生
涯
、
特
に
章
炳
麟
と
結
婚
す
る
前
の
彼
女
の
活
動
を
紹
介
し
て
い
き
た

い
。

　
「
伝
略
」
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
彼
女
の
生
涯
に
も
た
ら
し
た
女
学
校
の
影
響

の
大
き
さ
で
あ
る
。
浙
江
省
の
田
舎
町
で
育
っ
た
湯
国
梨
は
、
上
海
の
務
本
女
塾
に

進
学
し
た
こ
と
に
よ
り
、
革
命
運
動
へ
と
足
を
踏
み
出
し
て
い
く
。
革
命
と
は
本
来

無
関
係
で
あ
っ
た
こ
の
女
学
校
は
、
湯
国
梨
を
多
く
の
知
識
人
女
性
と
結
び
つ
け
、

結
果
的
に
彼
女
を
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
活
動
へ
と
導
い
て
い
っ
た
。
卒
業
後
も
彼
女

は
女
性
教
員
、女
性
運
動
家
と
し
て
活
躍
し
続
け
る
。
こ
う
し
た
湯
国
梨
の
歩
み
は
、

女
学
校
を
出
た
知
識
人
女
性
の
社
会
に
お
け
る
活
動
の
一
例
を
示
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
湯
国
梨
は
ど
の
よ
う
に
し
て
革
命
運
動
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
彼

女
の
生
涯
に
、
上
海
で
の
女
学
校
生
活
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。

そ
し
て
ま
た
革
命
運
動
、
女
権
運
動
に
お
い
て
、
女
学
校
は
い
か
な
る
役
割
を
果
た

し
た
の
か
。
辛
亥
革
命
期
に
お
け
る
湯
国
梨
の
活
動
を
追
い
な
が
ら
、
そ
の
実
態
を

考
察
し
た
い
。

一
、
少
女
期

　

一
八
八
三
年
九
月
、
湯
国
梨
は
上
海
の
小
さ
な
路
地
裏
の
一
角
で
生
ま
れ
た
。
父

の
本
籍
は
浙
江
省
の
烏
鎮
に
あ
り
、
も
と
も
と
は
養
蚕
業
を
営
む
裕
福
な
家
系
で

あ
っ
た
。
だ
が
太
平
天
国
の
度
重
な
る
戦
火
に
よ
っ
て
、
家
財
と
生
業
と
を
失
い
、

職
を
求
め
て
上
海
に
移
り
住
ん
だ
。
男
の
子
の
誕
生
を
待
ち
望
ん
で
い
た
父
は
ひ
ど

く
失
望
し
、次
こ
そ
は
官
僚
と
な
り
得
る
男
の
子
を
連
れ
て
き
て
く
れ
る
よ
う
に
と
、
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娘
に
「
引イ

ン
ク
ワ
ン

官
」
と
名
付
け
た
。
後
に
彼
女
が
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
使
っ
た
「
影イ

ン
ク
ワ
ン

観
」
は
、

こ
の
幼
名
か
ら
取
っ
た
も
の
だ
。

　

父
は
そ
の
後
も
職
を
変
え
、
一
家
は
江
南
を
転
々
と
す
る
。
幼
少
時
に
は
、
他
の

多
く
の
女
性
と
同
様
、
纏
足
を
施
さ
れ
た
。
後
々
ま
で
小
さ
な
足
に
苦
し
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
彼
女
は
さ
っ
そ
う
と
歩
き
、
健
脚
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
伝

統
観
念
の
支
配
す
る
境
遇
で
育
っ
た
湯
国
梨
だ
が
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
教
育
を
受

け
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
父
は
家
で
字
を
習
わ
せ
、
唐
詩
を
教
え
た
。
学
校
に
は
行

か
ず
、
私
塾
で
二
年
間
学
ん
だ
だ
け
だ
っ
た
が
、
後
に
独
学
で
勉
強
で
き
る
だ
け
の

基
礎
を
身
に
付
け
た
。
幼
い
頃
よ
り
聡
明
で
、
容
貌
に
恵
ま
れ
て
い
た
彼
女
は
、
皆

に
可
愛
が
ら
れ
た
と
い
う
。

　

九
歳
の
と
き
、
苦
労
を
重
ね
て
き
た
父
が
亡
く
な
っ
た
。
一
家
は
両
親
の
故
郷
で

あ
る
烏
鎮
に
戻
り
、
母
方
の
伯
父
の
家
に
身
を
寄
せ
た
。
湯
国
梨
は
三
人
姉
妹
の
長

女
と
し
て
家
の
仕
事
を
率
先
し
て
引
き
受
け
た
。
炊
事
、
裁
縫
、
洗
濯
な
ど
、
何
で

も
こ
な
し
た
。
日
中
は
家
事
労
働
に
従
事
し
、
夜
に
な
る
と
一
人
で
勉
強
し
た
。
わ

ず
か
一
セ
ッ
ト
の
辞
書
に
頼
っ
て
、
詩
や
詞
を
詠
む
こ
と
を
独
学
で
身
に
付
け
た
と

い
う
。
作
詩
の
た
め
の
音
韻
や
填
詞
の
平
仄
な
ど
も
、
書
物
か
ら
学
ん
だ
。
自
分
の

置
か
れ
た
境
遇
を
哀
し
み
、
古
の
詩
を
読
ん
で
涙
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

　

年
ご
ろ
に
な
る
と
、
美
し
く
成
長
し
た
湯
国
梨
の
も
と
に
、
続
々
と
縁
談
が
持
ち

込
ま
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
留
学
帰
り
の
裕
福
な
家
の
青
年
や
、『
神
州
日
報
』
の
編
集

者
な
ど
か
ら
話
が
あ
っ
た
よ
う
だ⑧

。
だ
が
彼
女
は
こ
と
ご
と
く
跳
ね
除
け
た
。
時
は

清
朝
末
期
で
、
烏
鎮
の
よ
う
な
田
舎
町
に
も
、
革
命
の
機
運
が
漂
っ
て
い
た
。

一
九
〇
三
年
の
「
蘇
報
事
件
」
で
一
躍
有
名
に
な
っ
た
章
炳
麟
の
思
想
は
、
す
で
に

浙
江
全
域
に
広
ま
っ
て
い
た
。
時
代
の
変
化
を
感
じ
取
っ
た
湯
国
梨
は
、
上
海
に
出

て
勉
強
し
た
い
と
申
し
出
る
。ま
も
な
く
二
三
歳
に
な
ろ
う
と
い
う
と
き
で
あ
っ
た
。

　

一
〇
代
半
ば
で
の
結
婚
が
珍
し
く
な
い
当
時
、い
ま
だ
独
身
で
あ
る
こ
と
自
体
が
、

田
舎
で
は
奇
異
の
眼
で
見
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
一
人
で
都
会
に
出
て
勉
強
を
す
る

と
い
う
彼
女
の
発
言
は
、
人
を
驚
か
せ
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。
当
時
、
女
子
の
就

学
率
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
ず
、
ご
く
一
部
の
恵
ま
れ
た
環
境
の
女
性
し
か
、

進
学
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
女
学
校
に
入
る
に
は
、
単
に
経
済
的
な
問
題
だ
け
で

は
な
く
、
家
の
も
の
が
開
明
的
な
思
想
の
持
ち
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
幸

い
な
こ
と
に
、
湯
国
梨
は
伯
父
が
理
解
を
示
し
、
学
費
の
支
援
を
し
て
く
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
点
、
苦
労
の
多
い
少
女
期
を
過
ご
し
た
と
は
言
え
、
上
海
の
学
校

に
進
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
彼
女
は
、
幸
運
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

の
女
学
校
で
得
た
知
識
、
そ
し
て
女
学
校
の
仲
間
た
ち
こ
そ
が
、
湯
国
梨
の
そ
の
後

の
人
生
を
大
き
く
変
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。

二
、
務
本
女
塾
で
の
出
会
い

　

一
九
〇
六
年⑨

の
秋
、
湯
国
梨
は
上
海
へ
赴
き
、
務
本
女
塾⑩

に
入
学
し
た
。
務
本
女

塾
は
上
海
の
篤
志
家
、
呉
懐
疚⑪

の
手
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
。
も
と
も
と
は
家
塾
で

あ
っ
た
が
、
一
九
〇
二
年
に
校
名
を
務
本
女
塾
と
定
め
、
女
子
の
近
代
教
育
機
関
と

し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
。
経
元
善
の
中
国
女
学
堂
、
蔡
元
培
の
愛
国
女
学
校
と

と
も
に
、
も
っ
と
も
早
い
時
期
に
創
立
さ
れ
た
中
国
人
経
営
の
女
学
校
と
し
て
知
ら

れ
る
。
務
本
女
塾
は
「
温
、
誠
、
勤
、
朴
」
を
校
訓
と
し
て
掲
げ
、
良
妻
賢
母
を
育

て
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た⑫

。
キ
リ
ス
ト
教
系
の
学
校
に
対
抗
し
、
日
本
の
学
校

を
モ
デ
ル
と
し
た
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
、
下
田
歌
子
の
愛
弟
子
、
河
原
操
子
が
一
時
、

教
鞭
を
執
っ
た
こ
と
も
あ
る⑬

。
上
海
で
は
保
守
的
な
校
風
と
し
て
通
っ
て
お
り
、
華

美
な
服
装
や
化
粧
は
禁
止
さ
れ
、
纏
足
し
て
い
る
も
の
は
、
解
く
こ
と
を
勧
め
ら
れ

た⑭

。
創
立
当
初
は
た
っ
た
七
人
の
学
生
し
か
い
な
か
っ
た
が
、
徐
々
に
規
模
を
拡
大

し
、
湯
国
梨
が
入
学
し
た
年
に
は
学
生
一
七
五
人
を
擁
す
る
、
か
な
り
の
規
模
の
学

校
と
な
っ
て
い
た⑮

。

　

務
本
女
塾
は
何
よ
り
、
数
多
く
の
人
材
を
輩
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
彼
女
と
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同
じ
時
期
に
学
ん
だ
も
の
の
中
に
も
、
後
世
に
名
を
残
し
た
人
物
が
少
な
く
な
い
。

教
育
家
と
し
て
活
躍
し
た
呉
若
安⑯

、
女
性
初
の
国
立
大
学
校
長
と
な
り
、「
北
京
女

子
師
範
大
学
事
件
」
を
引
き
起
こ
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
楊
蔭
楡⑰

、
張
通
典
の
娘
で

あ
り
、
革
命
家
と
し
て
知
ら
れ
る
張
黙
君⑱

、
女
権
運
動
で
湯
国
梨
と
歩
み
を
と
も
に

し
、『
神
州
女
報
』
の
編
集
者
を
務
め
た
楊
季
威
。
い
ず
れ
も
同
じ
年
代
に
学
ん
だ

学
友
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
女
学
校
時
代
の
仲
間
が
、
湯
国
梨
の
長
年
に
渉
る
貴
重
な

宝
と
な
る
。

　

錚
々
た
る
メ
ン
バ
ー
の
中
で
、
湯
国
梨
は
優
秀
な
成
績
を
修
め
た
。
学
校
で
は
飢

え
た
よ
う
に
勉
強
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。経
済
的
に
は
も
っ
と
も
貧
し
か
っ
た
が
、

志
が
高
く
、
成
績
も
優
秀
で
あ
っ
た
湯
国
梨
は
、
学
友
た
ち
の
尊
敬
を
集
め
た
。
作

家
の
楊
絳
は
、
聴
講
生
で
あ
っ
た
母
が
叔
母
の
楊
蔭
楡
と
、
当
時
の
学
友
の
こ
と
を

話
題
に
し
て
い
る
の
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
章
太
炎
夫
人

と
な
っ
た
湯
国
梨
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る⑲

。
ま
た
呉
若
安
は
「
上
海
務
本
女
塾
の

思
い
出
」
の
中
で
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　
　

 

師
範
科
を
卒
業
し
た
湯
国
梨
は
、
す
こ
ぶ
る
文
才
が
あ
り
、
詩
や
詞
を
得
意
と

し
た
。
後
に
著
名
な
国
学
大
師
、
章
炳
麟
先
生
と
結
婚
し
た⑳

。

湯
国
梨
は
学
友
た
ち
の
中
で
も
、ひ
と
き
わ
目
立
つ
存
在
で
あ
り
、務
本
女
塾
の
「
皇

后
」
と
も
う
わ
さ
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ㉑

。

　

湯
国
梨
は
纏
足
を
し
た
小
さ
な
足
で
あ
っ
た
が
、
体
育
の
授
業㉒

に
も
強
い
意
志
で

参
加
し
た
。
女
性
の
健
康
美
が
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
も
う
少
し
後

の
時
代
で
あ
る
。
女
性
が
飛
ん
だ
り
跳
ね
た
り
す
る
の
は
は
し
た
な
い
こ
と
と
い
う

風
潮
の
も
と
、
外
か
ら
は
見
え
な
い
場
所
で
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
、
体
育
の
授
業
を

お
こ
な
っ
て
い
た
女
学
校
も
あ
っ
た
ほ
ど
だ㉓

。
裕
福
な
家
庭
の
お
嬢
様
方
が
通
学
者

の
多
く
を
占
め
る
中
で
、
家
事
労
働
に
慣
れ
て
い
た
湯
国
梨
か
ら
す
れ
ば
、
体
を
動

か
す
こ
と
は
さ
ほ
ど
苦
痛
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　

校
風
は
厳
し
か
っ
た
が
、
上
海
と
い
う
自
由
に
溢
れ
た
街
で
、
湯
国
梨
は
学
友
た

ち
と
国
事
を
語
り
合
っ
た
。
中
国
は
列
強
の
侵
略
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
危
機

意
識
が
高
ま
る
な
か
、
み
な
強
烈
な
愛
国
心
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
。
呉
若
安
の
回

想
で
は
、
英
語
の
授
業
で
、
南
京
条
約
で
イ
ギ
リ
ス
に
割
譲
さ
れ
た
「
香
港
、
九
龍

を
取
り
戻
す
」
と
い
う
話
劇
を
演
じ
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ㉔

。
現
在
と
は
異
な
り
、

学
生
は
知
識
人
を
代
表
す
る
一
群
だ
っ
た
。
女
子
学
生
の
中
に
も
国
事
を
憂
い
、
そ

れ
を
行
動
に
移
す
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
親
元
か
ら
通
う
学
生
に
は
一
定
の
制

限
が
あ
っ
た
が
、
湯
国
梨
は
郷
里
か
ら
離
れ
、
比
較
的
自
由
に
行
動
で
き
る
環
境
に

あ
っ
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
清
朝
政
府
が
列
強
に
売
り
渡
し
た
鉄
道
利
権
を
取
り
戻
そ
う

と
い
う
、
利
権
回
収
運
動
が
高
ま
り
を
見
せ
て
い
た
。
一
九
〇
五
年
か
ら
数
年
に
わ

た
っ
て
続
い
た
、
い
わ
ゆ
る
保
路
運
動
で
あ
る
。
湯
国
梨
も
学
生
の
身
な
が
ら
こ
の

運
動
に
参
加
し
た
。
上
海
で
は
、
杭
州
で
成
立
し
た
保
路
会
を
支
援
す
る
た
め
に
、

光
復
会
の
会
員
が
浙
江
旅
滬
学
会
（
滬
は
上
海
を
指
す
）
を
作
り
、
運
動
を
展
開
し
て

い
た
。
こ
の
運
動
を
率
い
た
の
が
、
後
に
夫
と
な
る
章
炳
麟
で
あ
っ
た
。

　

女
性
た
ち
も
こ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
た
。
一
九
〇
七
年
一
一
月
に
は
、
民
立
上
海

女
中
学
堂㉕

で
第
一
回
女
界
保
路
会
が
開
か
れ
た㉖

。演
説
し
た
も
の
は
激
し
い
口
調
で
、

一
言
話
す
た
び
に
涙
を
流
し
た
と
い
う
。メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
女
子
学
生
で
あ
っ
た
。

上
海
市
か
ら
一
一
校
、
他
の
都
市
か
ら
三
校
が
参
加
し
、
各
女
学
校
の
代
表
も
そ
れ

ぞ
れ
演
説
を
し
た
。
図
ら
ず
も
女
学
校
が
運
動
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て

取
れ
る
。
こ
こ
に
湯
国
梨
の
名
前
は
見
当
た
ら
な
い
が
、「
務
本
女
塾
の
学
生
四
人
」

と
あ
る
う
ち
の
一
人
が
、
湯
国
梨
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
二
月
に
は
、
懇
親

会
が
開
か
れ
た
。
途
中
で
多
く
の
女
性
が
演
説
し
、
最
後
に
湯
国
梨
が
発
言
し
た
と

記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

次
に
湯
国
梨
女
史
が
浙
江
旅
滬
同
郷
会
を
設
立
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
賛
成
す

る
も
の
は
、
挙
手
し
て
同
意
を
表
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
た
（
こ
の
と
き
、
多
数
の

人
が
挙
手
し
て
賛
成
し
た
）。
湯
女
史
は
ま
た
述
べ
た
。
今
日
は
懇
親
会
で
す
。
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同
郷
会
に
つ
い
て
は
、
ま
た
後
日
、
日
を
選
ん
で
正
式
に
大
会
を
開
き
ま
し
ょ

う
云

㉗々

。

す
で
に
中
心
人
物
の
一
人
と
な
っ
て
い
た
湯
国
梨
は
、
連
日
務
本
女
塾
の
学
生
を
率

い
、
愚
園㉘

、
錫
金
公
所㉙

な
ど
、
人
の
集
る
と
こ
ろ
で
演
説
を
し
た
。
鉄
道
を
守
り
、

借
款
に
反
対
し
よ
う
と
い
う
彼
女
の
演
説
は
、
聴
衆
の
心
を
動
か
し
、
寄
付
に
応
じ

る
女
性
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
彼
女
に
と
っ
て
保
路
運
動
は
、
初
め
て
参
加
し
た
政

治
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
出
会
っ
た
女
性
の
仲
間
た
ち
が
、
辛
亥
革
命
の

支
援
団
体
を
組
織
す
る
と
き
の
基
盤
と
な
っ
た㉚

。

　

一
九
〇
八
年
の
夏
、湯
国
梨
は
師
範
科
ト
ッ
プ
の
成
績
で
務
本
女
塾
を
卒
業
し
た
。

前
年
の
卒
業
式
に
は
、
来
賓
が
五
百
名
余
り
も
訪
れ
た
と
い
う
記
録㉛

が
あ
る
。
上
海

有
数
の
女
学
校
で
あ
っ
た
務
本
女
塾
の
動
向
は
、
社
会
的
に
も
大
き
な
関
心
が
寄
せ

ら
れ
て
い
た
。

　

卒
業
後
、彼
女
は
郷
里
に
帰
り
、私
立
呉
興
女
学
校
の
求
め
に
応
じ
て
教
員
と
な
っ

た
。
呉
興
女
学
校
は
、
地
元
の
教
育
家
で
あ
る
沈
譜
琴
が
、
女
子
の
師
範
教
育
を
進

め
る
目
的
で
、
自
宅
の
敷
地
に
創
設
し
た
ば
か
り
の
学
校
だ
っ
た
。
当
時
の
知
識
人

女
性
に
と
っ
て
、
教
職
に
就
く
こ
と
は
、
社
会
に
出
て
働
く
ほ
ぼ
唯
一
の
道
だ
っ
た
。

務
本
女
塾
の
卒
業
生
の
多
く
も
、
教
員
と
な
っ
て
各
地
へ
散
っ
て
い
っ
た
。
呉
若
安

の
回
想
に
よ
る
と
、
卒
業
生
の
「
多
く
は
教
職
に
就
き
、
そ
の
他
に
は
公
務
員
、
薬

剤
師
、会
計
士
に
な
っ
た
も
の
も
い
る
。
家
で
主
婦
と
な
っ
た
も
の
も
か
な
り
い
た32

」

と
い
う
。
知
識
人
の
間
に
「
教
育
救
国
」
と
い
う
言
葉
が
広
ま
っ
た
の
は
も
う
少
し

後
の
時
代
で
あ
る
が
、
学
校
教
育
を
受
け
た
数
少
な
い
女
性
の
一
人
と
し
て
、
湯
国

梨
も
同
様
の
気
持
ち
を
抱
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
彼
女
は
こ
こ
で
生
ま
れ

て
初
め
て
経
済
的
な
自
立
を
果
た
し
た
こ
と
も
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

呉
興
女
学
校
で
教
職
に
た
ず
さ
わ
っ
た
湯
国
梨
は
、
初
め
は
教
員
、
次
に
は
寮
の

監
督
で
あ
る
舎
監
を
務
め
、
最
後
に
は
校
長
と
な
っ
た
。
二
○
代
半
ば
で
校
長
に
就

任
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
女
学
校
、
し
か
も
師
範
科
を
卒
業
し
た
エ
リ
ー
ト
で
あ
る

な
ら
ば
、
当
時
と
し
て
は
さ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。

　

一
九
一
一
年
の
秋
、
湯
国
梨
は
務
本
女
塾
の
友
人
か
ら
、
自
分
た
ち
で
学
校
を
創

ろ
う
と
誘
わ
れ
、
上
海
に
戻
っ
た
。
三
年
間
郷
里
で
教
員
生
活
を
送
っ
た
も
の
の
、

田
舎
町
は
独
身
女
性
に
と
っ
て
は
住
み
づ
ら
い
環
境
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
彼
女
の
目
前
に
近
づ
い
て
い
た
の
は
、
辛
亥
革
命
で
あ
っ
た
。

三
、
辛
亥
革
命
に
お
け
る
女
性
た
ち
の
活
躍

　

一
九
一
一
年
一
〇
月
一
〇
日
、
武
昌
蜂
起
が
勃
発
す
る
。
湖
北
独
立
の
知
ら
せ
に

続
き
、
各
省
は
次
々
と
清
朝
か
ら
の
独
立
を
宣
言
し
た
。
務
本
女
塾
の
卒
業
生
た
ち

も
、
は
や
る
気
を
抑
え
な
が
ら
、
自
分
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
と
模
索
し
た
。

辛
亥
革
命
に
お
け
る
女
性
た
ち
の
活
躍
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る33

。
清
朝
末
期
に
武

装
蜂
起
を
企
て
、
処
刑
さ
れ
た
秋
瑾
は
、
も
っ
と
も
有
名
な
女
性
革
命
家
で
あ
る
。

他
に
も
、
多
く
の
女
性
た
ち
が
暗
殺
、
密
使
、
荷
物
の
運
搬
役
な
ど
を
買
っ
て
出
た
。

女
性
に
清
朝
の
弾
圧
が
及
ぶ
こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
革
命
運
動

に
加
わ
る
こ
と
は
、
命
が
け
の
行
動
で
あ
っ
た
。
革
命
が
起
こ
る
と
、
自
ら
銃
を
手

に
持
ち
、
従
軍
す
る
女
性
も
現
わ
れ
た
。
実
際
に
は
、
体
力
的
に
劣
る
女
性
兵
士
が
、

ど
こ
ま
で
実
戦
の
役
に
立
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。
し
か
し
各
地
で
結
成
さ
れ
た
女
性

兵
士
団
（
女
子
軍
）
の
存
在
は
、
彼
女
た
ち
の
心
意
気
を
示
す
に
は
、
十
分
す
ぎ
る

ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

女
子
軍
の
中
に
は
、
務
本
女
塾
の
卒
業
生
で
湯
国
梨
の
友
人
で
あ
る
張
黙
君
も
加

わ
っ
て
い
た
。
辛
亥
革
命
が
起
こ
る
と
、
上
海
に
は
女
子
軍
だ
け
で
な
く
、
数
多
く

の
女
性
に
よ
る
革
命
支
援
団
体
が
結
成
さ
れ
た34

。
そ
の
う
ち
の
女
子
後
援
会
と
女
界

協
賛
会35

は
、
主
に
資
金
収
集
を
担
っ
た
。
女
子
後
援
会
は
、
同
盟
会
の
会
員
で
あ
っ

た
唐
羣
英36

、
張
黙
君
、
張
漢
英37

ら
が
、
上
海
近
郊
の
女
性
教
員
ら
と
と
も
に
創
っ
た

団
体
で
あ
る38

。
彼
女
た
ち
は
資
金
集
め
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
北
伐
軍
に
従
っ
て
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救
護
活
動
に
当
た
っ
た
。張
黙
君
は
、女
界
協
賛
会
で
も
幹
事
長
を
務
め
て
い
る
。「
伝

略
」
に
よ
る
と
、
湯
国
梨
は
こ
の
張
黙
君
と
談
社
英39

に
誘
わ
れ
て
、
女
子
北
伐
隊
を

作
る
資
金
集
め
に
奔
走
し
た
。
だ
が
上
述
し
た
二
つ
の
会
の
発
起
人
に
、
湯
国
梨
の

名
は
見
当
た
ら
な
い40

。
女
界
協
賛
会
の
事
務
所
は
務
本
女
塾
に
置
か
れ
た41

と
あ
る
こ

と
か
ら
、
湯
国
梨
は
こ
の
活
動
に
加
わ
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い42

。

　

当
時
、中
上
流
階
層
の
女
性
が
、資
金
を
集
め
る
と
き
は
、自
ら
の
装
飾
品
を
売
っ

た
り
、
バ
ザ
ー
で
寄
付
金
を
募
っ
た
り
す
る
方
法
が
よ
く
取
ら
れ
た
。
湯
国
梨
が
生

前
に
語
っ
た
回
想
に
は
、
寄
付
金
を
集
め
る
方
法
が
、
か
な
り
具
体
的
に
記
さ
れ
て

い
る43

。

　
　

 

私
は
安
凱
第44

で
園
遊
会
を
開
催
し
、
資
金
調
達
を
は
か
る
と
い
う
意
見
を
出
し

ま
し
た
。
務
本
女
塾
の
卒
業
生
や
そ
の
親
戚
、
友
人
に
参
加
し
て
も
ら
い
、
高

値
で
入
場
券
を
売
り
さ
ば
き
ま
す
。同
時
に
た
く
さ
ん
の
高
級
飲
料
、シ
ガ
レ
ッ

ト
、
シ
ガ
ー
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
、
果
物
、
生
花
、
そ
し
て
女
性

用
の
化
粧
品
、さ
ら
に
私
た
ち
が
そ
の
場
で
作
る
「
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
」
な
ど
を
、

会
場
で
定
価
を
つ
け
ず
に
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
で
売
り
ま
す
。
接
待
係
は
務
本
の
卒

業
生
が
請
け
負
い
ま
す
。
こ
う
し
た
私
の
主
張
は
皆
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
準
備

期
間
を
経
て
、
い
よ
い
よ
園
遊
会
の
開
幕
と
な
り
ま
し
た
。

極
め
て
モ
ダ
ン
な
方
法
で
あ
る
。
日
本
語
で
は
片
仮
名
で
表
さ
れ
る
よ
う
な
西
洋
の

品
々
が
、
次
々
と
出
て
く
る
の
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
女
性
の

活
躍
は
、
都
市
の
繁
栄
と
機
を
一
に
し
て
い
た
。
因
習
に
縛
ら
れ
ず
、
自
立
し
た
女

性
た
ち
に
と
っ
て
、
都
市
は
生
活
に
便
利
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
な
活
動

を
積
極
的
に
展
開
で
き
る
場
所
で
も
あ
っ
た
。
湯
国
梨
た
ち
の
革
命
支
援
活
動
は
、

上
海
と
い
う
都
市
が
舞
台
と
な
っ
て
、
大
き
く
花
開
い
た
と
も
言
え
る
。
で
は
、
園

遊
会
の
結
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

　
　

 

園
遊
会
は
三
日
間
開
か
れ
ま
し
た
。
毎
日
午
後
四
時
頃
に
な
る
と
、
お
客
様
が

だ
ん
だ
ん
と
や
っ
て
き
ま
す
。
私
も
接
待
係
を
請
け
負
い
ま
し
た
。
華
や
か
に

着
飾
っ
て
会
場
に
赴
き
、
接
待
し
ま
し
た
。
私
た
ち
は
み
な
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
に

出
す
様
々
な
品
物
を
入
れ
た
盆
を
手
に
掲
げ
、
お
客
様
に
選
ん
で
も
ら
い
ま
し

た
。
い
わ
ゆ
る
「
定
価
を
つ
け
ず
に
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
で
売
る
」
と
い
う
こ
と
で

す
の
で
、
お
客
様
が
自
ら
市
場
価
格
の
二
倍
か
ら
二
○
倍
、
と
き
に
は
百
倍
以

上
の
値
段
を
つ
け
て
、一
品
も
し
く
は
何
品
か
の
品
物
を
選
ん
で
買
わ
れ
ま
す
。

当
時
す
で
に
、
各
界
の
人
々
は
、
革
命
を
熱
烈
に
支
援
し
よ
う
と
い
う
傾
向
に

あ
り
ま
し
た
の
で
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
で
は
喜
ん
で
寄
付
し
て
く
れ
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
が
順
調
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
ば
つ
の
悪
い
で
き
ご
と
も

あ
っ
た
。
途
中
、
見
る
か
ら
に
裕
福
そ
う
な
恰
幅
の
い
い
男
性
が
や
っ
て
き
て
、
湯

国
梨
を
招
き
寄
せ
る
と
、
シ
ガ
ー
を
選
ん
だ
。
そ
し
て
タ
バ
コ
を
く
わ
え
て
、
彼
女

に
マ
ッ
チ
で
火
を
つ
け
る
よ
う
命
じ
た
。
う
ま
く
つ
か
な
い
の
を
見
る
と
、
男
は
人

前
で
こ
う
の
の
し
っ
た
と
い
う
。「
二
〇
い
く
つ
に
も
な
ろ
う
も
の
が
、
マ
ッ
チ
も

擦
れ
な
い
と
は
。
賢
い
ふ
り
を
し
て
中
身
は
お
馬
鹿
さ
ん
だ
な
。」
こ
ん
な
耐
え
が

た
い
思
い
を
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
、
湯
国
梨
は
述
べ
て
い
る
。
寄
付
に
か
こ
つ

け
て
、
若
い
女
性
を
か
ら
か
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
雰
囲
気
も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。

　

だ
が
屈
辱
的
な
経
験
を
乗
り
越
え
て
、
園
遊
会
を
終
え
て
み
る
と
、
合
計
五
万
元

の
現
金
が
集
っ
て
い
た
。
成
功
裏
に
終
わ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
彼
女
た
ち
の
運
動

が
、
ど
こ
ま
で
広
く
社
会
の
理
解
を
得
ら
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
革
命
を

支
援
す
る
と
い
う
風
潮
が
広
ま
っ
て
い
た
上
海
で
、務
本
女
塾
同
窓
会
の
人
脈
力
が
、

最
大
限
に
活
か
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
だ
。も
と
も
と
愛
国
女
学
校
な
ど
と
は
異
な
り
、

務
本
女
塾
は
保
守
的
な
校
風
で
知
ら
れ
、
決
し
て
革
命
思
想
を
宣
伝
す
る
目
的
で
創

ら
れ
た
学
校
で
は
な
い45

。
だ
が
結
果
的
に
、
そ
こ
で
教
育
を
受
け
た
女
性
た
ち
は
、

近
代
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
、
自
立
し
て
生
き
る
経
済
力
を
確
保
し
、
新
し
い
思
想

に
向
か
っ
て
行
動
を
開
始
し
て
い
っ
た46

。
辛
亥
革
命
で
活
躍
し
た
女
性
は
あ
ま
た
い

る
が
、
上
述
し
た
二
団
体
の
活
動
を
担
っ
た
の
は
、
お
も
に
上
海
も
し
く
は
近
郊
の



一
五
九

辛
亥
革
命
期
の
湯
国
梨
と
務
本
女
塾

235

学
校
で
、
教
職
に
就
い
て
い
た
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
が
活
動
の
拠
り
ど

こ
ろ
と
し
た
の
は
、
自
分
を
は
ぐ
く
ん
だ
女
学
校
と
そ
の
仲
間
た
ち
だ
っ
た
。
女
界

協
賛
会
の
事
務
所
が
、
務
本
女
塾
に
置
か
れ
た
と
い
う
の
も
、
知
識
人
女
性
た
ち
が
、

女
学
校
を
基
盤
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
期
せ
ず
し
て
、

女
学
校
は
革
命
運
動
の
根
拠
地
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
彼
女
た
ち
が
集
め
た
資
金
が
、
革
命
に
活
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

す
で
に
南
京
は
攻
略
さ
れ
、
女
子
北
伐
隊
が
進
撃
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

張
黙
君
は
資
金
の
使
い
道
に
つ
い
て
、
孫
文
に
う
か
が
い
を
立
て
て
い
る
。
孫
文
の

返
事
は
こ
う
だ
っ
た
。

　
　

 

あ
な
た
方
は
若
く
て
将
来
の
見
込
み
が
あ
る
女
性
の
同
志
た
ち
で
す
か
ら
、
宣

伝
活
動
や
教
育
の
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
園
遊
会
で
集
め
た

五
万
元
は
、
学
校
や
新
聞
社
を
創
る
経
費
に
な
さ
い
。

こ
う
し
て
集
め
ら
れ
た
資
金
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
女
学
校
の
運
営
費
、
雑
誌
の

出
版
費
用
な
ど
に
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四
、
神
州
女
界
協
済
社
で
の
活
動

　

一
九
一
二
年
の
中
華
民
国
の
誕
生
に
よ
り
、辛
亥
革
命
で
活
躍
し
た
女
性
た
ち
は
、

自
分
た
ち
に
も
参
政
権
が
与
え
ら
れ
る
と
期
待
し
た
。
辛
亥
革
命
ま
で
は
女
権
運
動

と
革
命
運
動
が
一
体
と
な
り
、
女
性
た
ち
は
、
清
朝
を
倒
せ
ば
女
性
も
権
利
を
獲
得

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。
女
性
参
政
権
に
つ
い
て
は
、
呉
芝
瑛47

、
陳
擷

芬48

ら
、
革
命
で
指
導
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
女
性
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
、
議
会

へ
の
請
願
を
お
こ
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
た
。
女
性
参
政
権
を
求

め
る
唐
羣
英
ら
が
参
議
院
に
乗
り
込
み
、
窓
を
割
っ
て
抗
議
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
有

名
で
あ
る49

。
し
か
し
結
局
、
彼
女
た
ち
の
願
い
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
女
性
参
政
権

獲
得
運
動
は
そ
の
後
、
保
守
的
な
圧
力
も
加
わ
っ
て
、
急
速
に
衰
え
を
見
せ
る
。

　

だ
が
女
性
た
ち
は
政
治
の
場
に
加
わ
ろ
う
と
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
女
性
全
体
の

地
位
向
上
の
た
め
に
地
道
な
活
動
も
展
開
し
た
。
一
九
一
二
年
三
月
に
は
、
女
性
た

ち
の
力
を
総
結
集
し
た
か
の
よ
う
な
神
州
女
界
共
和
協
済
社50

が
上
海
で
成
立
し
た
。

成
立
後
は
、
共
和
の
二
字
を
取
っ
て
神
州
女
界
協
済
社
と
称
し
た
。
孫
文
の
夫
人
で

あ
っ
た
盧
慕
貞
が
名
誉
社
長
に
選
ば
れ
、
こ
れ
ま
で
活
動
を
共
に
し
て
き
た
友
人
の

張
黙
君
が
正
社
長
と
な
っ
た
。
総
勢
一
二
〇
名
余
り
を
擁
す
る
こ
の
組
織
で
、
湯
国

梨
は
唐
羣
英
と
と
も
に
編
集
部
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

神
州
女
界
協
済
社
は
、
基
本
的
に
臨
時
政
府
に
忠
実
な
女
性
の
一
群
で
あ
っ
た
。

お
も
な
活
動
は
、
雑
誌
を
発
行
し
て
女
性
た
ち
を
啓
蒙
す
る
こ
と
と
、
女
性
へ
の
教

育
を
支
援
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
雑
誌
は
社
の
名
前
を
取
っ
て
、『
神
州
女
報51

』
と

名
付
け
ら
れ
た
。
湯
国
梨
は
、
唐
羣
英
と
と
も
に
『
神
州
女
報
』
の
初
代
編
集
部
長

と
な
っ
た
。
一
九
一
二
年
一
一
月
に
第
一
期
が
出
版
さ
れ
、
一
〇
日
ご
と
に
、
第
八

期
ま
で
出
さ
れ
た
。
翌
年
三
月
に
は
人
事
異
動
が
あ
り
、
編
集
部
長
は
務
本
女
塾
の

学
友
、
楊
季
威
へ
と
代
わ
り
、
副
編
集
部
長
は
談
社
英
と
な
っ
た
。
発
行
の
ペ
ー
ス

も
月
刊
に
変
わ
り
、
第
四
号
ま
で
出
さ
れ
た
。
内
容
は
、
社
説
、
時
評
、
国
内
外
の

記
事
、
有
名
人
の
伝
記
、
小
説
、
文
芸
欄
、
海
外
記
事
の
翻
訳
な
ど
、
バ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
ん
で
い
る
。
臨
時
政
府
の
庇
護
の
下
で
作
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
辛
亥
革
命
の

志
士
を
称
揚
す
る
記
事
が
多
い
。
秋
瑾
を
顕
彰
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

一
九
一
三
年
、
宋
教
仁
が
暗
殺
さ
れ
た
と
き
に
は
追
悼
特
集
を
組
み52

、
事
件
の
経

緯
を
述
べ
た
記
事
に
は
、「
民
国
の
不
幸
、
国
民
の
不
幸
」
と
い
う
表
題
を
掲
げ
た
。

張
黙
君
は
「
宋
鈍
初
先
生
を
哭
す
文
」
と
い
う
追
悼
文
を
書
き
、
談
社
英
も
「
宋
漁

父
先
生
を
哭
す
」
と
い
う
哀
悼
の
詩
を
寄
せ
た
。
神
州
女
界
協
済
社
の
社
員
全
員
の

名
で
、「
宋
鈍
初
先
生
を
祭
る
文
」
を
書
き
、「
神
州
女
界
協
済
社
が
宋
教
仁
を
追
悼

す
る
歌
」
を
作
詞
作
曲
し
た
。
楽
譜
ま
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
宋
教
仁
は
、
女
性
の

参
政
権
は
時
期
尚
早
だ
と
主
張
し
て
い
た
が
、
女
性
た
ち
は
革
命
の
功
労
者
と
し
て

高
く
評
価
し
、
深
い
哀
悼
の
意
を
表
し
て
い
る
。
同
時
に
『
神
州
女
報
』
は
、
影
の
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首
謀
者
と
思
し
き
袁
世
凱
を
非
難
す
る
論
陣
を
張
っ
た
。

　
『
神
州
女
報
』
に
は
、
五
四
新
文
化
運
動
期
の
女
性
雑
誌
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
女
性
解
放
論
は
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
既
存
の
範
囲
の
中
で
女
性
の
権
益
を
守
っ
て

い
こ
う
と
す
る
、
穏
や
か
だ
が
は
っ
き
り
と
し
た
主
張
が
感
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
当

時
、
陳
絢
雲
と
い
う
社
員
の
夫
が
、
西
洋
人
の
妻
を
娶
っ
て
陳
を
捨
て
る
と
い
う
事

件
が
発
生
し
た
。
従
来
の
伝
統
規
範
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
西
洋
人
女
性
を
妾
の
一
人

と
し
て
迎
え
れ
ば
収
ま
る
話
で
、正
妻
が
さ
し
た
る
理
由
も
な
く
、捨
て
ら
れ
る
ケ
ー

ス
は
稀
で
あ
っ
た
。
だ
が
民
国
期
に
は
伝
統
的
な
家
族
制
度
が
崩
壊
し
、
従
来
の
価

値
観
が
少
し
ず
つ
覆
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
正
妻
の
地
位
も
低
下

し
、
女
性
へ
の
性
抑
圧
が
露
骨
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る53

。
神
州
女
界
協
済
社
で

は
、
陳
絢
雲
を
守
る
集
会
が
開
か
れ
、
弁
護
士
を
雇
っ
て
ま
で
応
援
し
、
そ
の
経
緯

は
『
神
州
女
報
』
に
逐
一
報
告
さ
れ
た54

。
結
果
的
に
、
陳
は
夫
か
ら
財
産
の
四
分
の

一
を
譲
り
受
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
の
陳
絢
雲
は
高
官
の
元
妻
で
あ
り
、

決
し
て
底
辺
の
女
性
と
は
言
え
な
い
。
言
わ
ば
提
訴
で
き
る
だ
け
の
力
を
持
っ
た
女

性
で
あ
っ
た
。
だ
が
『
神
州
女
報
』
の
紙
面
か
ら
は
、
不
利
な
立
場
の
女
性
を
社
全

体
で
応
援
し
よ
う
と
い
う
、
熱
い
空
気
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

こ
の
こ
ろ
、
湯
国
梨
は
す
で
に
章
炳
麟
と
の
結
婚
話
が
持
ち
上
が
っ
て
い
た
た
め

か
、
月
刊
誌
と
な
っ
て
か
ら
、
彼
女
自
身
の
記
名
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
文

芸
欄
に
は
、
し
ば
し
ば
影
観
と
い
う
筆
名
で
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。

　

第
一
期
に
載
せ
ら
れ
た
「
呉
興
を
別
れ
る55

」
は
、
故
郷
で
教
員
と
し
て
過
ご
し
た

三
年
間
を
懐
か
し
ん
だ
詩
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
亡
き
友
兪
慶
和56

君
を
懐
か
し
む57

」
は
、

早
世
し
た
務
本
女
塾
の
友
人
を
悼
ん
で
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
期
に
も
故
郷
の

妹
に
寄
せ
た
詞58

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
期
に
載
せ
ら
れ
た「
客
た
り
て
感
あ
り59

」

は
、
自
分
の
境
遇
を
顧
み
な
が
ら
、
当
時
の
心
境
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
同

じ
く
第
三
期
に
掲
載
さ
れ
た
「
時
事
感
言60

」
か
ら
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
世
相
批
判

が
見
て
取
れ
る
。

　
　

列
国
競
雄
長
。
天
涯
逐
鹿
忙
。　

列
国 

雄
長
を
競
い
、
天
涯 

逐
鹿
に
忙
し
。

　
　

登
場
多
傀
儡
。
当
道
有
豺
狼
。　

 

場
に
登
る
は 

多
く
傀
儡
、
道
に
当
た
る
に 

豺
狼
あ
り
。

　
　

未
建
中
興
業
。
先
教
半
壁
亡
。　

 

未
だ 

中
興
の
業
を
建
て
ざ
る
に
、
ま
ず
半

壁
を
し
て
亡
わ
し
む
。

　
　

民
膏
悉
吸
取
。
釀
酒
供
誰
嘗
。　

 

民
膏
悉
く
吸
取
し
、
酒
を
醸
し
て 

誰
に
供

し
て
嘗
さ
し
む
。

　
　

 （
列
国
が
力
を
競
い
、天
の
果
て
は
主
導
権
争
い
で
忙
し
い
。
政
治
の
舞
台
に
出
る
の
は
、

ほ
と
ん
ど
が
傀
儡
で
、
政
権
を
担
っ
て
い
る
も
の
は
残
忍
な
悪
人
だ
。
未
だ
中
興
の
業

が
建
て
ら
れ
な
い
ま
ま
、
国
土
の
半
分
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
人
民
の
血
と
汗
の
結

晶
は
ほ
し
い
ま
ま
に
吸
い
取
ら
れ
、
酒
を
醸
し
て
も
誰
に
供
し
て
味
わ
わ
せ
る
の
か
。）

中
華
民
国
は
成
立
し
た
も
の
の
、
袁
世
凱
に
政
権
を
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
失

望
感
は
、
湯
国
梨
の
み
な
ら
ず
、
革
命
に
た
ず
さ
わ
っ
た
多
く
の
も
の
が
共
有
し
た

感
情
で
あ
ろ
う
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
湯
国
梨
は
後
年
、
詩
人
と
し
て
高
い
評

価
を
受
け
た
。
だ
が
、
本
稿
で
は
こ
の
一
首
を
紹
介
す
る
に
留
め
た
い
。

　
『
神
州
女
報
』
を
発
行
し
て
女
性
へ
の
啓
蒙
活
動
を
続
け
た
神
州
女
界
協
済
社
は
、

も
う
一
方
で
女
子
教
育
の
普
及
に
も
力
を
入
れ
た
。
社
で
創
設
し
た
学
校
は
、
神
州

女
学
と
名
付
け
ら
れ
た
。
神
州
女
学
の
校
長
に
は
張
黙
君
が
就
任
し
、
湯
国
梨
も
教

員
と
し
て
活
躍
し
た
。
神
州
女
学
は
穏
健
派
の
女
性
雑
誌
『
中
華
婦
女
界
』
に
こ
う

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

北
四
川
路
﹇
現
在
の
四
川
北
路
﹈
の
神
州
女
学
は
、
開
校
以
来
す
こ
ぶ
る
成
績

が
よ
い
。
校
規
は
も
と
よ
り
、
極
め
て
す
ぐ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
道
徳
を
も
っ

と
も
重
ん
じ
て
い
る
。
思
う
に
、
運
営
に
当
た
っ
て
い
る
女
史
た
ち
が
み
な
、

熱
心
に
事
に
あ
た
り
、
経
営
に
心
を
く
だ
い
て
き
た
こ
と
が
、
今
日
の
成
果
を

招
い
た
の
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）﹇
卒
業
式
典
の
出
し
物
で
あ
る
﹈
演
劇
は
よ
く

練
習
さ
れ
て
い
た
。
中
で
も
幼
い
児
童
の
「
愛
国
会
」
と
「
亡
国
の
鑑
」
の
二
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幕
は
、
す
ば
ら
し
か
っ
た
。
幼
い
児
童
の
「
愛
国
会
」
は
、
初
等
小
学
校
の
児

童
全
員
で
演
じ
た
も
の
で
あ
る
。
演
説
は
明
確
で
、
顔
に
は
憤
激
の
感
情
を
表

し
、
す
こ
ぶ
る
観
衆
の
愛
国
の
念
を
ゆ
さ
ぶ
っ
た
。
そ
の
た
め
拍
手
が
一
時
雷

の
よ
う
に
鳴
り
響
い
た61

。

神
州
女
学
の
教
育
は
、
当
時
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
演
劇
の
題
目
か

ら
は
、
愛
国
教
育
が
徹
底
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
ま
た
翌
年
の
『
中
華

婦
女
界
』
に
も
、
神
州
女
学
は
創
立
四
年
の
現
在
も
、
入
学
希
望
者
が
跡
を
絶
た
な

い
と
報
告
さ
れ
て
い
る62

。

　

一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
神
州
女
学
で
は
、
魯
迅
の
弟
、
周
建
人
が
教
鞭
を
執
り
、

ま
た
著
名
な
教
育
家
、
陶
行
知
を
迎
え
、「
中
国
女
子
教
育
の
過
去
と
将
来
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
講
演
会
が
開
か
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た63

。
だ
が
残
念
な
が
ら
、
一
九
二
六

年
、
北
伐
が
迫
る
混
乱
し
た
状
況
の
中
で
、
神
州
女
学
は
閉
校
と
な
っ
て
し
ま
っ
た64

。

　

神
州
女
界
協
済
社
の
活
動
は
、神
州
女
学
の
運
営
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
一
二
年
、
務
本
女
塾
が
経
済
的
に
立
ち
行
か
な
く
な
る
と
い
う
事
態
が
発
生
す

る
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
神
州
女
界
協
済
社
は
、
た
だ
ち
に
孫
文
や
教
育
部
長
、
衛

戍
総
督
な
ど
に
援
助
の
申
請
を
打
診
し
て
い
る65

。
務
本
女
塾
の
卒
業
生
た
ち
が
、
母

校
消
滅
の
危
機
に
驚
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
社
の
熱
意
に
押
さ
れ
、
孫
文
は
一
万
元

の
援
助
を
出
す
こ
と
を
約
束
し
、
衛
戍
総
督
で
あ
っ
た
徐
紹
楨
か
ら
は
毎
月
三
百
元

の
補
助
と
、
四
、五
千
元
の
開
設
費
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
た
め
務

本
女
塾
は
上
海
県
立
第
一
女
子
中
学
と
な
っ
て
、存
続
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

同
校
は
卒
業
生
と
そ
の
仲
間
た
ち
の
力
に
よ
っ
て
、
救
わ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。

五
、
章
炳
麟
と
の
結
婚
、
そ
の
後

　

神
州
女
界
協
済
社
の
活
動
が
軌
道
に
乗
っ
た
こ
ろ
、
湯
国
梨
は
章
炳
麟
と
の
結
婚

話
が
進
ん
で
い
た
。
こ
の
話
を
持
ち
か
け
た
の
も
、
務
本
女
塾
の
友
人
だ
っ
た
。

　

章
炳
麟
は
先
妻
、
王
氏
と
一
九
〇
三
年
に
死
別
し
た
後
、
独
身
生
活
を
送
っ
て
い

た
。
そ
の
一
方
で
「
湖
北
籍
の
女
子
で
あ
る
こ
と
」「
文
の
筋
道
が
き
ち
ん
と
通
っ

て
い
る
こ
と
」「
大
家
の
お
嬢
様
で
あ
る
こ
と
」「
学
校
で
自
由
平
等
を
主
張
す
る
よ

う
な
悪
習
に
そ
ま
っ
て
お
ら
ず
、
夫
に
従
う
美
徳
を
そ
な
え
た
女
性
で
あ
る
こ
と
」

と
い
う
条
件
を
出
し
て
、
配
偶
者
を
探
し
て
い
た
。
章
炳
麟
は
辛
亥
革
命
の
勃
発
直

後
に
、
呉
淑
卿
と
い
う
女
性
を
見
初
め
て
い
た
よ
う
だ
。
湖
北
籍
の
呉
淑
卿
は
才
女

で
あ
り
な
が
ら
、
女
子
軍
に
志
願
す
る
と
い
う
勇
敢
な
女
性
で
あ
っ
た66

。
だ
が
媒
酌

を
求
め
た
黎
元
洪
か
ら
、
別
の
媒
酌
人
が
ふ
さ
わ
し
い
と
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
い
、
結

局
一
緒
に
な
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た67

。

　

そ
ん
な
折
、
ま
も
な
く
三
○
歳
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
湯
国
梨
に
話
が
持
ち
か
け

ら
れ
た68

。
媒
酌
人
と
な
っ
た
の
は
、
務
本
女
塾
の
友
人
で
あ
る
張
黙
君
の
父
で
、
孫

文
の
秘
書
長
を
務
め
て
い
た
張
通
典
で
あ
る
。
対
す
る
章
炳
麟
は
、
四
六
歳
。
革
命

の
立
役
者
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
生
活
ぶ
り
は
高
位
高
官
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の

だ
っ
た
。
だ
が
湯
国
梨
は
、
ま
ず
会
っ
て
話
し
を
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
か
と
、
張

黙
君
が
尋
ね
て
く
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
た
だ
ち
に
こ
の
話
を
受
け
入
れ
た
。

　
　

 

彼
﹇
章
炳
麟
﹈
は
革
命
の
た
め
に
、
清
の
統
治
時
代
か
ら
弁
髪
を
切
っ
て
絶
交

の
意
を
示
し
ま
し
た
。
後
に
は
革
命
の
た
め
に
牢
屋
に
入
り
、『
民
報
』
を
創
っ

て
革
命
を
宣
伝
し
ま
し
た
。
そ
の
気
骨
あ
る
精
神
と
深
く
て
広
い
学
問
は
、
平

平
凡
凡
な
も
の
に
は
と
て
も
追
い
つ
け
な
い
も
の
で
す
。
私
は
結
婚
し
た
ら
学

問
の
上
で
い
つ
で
も
教
え
を
請
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
、
た
だ
ち
に
結
婚
に

同
意
し
ま
し
た69

。

　

一
九
一
三
年
六
月
、
二
人
の
結
婚
式
は
上
海
の
哈
同
花
園
（
ハ
ル
ド
ー
ン
・
パ
ー
ク70
）

で
開
か
れ
た
。
孫
文
、
黄
興
、
陳
其
美
、
蔡
元
培
な
ど
、
錚
々
た
る
顔
ぶ
れ
が
集
っ

た
ほ
か
、
多
く
の
務
本
女
塾
の
卒
業
生
が
駆
け
つ
け
、
花
を
添
え
た
。
披
露
宴
で
は

新
婦
の
友
人
た
ち
の
求
め
に
応
じ
て
、
章
炳
麟
が
即
興
で
詩
を
作
り
、
湯
国
梨
が
旧
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作
の
詩
を
唱
和
し
て
、
時
の
話
題
と
な
っ
た71

。

　

だ
が
結
婚
後
は
苦
労
の
連
続
だ
っ
た
。
二
人
の
住
ま
い
は
は
な
は
だ
粗
末
だ
っ
た

と
い
う
。
白
木
の
テ
ー
ブ
ル
一
台
と
長
方
形
の
腰
掛
が
四
脚
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
他

の
家
具
や
調
度
品
は
他
所
か
ら
の
借
り
物
だ
っ
た72

。
式
を
挙
げ
て
か
ら
一
ヶ
月
も
経

た
な
い
う
ち
に
、
第
二
革
命
が
勃
発
す
る
。
第
二
革
命
が
失
敗
す
る
と
、
多
く
の
も

の
が
日
本
へ
と
亡
命
し
た
が
、
章
炳
麟
は
湯
国
梨
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
北
京
へ
赴

き
、
袁
世
凱
に
直
接
面
会
を
求
め
る
と
い
う
挙
に
出
る
。
結
局
、
そ
の
ま
ま
捕
ら
え

ら
れ
、
三
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
幽
閉
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
幽
閉
期
間
中
に

袁
世
凱
は
、湯
国
梨
を
何
度
も
北
京
に
呼
び
出
そ
う
と
し
た
が
、彼
女
は
動
か
な
か
っ

た
。
手
紙
の
や
り
取
り
は
許
さ
れ
て
お
り
、
湯
国
梨
の
元
に
は
章
炳
麟
か
ら
八
四
通

も
の
書
簡
が
届
い
た
。
湯
国
梨
は
こ
れ
を
大
切
に
保
管
し
、
辛
亥
革
命
五
〇
周
年
を

迎
え
た
翌
年
に
、『
章
太
炎
先
生
家
書
』
と
し
て
出
版
し
た73

。
幽
閉
期
間
中
に
は
、

章
炳
麟
が
先
妻
王
氏
と
の
間
に
も
う
け
た
三
人
の
娘74

の
う
ち
、
長
女75

が
自
殺
す
る
と

い
う
痛
ま
し
い
事
件
も
起
こ
っ
て
い
る
。
長
女
は
父
の
幽
閉
で
精
神
の
バ
ラ
ン
ス
を

崩
し
て
い
た
と
い
う
。
す
で
に
成
人
し
、他
家
に
嫁
い
で
い
た
長
女
で
は
あ
っ
た
が
、

湯
国
梨
も
義
理
の
母
と
し
て
心
を
痛
め
た
に
違
い
な
い
。

　

章
炳
麟
は
袁
世
凱
の
死
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
が
、
平
穏
な
日
々
は
長

く
続
か
な
か
っ
た
。
一
九
一
七
年
、
護
法
運
動
に
心
血
を
注
い
で
い
た
章
炳
麟
は
、

湯
国
梨
に
何
も
告
げ
ず
に
出
発
し
、
今
度
は
一
年
三
ヶ
月
も
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

湯
国
梨
は
新
聞
で
初
め
て
、
夫
が
孫
文
と
と
も
に
広
州
に
向
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

と
い
う76

。
長
男
の
章
導
が
生
ま
れ
て
ま
だ
三
ヶ
月
も
経
っ
て
い
な
い
と
き
の
こ
と

だ
っ
た
。
そ
の
心
痛
は
思
う
に
余
り
あ
る
。
後
に
湯
国
梨
は
、子
供
た
ち
に
こ
う
語
っ

た
。「
お
父
さ
ん
は
革
命
に
一
所
懸
命
で
、﹇
頭
の
中
に
﹈国
は
あ
っ
て
も
家
は
な
か
っ

た
と
言
っ
て
い
い
わ77

。」

　

こ
の
こ
ろ
世
間
で
は
、
五
四
新
文
化
運
動
の
波
が
押
し
寄
せ
て
き
て
お
り
、
女
性

解
放
運
動
も
大
き
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
湯
国
梨
は
こ

の
流
れ
に
は
加
わ
っ
て
い
な
い
。
一
つ
に
は
、
家
の
責
任
が
湯
国
梨
の
肩
に
の
し
か

か
り
、
運
動
に
参
加
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
夫
妻
は
ど
う
し
て

も
同
一
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
章
炳
麟
は
護
法
運
動
で
深
い
挫
折
を
味
わ
っ
て
お

り
、
世
間
を
に
ぎ
わ
せ
て
い
た
新
文
化
運
動
に
は
批
判
的
態
度
を
取
っ
て
い
た
。
こ

う
し
た
夫
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
湯
国
梨
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
方
向
へ
と
突
き
進
ん
で

い
っ
た
女
性
解
放
運
動
と
は
、
距
離
を
置
く
よ
う
に
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

運
動
に
は
加
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
湯
国
梨
は
教
育
に
は
一
貫
し
て
た
ず
さ
わ

り
続
け
た
。
上
述
し
た
神
州
女
学
の
教
員
を
続
け
た
ほ
か
、
陳
其
美
の
家
に
赴
い
て

家
庭
教
師
と
し
て
働
い
た
こ
と
も
あ
っ
た78

。
こ
れ
が
余
裕
の
な
か
っ
た
章
家
の
家
計

を
支
え
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
自
宅
近
く
の
博
文
女
学
校79

で
、
学
校
運

営
を
手
伝
っ
た80

。
博
文
女
学
校
の
創
設
者
で
あ
る
黄
紹
蘭81

は
、
章
炳
麟
の
高
弟
、
黄

侃
の
妻
（
妾
の
一
人
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
章
炳
麟
の
唯
一
の
女
弟
子
で
あ
っ
た
。
湯

国
梨
は
、
女
権
運
動
の
同
志
で
も
あ
る
黄
紹
蘭
か
ら
、
師
と
し
て
慕
わ
れ
て
い
た82

。

黄
紹
蘭
の
夫
、
黄
侃
は
飛
び
抜
け
た
才
能
を
持
っ
た
学
者
で
あ
り
、
章
炳
麟
の
一
番

弟
子
と
も
目
さ
れ
た
が
、
女
性
関
係
に
だ
ら
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
湯
国
梨
は
快

く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ83

。
同
情
す
る
気
持
ち
も
手
伝
っ
て
か
、
湯
国
梨
は
黄

紹
蘭
の
こ
と
を
気
に
か
け
、
よ
く
面
倒
を
見
た
と
い
う
。

　
『
中
華
婦
女
界
』
に
は
、
こ
の
博
文
女
学
校
の
広
告
が
見
ら
れ
る
。
中
学
を
増
設

す
る
た
め
、
学
生
三
○
名
を
募
集
す
る
と
い
う
案
内
で
あ
る84

。
博
文
女
学
校
は

一
九
二
一
年
、
中
国
共
産
党
の
第
一
回
代
表
大
会
が
開
か
れ
た
際
、
党
員
た
ち
の
宿

舎
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
で
、
後
世
に
名
を
残
し
た
。

　

生
活
が
落
ち
着
く
と
、
湯
国
梨
は
ふ
た
た
び
女
権
運
動
へ
と
戻
っ
て
き
た
。
折
し

も
女
性
参
政
権
獲
得
運
動
が
ふ
た
た
び
盛
り
上
が
り
を
見
せ
始
め
た
時
期
で
あ
っ

た
。
運
動
が
再
燃
し
た
き
っ
か
け
は
、
一
九
二
二
年
に
黎
元
洪
が
国
会
を
回
復
す
る

命
令
を
下
し
、
議
会
を
開
き
、
憲
法
を
制
定
す
る
と
宣
言
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
湯
国

梨
は
上
海
女
権
運
動
同
盟
会
の
成
立
に
加
わ
り
、
江
蘇
省
支
部
の
理
事
部
部
長
に
推
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さ
れ
て
就
任
し
た85

。
江
蘇
省
教
育
会
で
成
立
大
会
が
開
か
れ
た
際
、
湯
国
梨
は
「
国

家
、
社
会
、
家
庭
の
三
つ
の
方
面
で
、
女
性
は
男
性
と
同
等
に
か
か
わ
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
」
と
演
説
し
た
。
章
炳
麟
も
こ
の
と
き
続
け
て
、
張
継
、
陳
望
道
ら
と
と

も
に
演
説
し
た
と
い
う
。
陳
望
道
に
は
、
女
性
解
放
に
つ
い
て
の
論
述
が
い
く
つ
も

あ
る
。
し
か
し
お
よ
そ
女
権
運
動
と
は
縁
が
な
さ
そ
う
な
章
炳
麟
が
演
台
に
立
っ
た

の
は
、
妻
の
熱
意
に
動
か
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か86

。
上
海
事
変
が
勃
発
し
た
際
に

も
、
章
炳
麟
は
湯
国
梨
が
女
性
た
ち
と
兵
士
支
援
の
活
動
を
す
る
の
を
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
た87

。

　

二
人
は
長
ら
く
上
海
を
拠
点
に
活
動
し
て
き
た
が
、
一
九
三
四
年
に
は
蘇
州
に
移

り
住
み
、
翌
年
、
章
氏
国
学
講
習
会
を
開
い
た
。
湯
国
梨
は
教
務
長
を
務
め
、
学
生

た
ち
の
世
話
に
追
わ
れ
た
が
、
自
ら
教
壇
に
立
つ
こ
と
も
あ
っ
た88

。
学
生
た
ち
か
ら

は
、師
母
（
先
生
の
奥
様
）
と
し
て
慕
わ
れ
、こ
こ
か
ら
数
多
く
の
弟
子
が
巣
立
っ
た
。

夫
の
学
問
を
理
解
し
、
事
業
を
手
伝
う
賢
夫
人
と
い
う
形
を
取
り
な
が
ら
も
、
や
は

り
教
員
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
彼
女
の
姿
を
、
こ
こ
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

章
炳
麟
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
蘇
州
に
居
を
移
し
た
二
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
湯

国
梨
は
夫
の
死
後
も
章
氏
国
学
講
習
会
を
守
り
続
け
た
が
、日
本
軍
の
侵
略
に
よ
り
、

閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
た
。

　

人
民
共
和
国
が
成
立
す
る
と
、
国
民
党
か
ら
台
湾
へ
の
航
空
券
ま
で
用
意
さ
れ
た

が
、
湯
国
梨
は
断
り
、
長
男
の
章
導
と
と
も
に
大
陸
に
残
っ
た
。
だ
が
章
炳
麟
に
対

す
る
評
価
は
、
激
し
く
浮
き
沈
み
し
た
。
彼
女
へ
の
風
当
た
り
も
、
章
炳
麟
へ
の
評

価
で
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
湯
国
梨
の
夫
亡
き
後
の
悲
願
は
、
杭
州
の
西
湖
の

ほ
と
り
に
章
炳
麟
の
墓
を
建
て
る
こ
と
と
、『
章
太
炎
全
集
』
を
出
版
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

湯
国
梨
は
、
共
産
党
に
対
し
て
は
常
に
忠
実
な
態
度
を
示
し
続
け
た
。
彼
女
自
身

も
江
蘇
省
と
蘇
州
市
の
人
民
代
表
に
選
ば
れ
て
お
り
、
亡
く
な
る
ま
で
江
蘇
省
の
文

史
館
員
と
蘇
州
市
の
婦
連
執
行
委
員
の
任
に
就
い
て
い
た
。
ま
た
中
国
国
民
党
革
命

委
員
会
蘇
州
市
主
任
委
員
、
蘇
州
市
政
協
委
員
な
ど
も
歴
任
し
て
い
る
。

　

一
九
六
四
年
、
八
〇
歳
を
過
ぎ
て
い
た
湯
国
梨
の
も
と
に
、
江
蘇
師
範
学
院
（
現
、

蘇
州
大
学
）
か
ら
唐
詩
の
鑑
賞
法
に
つ
い
て
講
演
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
が
き
た
。

彼
女
は
喜
ん
で
講
演
を
引
き
受
け
た
。
教
室
は
満
員
で
、
教
室
の
外
に
も
立
っ
て
聴

講
す
る
人
が
溢
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
湯
国
梨
は
手
元
の
原
稿
も
見
ず
に
、
と
う
と

う
と
自
分
の
見
解
を
述
べ
た
。
生
き
生
き
と
し
て
、
理
路
整
然
と
し
た
語
り
口
は
、

聴
衆
を
ひ
き
つ
け
、
続
け
ざ
ま
に
拍
手
が
わ
き
起
こ
っ
た
と
い
う
。
草
創
期
の
女
性

教
員
と
し
て
、面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
思
わ
ぬ
結
果
を
呼
ぶ
。

文
化
大
革
命
が
始
ま
る
と
、
青
年
に
毒
を
流
し
た
と
し
て
、「
造
反
派
」
に
攻
撃
の

口
実
を
与
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

文
革
で
は
多
く
の
知
識
人
が
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
。
す
で
に
八
○
代
半
ば
と

な
っ
て
い
た
彼
女
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
章
炳
麟
に
関
わ
る
多
く
の
書
籍
や
原
稿

も
燃
や
さ
れ
た
。
し
か
し
湯
国
梨
は
落
ち
着
い
て
お
り
、
こ
ん
な
こ
と
は
長
く
続
か

な
い
と
言
っ
て
、
か
え
っ
て
孫
た
ち
を
慰
め
る
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
に

周
恩
来
が
章
炳
麟
の
遺
族
へ
の
保
護
命
令
を
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
よ
う
や
く
一
家

に
平
穏
な
日
々
が
戻
っ
た
。

　

懸
案
だ
っ
た
二
つ
の
事
項
も
か
な
え
ら
れ
た
。
一
九
五
五
年
、
章
炳
麟
の
棺
は
西

湖
の
ほ
と
り
に
あ
る
、
明
の
遺
臣
で
民
族
の
英
雄
と
し
て
称
え
ら
れ
る
張
蒼
水
の
墓

の
横
に
収
め
ら
れ
た
。『
章
太
炎
全
集
』
も
、
一
九
七
九
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
上

海
人
民
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。
湯
国
梨
は
四
〇
年
余
り
に
わ

た
っ
て
、
章
炳
麟
の
遺
稿
、
遺
品
、
蔵
書
を
保
存
し
、
整
理
す
る
こ
と
に
心
血
を
注

い
で
き
た
。
文
革
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
、
こ
の
仕
事
は
孫
の
章
念
馳
氏
に
引
き
継
が

れ
た
。
二
つ
の
願
い
を
果
た
し
終
え
た
湯
国
梨
は
、
趣
味
の
作
詩
や
裁
縫
を
楽
し
み

な
が
ら
、
穏
や
か
に
晩
年
を
過
ご
し
た
と
い
う
。

　

一
九
八
〇
年
七
月
、
湯
国
梨
は
九
六
年
間
の
長
い
生
涯
を
閉
じ
た
。
江
蘇
省
と
蘇

州
市
の
政
府
関
係
者
が
追
悼
式
典
を
開
き
、
追
悼
文
を
贈
っ
て
彼
女
の
生
前
の
活
動
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を
称
え
た
。
彼
女
は
今
、
念
願
か
な
っ
て
西
湖
の
ほ
と
り
に
建
て
ら
れ
た
章
炳
麟
の

墓
の
傍
ら
で
、
静
か
に
眠
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

辛
亥
革
命
期
の
女
性
運
動
家
た
ち
は
、
親
や
兄
弟
が
学
者
で
あ
っ
た
り
、
政
治
家

で
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、育
っ
た
環
境
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

湯
国
梨
の
友
人
、
張
黙
君
も
、
父
の
張
通
典
が
孫
文
の
秘
書
長
を
務
め
た
高
官
だ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
湯
国
梨
は
、
特
に
こ
れ
と
い
っ
た
縁
故
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い89

。

浙
江
の
田
舎
町
で
育
ち
、
詩
を
書
く
こ
と
に
慰
め
を
見
出
し
て
い
た
少
女
は
、
伯
父

の
わ
ず
か
な
援
助
と
自
分
の
才
能
だ
け
を
頼
り
に
、
上
海
の
務
本
女
塾
に
進
ん
だ
。

そ
こ
で
学
問
を
授
か
り
、
仲
間
と
出
会
っ
た
こ
と
で
、
大
き
く
自
分
の
世
界
を
広
げ

た
。
革
命
運
動
、
女
権
運
動
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
る
き
っ
か
け
も
、
こ
の
女
学
校
で

つ
か
ん
だ
。
そ
の
後
は
女
学
校
仲
間
の
人
脈
を
頼
り
に
、
数
々
の
運
動
に
加
わ
り
、

同
時
に
教
員
と
し
て
後
身
の
育
成
に
励
ん
だ
。
湯
国
梨
の
波
乱
に
満
ち
た
人
生
は
、

こ
の
務
本
女
塾
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
女
学
校
が
一
人
の

女
性
に
社
会
で
活
躍
す
る
道
を
開
い
た
、
典
型
的
な
一
例
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
五
四
新
文
化
運
動
期
に
は
、
わ
ず
か
だ
が
女
子
の
就
学
率
も
上
が
り
、
自
分
の

意
志
に
よ
っ
て
進
学
し
、
運
動
に
加
わ
る
女
性
も
増
え
て
く
る
。
湯
国
梨
は
、
ま
さ

に
そ
の
先
駆
け
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

湯
国
梨
は
決
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
思
想
の
持
ち
主
で
は
な
い
。
ま
た
夫
と
な
っ
た

章
炳
麟
の
存
在
が
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
た
た
め
、
結
婚
後
の
彼
女
の
生
活
は
、
大

半
が
章
炳
麟
を
支
え
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
た
。
賢
夫
人
と
い
う
評
価
が
定
着
し
た
ゆ

え
ん
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
中
で
も
、
湯
国
梨
は
女
性
教
員
、
女
性
運
動
家
と
し
て
の

活
動
を
止
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
主
婦
と
な
っ
て
家
庭
に
戻
る
卒
業
生
も
少
な
く

な
か
っ
た
中
、
彼
女
が
敢
え
て
こ
う
し
た
活
動
を
続
け
た
の
は
、
早
期
の
学
校
教
育

を
受
け
た
知
識
人
女
性
と
し
て
、
最
大
限
、
社
会
へ
貢
献
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

自
負
が
強
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
湯
国
梨
の
初
期
の
活
動
を
通
し
て
見
え
て
く
る
の
は
、女
学
校
と
い
う
場
が
、

単
に
女
性
に
学
問
を
授
け
る
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
思
想
に
向
か
っ
て
行
動
す
る
学

生
た
ち
の
サ
ー
ク
ル
を
作
り
出
し
、
結
果
的
に
革
命
運
動
、
女
権
運
動
の
根
拠
地
と

し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
女
学
校
が
、
知
識
人
女
性
に
、

活
動
の
場
を
提
供
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
卒
業
後
、
彼
女
た
ち
の
多
く
は
教

育
に
た
ず
さ
わ
り
、
今
度
は
自
分
た
ち
が
後
身
を
育
て
る
側
に
回
っ
た
。
湯
国
梨
も

ま
た
、
郷
里
の
呉
興
女
学
校
、
上
海
の
小
学
校
及
び
神
州
女
学
で
教
鞭
を
執
り
、
結

婚
後
は
博
文
女
学
校
の
運
営
を
助
け
、
後
に
は
蘇
州
の
章
氏
国
学
講
習
会
で
教
壇
に

立
っ
た
。
と
か
く
派
手
な
女
権
運
動
が
脚
光
を
浴
び
が
ち
で
あ
る
が
、
近
代
に
お
け

る
女
性
の
社
会
貢
献
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
教
育
者
と
し
て
の
働
き
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
い
う
と
、
女
権
運
動
に
関
わ
っ
た
女
性
運
動
家
た
ち
も
、
そ
の
多
く

が
学
校
教
員
と
し
て
の
顔
を
持
っ
て
い
た
。
彼
女
た
ち
の
生
活
の
基
盤
が
教
育
活
動

に
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
か
す
る
と

彼
女
た
ち
に
と
っ
て
、
教
育
活
動
と
政
治
運
動
は
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
知
識
人
女
性
の
中
で
、
教
育
活
動
と
女
権
運
動
が
ど
う
い
う
位
置
付

け
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

注①　

正
確
に
は
湯
國

。
湯
国
黎
と
記
す
も
の
も
あ
る
。

②　

龍
溪
書
舎
、
一
九
七
四
年
出
版

③　
『
章
炳
麟
・
章
士
釗
・
魯
迅
―
辛
亥
の
死
と
生
と
』
二
六
六
頁
。
湯
国
梨
の
詩
お
よ

び
詞
は
、
一
九
四
〇
年
代
に
『
影
観
詩
稿
』『
影
観
詞
稿
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
そ

の
後
、長
ら
く
稀
本
と
さ
れ
て
い
た
が
、二
〇
〇
〇
年
に
南
京
師
範
大
学
『
文
教
資
料
』

に
再
録
さ
れ
た
。

④　

章
念
馳
氏
は
湯
国
梨
の
長
男
、
章
導
の
次
男
。
湯
国
梨
は
章
炳
麟
と
の
間
に
、
二
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人
の
息
子
（
章
導
と
章
奇
）
を
授
か
っ
た
。
章
奇
は
国
共
内
戦
中
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ

た
が
、
章
導
は
人
民
共
和
国
に
残
り
、
三
人
の
息
子
と
二
人
の
娘
を
も
う
け
た
。
章

念
馳
氏
は
上
海
社
会
科
学
院
の
研
究
員
を
経
て
、現
在
は
、上
海
東
亜
研
究
所
の
所
長
、

上
海
市
台
湾
研
究
所
の
副
所
長
を
務
め
て
い
る
。

⑤　
『
文
史
資
料
選
輯
』
第
七
輯
（
総
一
〇
七
）
中
国
文
史
出
版
社
、一
九
八
七
年
一
月
。

以
下
、
湯
国
梨
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
、
特
に
断
り
が
な
い
箇
所
は
、
こ
の
「
伝
略
」

か
ら
の
引
用
と
す
る
。

⑥　

湯
国
梨
が
生
前
に
語
っ
た
回
想
録
が
、
湯
国
梨
（
口
述
）
胡
覚
民
（
整
理
）「
太
炎

先
生
軼
事
簡
述
」
と
し
て
、
許
寿
裳
『
章
太
炎
伝
』
百
花
文
藝
出
版
社
、
二
〇
〇
四

年
に
収
録
さ
れ
て
い
る
（
初
出
は
『
蘇
州
文
史
資
料
選
輯
』
第
七
輯
、
一
九
八
一
年

一
〇
月
）。
こ
の
一
部
が
さ
ら
に
整
理
さ
れ
、
胡
覚
民
編
「
湯
国
梨
談
章
太
炎
」
と
し

て
、『
辛
亥
革
命
七
十
周
年
―
文
史
資
料
紀
念
専
輯
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一

年
に
発
表
さ
れ
た
。
ま
た
湯
国
梨
の
長
男
、
章
導
に
よ
る
父
母
の
回
想
録
も
あ
る
。

章
導
「
憶
辛
亥
革
命
前
後
先
父
章
太
炎
若
干
事
」『
辛
亥
革
命
七
十
周
年
―
文
史
資
料

紀
念
専
輯
』、
章
導
「
記
先
父
母
章
太
炎
及
湯
国
梨
在
抗
日
戦
争
中
二
三
事
」『
章
太

炎
生
平
与
思
想
研
究
文
選
』
浙
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
所
収
（
初
出
は
『
蘇

州
文
史
資
料
選
輯
』
第
一
四
輯
、
一
九
八
五
年
）。 

⑦　

中
華
人
民
共
和
国
で
は
、
上
述
の
諸
史
料
を
も
と
に
書
い
た
と
思
わ
れ
る
、
湯
国

梨
の
小
伝
が
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
て
い
る
。
湯
大
民
「
湯
国
梨
先
生
小
伝
」『
文
教
資

料
』
二
〇
〇
〇
年
四
月
、
陳
礼
栄
「
民
国
才
女
湯
国
梨
」『
文
史
精
華
』
二
〇
〇
三
年

九
月
は
、
湯
国
梨
を
女
性
解
放
運
動
の
先
駆
者
、
二
〇
世
紀
の
進
ん
だ
女
性
の
典
型

で
あ
る
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
以
下
は
章
炳
麟
と
の
関
わ
り
を
描
い
た
も
の

で
あ
る
。
江
東
躍
、
沈
建
中
「
同
眠
于
西
湖
南
屏
山
麓
的
伴
侶
―
記
章
太
炎
和
夫
人

湯
国
黎
」『
浙
江
档
案
』
一
九
九
九
年
六
月
、余
麗
芬
「
章
太
炎
的
家
世
与
婚
姻
」『
浙

江
档
案
』
一
九
九
六
年
六
月
、
沈
建
中
「
章
太
炎
与
夫
人
湯
国
黎
」『
文
史
精
華
』

一
九
九
九
年
五
月
。

⑧　
「
湯
国
梨
談
章
太
炎
」
五
一
頁

⑨　
「
伝
略
」
に
よ
る
と
、
一
九
〇
五
年
に
入
学
し
、
一
九
〇
七
年
に
卒
業
し
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。「
太
炎
先
生
軼
事
簡
述
」
一
六
四
頁
で
は
、
一
九
〇
二
年
に
入
学
し
、

一
九
〇
四
年
に
卒
業
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
湯
国
梨

は
在
学
中
に
上
海
で
保
路
運
動
に
参
加
し
た
経
験
が
あ
る
。
一
九
〇
七
年
末
の
新
聞

記
事
に
、
保
路
運
動
の
女
性
指
導
者
と
し
て
、
湯
国
梨
の
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

翌
一
九
〇
八
年
に
卒
業
し
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
「
太
炎
先
生
軼
事
簡
述
」
に
は
、

張
黙
君
が
師
範
科
の
二
期
生
、
湯
国
梨
が
師
範
科
の
三
期
生
で
あ
っ
た
と
い
う
記
述

が
あ
る
。
一
九
〇
七
年
の
卒
業
式
の
記
事
（
李
又
寧
、
張
玉
法
主
編
『
近
代
中
國
女

権
運
動
史
料
』
伝
記
文
学
社
、
一
九
七
五
年
、
一
一
六
二
頁
、
初
出
は
『
女
子
世
界
』

二
年
六
期
、
一
九
〇
七
年
）
に
、
張
黙
君
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
一
年
後
輩
の

湯
国
梨
は
、
そ
の
翌
年
に
卒
業
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
師
範
科
は

二
年
で
あ
っ
た
た
め
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
一
九
〇
六
年
の
入
学
と
し
た
。

⑩　

一
九
〇
二
年
に
務
本
女
塾
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
の
学
校
は
、
一
九
一
二
年
、
一
時

期
閉
校
と
な
っ
た
が
、
上
海
県
立
第
一
女
子
中
学
及
び
高
等
小
学
校
と
し
て
復
活
。

一
九
一
六
年
に
は
上
海
県
立
務
本
女
子
中
学
と
な
る
。
一
九
二
八
年
、
上
海
市
立
と

な
る
。
日
中
戦
争
時
に
は
一
時
閉
校
と
な
る
が
、
一
九
四
五
年
に
再
び
開
校
す
る
。

一
九
五
二
年
、
上
海
市
第
二
女
子
中
学
と
校
名
を
改
め
る
。
一
九
六
七
年
、
上
海
市

第
二
中
学
の
校
名
で
、
男
女
共
学
校
と
し
て
歩
み
始
め
、
現
在
に
到
っ
て
い
る
。
務

本
女
塾
に
つ
い
て
の
専
著
は
管
見
の
限
り
で
は
ま
だ
な
い
。
史
料
と
し
て
は
、『
中
国

近
代
学
制
史
料
』
第
二
輯
下
冊
、
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
五
八
九

〜
六
〇
九
頁
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
雑
誌
に
載
せ
ら
れ
た
務
本
女
塾
の
資
料
や
回
想
録
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。同
書
に
収
め
ら
れ
た
呉
若
安
の
口
述
記
録「
回
憶
上
海
務
本
女
塾
」

か
ら
は
、
当
時
の
教
学
の
具
体
的
な
様
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

同
校
の
卒
業
生
で
も
あ
る
兪
慶
棠
（
一
八
九
七
―
一
九
四
九
）
が
「
三
十
五
年
来
中

国
之
女
子
教
育
」（『
中
國
婦
女
史
論
文
集
』
第
一
輯
、
一
九
八
一
年
所
収
。
初
出
は

一
九
三
一
年
）の
中
で
言
及
し
て
い
る
ほ
か
、上
海
通
社『
上
海
研
究
資
料
續
集
』（『
民

国
叢
書
』
第
四
編
八
一
、一
九
九
二
年
所
収
。
初
出
は
中
華
書
局
有
限
公
司
、

一
九
三
九
年
）
に
も
、
学
校
の
沿
革
が
記
さ
れ
て
い
る
。
時
代
は
下
る
が
、
同
校
を

卒
業
し
た
女
性
の
口
述
記
録
が
、近
年
に
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。徐
修
梅「
務
本
女
中
：

〝
温
、
誠
、
勤
、
朴
〞」
李
小
江
主
編
『
譲
女
人
自
己
説
話
―
独
立
的
歴
程
―
』
生
活
・

読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。

⑪　

懐
疚
は
字
で
名
は
馨
。
呉
懐
久
、
呉
懐
九
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

⑫　
「
回
憶
上
海
務
本
女
塾
」
六
〇
六
頁

⑬　

汪
向
栄
著
、
竹
内
実
監
訳
『
清
国
お
雇
い
日
本
人
』
朝
日
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、

二
〇
九
〜
二
一
〇
頁
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⑭　
「
回
憶
上
海
務
本
女
塾
」
六
〇
三
〜
六
〇
四
頁

⑮　
『
中
国
近
代
学
制
史
料
』
第
二
輯
下
冊
、
五
九
七
頁

⑯　

一
八
九
〇
―
一
九
九
〇
。
上
海
南
洋
女
子
師
範
学
校
、
同
済
大
学
で
教
員
を
務
め
、

上
海
南
洋
女
子
中
学
校
の
校
長
と
な
る
。
人
民
共
和
国
成
立
後
に
は
、
上
海
市
教
育

局
の
副
局
長
の
職
に
就
く
。

⑰　

一
八
八
四
―
一
九
三
八
。
北
京
女
子
師
範
大
学
の
校
長
と
な
り
、
国
立
大
学
初
の

女
性
校
長
と
な
っ
た
。
楊
蔭
楡
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
櫻
庭
ゆ
み
子
「
女
校
長
の
夢

―
中
国
女
性
解
放
運
動
先
駆
者
と
し
て
の
北
京
女
子
師
範
大
学
校
長
楊
蔭
楡
―
」『
魯

迅
と
同
時
代
人
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
二
年
に
詳
し
い
。
櫻
庭
氏
は
務
本
女
塾
の
教

学
方
針
に
も
言
及
し
て
い
る
。

⑱　

一
八
八
四
―
一
九
六
五
。名
は
昭
漢
だ
が
、字
の
黙
君
の
方
が
知
ら
れ
て
い
る
た
め
、

本
稿
で
は
張
黙
君
と
表
記
す
る
。
一
九
〇
五
年
、中
国
同
盟
会
に
加
わ
る
。
江
蘇
で『
大

漢
報
』
を
出
版
。
武
昌
蜂
起
の
知
ら
せ
を
聞
き
、
女
子
北
伐
隊
を
組
織
し
よ
う
と
呼

び
か
け
た
。
一
九
一
八
年
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
留
学
。
帰
国
後
は
、

江
蘇
省
立
第
一
女
子
師
範
学
校
の
校
長
を
務
め
、
平
民
教
育
運
動
に
も
関
わ
る
。
人

民
共
和
国
が
成
立
す
る
以
前
に
台
湾
へ
移
り
住
み
、
そ
の
後
も
国
民
党
の
中
央
評
議

委
員
な
ど
を
務
め
た
。

⑲　

楊
絳
「
回
憶
我
的
姑
母
」『
楊
絳
散
文
選
集
』
百
花
文
藝
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、

一
三
一
頁
。
初
出
は
『
回
憶
両
篇
』
湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
所
収
。

⑳　
「
回
憶
上
海
務
本
女
塾
」
六
〇
七
頁

㉑　
「
太
炎
先
生
軼
事
簡
述
」
一
六
七
頁

㉒　

近
代
に
お
け
る
女
子
の
体
育
教
育
は
、
民
族
を
強
化
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
始
め

ら
れ
た
。
游
鑑
明
「
近
代
中
國
女
子
體
育
觀
初
探
」『
中
國
婦
女
史
論
集
』
第
五
集
、

二
〇
〇
一
年
七
月
に
詳
し
い
。

㉓　

富
香
海
「
創
立
時
期
的
奉
天
女
子
師
範
学
堂
」『
文
史
資
料
選
輯
』
第
五
輯
、
遼
寧

人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
（
第
一
版
は
一
九
六
五
年
）
一
三
〇
〜
一
三
一
頁

㉔　
「
回
憶
上
海
務
本
女
塾
」
六
〇
七
〜
六
〇
八
頁

㉕　

一
九
〇
六
年
に
蘇
本
嵒
ら
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
民
立
女
子
中
学
堂
の
こ
と
を
指

す
と
思
わ
れ
る
。

㉖　
「
上
海
女
学
踊
躍
認
股
」『
中
国
婦
女
運
動
歴
史
資
料
（
一
八
四
〇
―
一
九
一
八
）』

中
国
婦
女
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
三
八
五
頁
。
初
出
は
『
神
州
日
報
』
一
九
〇
七

年
一
一
月
一
〇
日
。

㉗　
「
浙
江
旅
滬
女
同
郷
懇
親
会
紀
事
」
同
右
、
三
九
〇
頁
。
初
出
は
『
神
州
日
報
』

一
九
〇
七
年
一
二
月
二
一
日
。

㉘　

一
八
九
〇
年
、
寧
波
出
身
の
張
氏
が
開
い
た
中
国
式
庭
園
。
入
場
料
を
取
っ
て
一

般
に
開
放
さ
れ
、
行
楽
客
で
に
ぎ
わ
う
。
一
九
一
六
年
廃
園
。

㉙　

一
八
八
八
年
、
無
錫
の
企
業
家
、
周
廷
弼
が
同
郷
人
の
た
め
に
上
海
に
建
て
た
同

郷
会
館
。
当
時
、
無
錫
は
無
錫
、
金
匱
の
二
つ
の
県
に
分
か
れ
て
お
り
、
二
字
を
取
っ

て
錫
金
公
所
と
呼
ば
れ
た
。
同
郷
人
に
宿
舎
を
提
供
し
た
だ
け
で
な
く
、
福
祉
施
設

の
よ
う
な
役
割
も
果
た
し
た
。

㉚　

程
頴
、
蘇
本
嵒
な
ど
、
浙
江
旅
滬
同
郷
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
が
、
後
の
革
命
支
援

団
体
に
加
わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
程
頴
は
務
本
女
塾
の
運
営
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と

も
あ
る
。
呉
馨
「
務
本
女
学
史
略
」『
中
国
近
代
学
制
史
料
』
第
二
輯
下
冊
、
五
八
九

頁
㉛　
『
近
代
中
國
女
権
運
動
史
料
』
一
一
六
二
頁

32　
「
回
憶
上
海
務
本
女
塾
」
六
〇
七
頁

33　

小
野
和
子
「
辛
亥
革
命
の
な
か
の
女
た
ち
」『
中
国
女
性
史
』
平
凡
社
、
一
九
七
八

年
、中
山
義
弘
『
近
代
中
国
に
お
け
る
女
性
解
放
の
思
想
と
行
動
』
北
九
州
中
国
書
店
、

一
九
八
三
年
、
前
山
加
奈
子
「
近
代
中
国
女
性
と
国
家
と
の
か
か
わ
り
」『「
日
本
」

国
家
と
女
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
〇
年
な
ど
。
関
西
中
国
女
性
史
研
究
会
『
中
国
女
性

史
入
門
』
人
文
書
院
、二
〇
〇
五
年
、六
四
〜
六
五
頁
、及
び
中
国
女
性
史
研
究
会
『
中

国
女
性
の
一
〇
〇
年
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
三
八
〜
三
九
頁
に
載
せ
ら
れ
た

竹
内
理
樺
氏
の
解
説
も
参
考
に
な
る
。

34　

女
性
の
団
体
組
織
に
つ
い
て
は
、
馬
燕
「
二
十
世
紀
初
期
に
お
け
る
中
国
の
婦
人

組
織
」『
立
命
館
文
學
』
五
一
〇
号
、
一
九
八
九
年
に
詳
し
い
。

35　
『
中
国
婦
女
運
動
歴
史
資
料
（
一
八
四
〇
―
一
九
一
八
）』
四
八
七
〜
四
九
五
頁
に
、

二
団
体
に
関
す
る
史
料
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

36　

一
八
七
一
―
一
九
三
七
。
一
九
〇
四
年
に
日
本
へ
留
学
し
、
実
践
女
学
校
で
学
ぶ
。

華
興
会
に
加
入
し
、中
国
同
盟
会
の
も
っ
と
も
早
い
女
性
会
員
と
な
る
。一
九
一
二
年
、

臨
時
約
法
に
参
政
権
を
含
む
男
女
平
等
を
明
示
す
る
よ
う
請
願
。
臨
時
約
法
に
男
女

平
等
の
条
文
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
連
日
参
議
院
に
押
し
か
け
て
、
派
手
な
抗
議

活
動
を
展
開
し
た
。
女
子
参
政
同
盟
会
を
結
成
し
た
が
、
参
政
権
獲
得
に
は
到
ら
な
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か
っ
た
。
後
、
女
学
校
を
開
設
す
る
な
ど
、
女
子
教
育
の
発
展
の
た
め
に
尽
力
し
た
。

37　

一
八
七
二
―
一
九
一
六
。
日
本
留
学
時
に
中
国
同
盟
会
に
加
わ
り
、
革
命
運
動
に

参
加
す
る
。
中
華
民
国
が
成
立
す
る
と
、
唐
羣
英
ら
と
と
も
に
、
女
性
参
政
権
獲
得

運
動
の
指
導
者
と
な
っ
た
。
後
、
故
郷
の
湖
南
で
女
学
校
を
創
設
し
た
が
、
過
労
の

た
め
に
早
世
し
た
。

38　
「
組
織
女
子
後
援
会
」『
中
国
婦
女
運
動
歴
史
資
料
（
一
八
四
〇
―
一
九
一
八
）』

四
八
七
頁
。
初
出
は
『
時
報
』
一
九
一
一
年
一
一
月
二
三
日
。

39　

一
八
九
一
―
一
九
七
八
。
女
性
運
動
家
。
中
国
国
民
党
に
加
入
。
数
々
の
女
権
運

動
に
加
わ
り
、『
中
国
婦
女
運
動
通
史
』『
婦
運
四
十
年
』
な
ど
を
記
す
。
人
民
共
和

国
成
立
後
は
、
台
湾
へ
移
住
し
、
国
民
党
監
察
院
秘
書
な
ど
を
務
め
た
。

40　
『
民
立
報
』
一
九
一
一
年
一
一
月
一
三
日
、
五
頁
に
載
せ
ら
れ
た
「
女
界
協
賛
會
姓

名
録
」
に
も
、
湯
国
梨
の
名
は
見
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
務
本
女
塾
の
創
始
者
で
あ

る
呉
懐
疚
夫
人
、
兪
慶
棠
、
辺
境
宏
な
ど
、
務
本
女
塾
の
関
係
者
、
卒
業
生
が
多
く

名
を
連
ね
て
い
る
。

41　
『
民
立
報
』
一
九
一
一
年
一
一
月
三
〇
日
、
一
頁

42　

馬
燕
氏
の
指
摘
で
は
、
二
つ
の
団
体
の
関
係
は
極
め
て
密
で
、
両
方
の
団
体
に
名

を
連
ね
て
い
る
女
性
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
別
の
団
体
名
を
掲
げ
て
は
い

る
が
、
活
動
内
容
は
重
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

43　
「
湯
国
梨
談
章
太
炎
」
五
〇
〜
五
一
頁

44　

張
園
の
別
名
。
西
洋
人
の
別
荘
を
買
い
取
っ
た
清
末
の
新
式
庭
園
。
一
八
八
五
年
、

一
般
に
開
放
。
洋
式
邸
宅
に
舞
台
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
茶
室
な
ど
を
備
え
て
い
た
。

辛
亥
革
命
前
夜
に
は
、
政
治
集
会
も
開
か
れ
た
。
一
九
一
五
年
頃
廃
園
と
な
る
。

45　

た
だ
創
立
の
目
的
は
異
な
る
も
の
の
、
創
始
者
の
呉
懐
疚
と
そ
の
夫
人
が
革
命
に

協
力
的
だ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
馮
自
由
『
革
命
逸
史
』
第
五
集
（
商
務
印

書
館
、
一
九
四
七
年
）
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
六
九
年
、
二
七
七
〜
二
八
六
頁
及

び
本
稿
注
40
な
ど
。

46　

夏
暁
虹
氏
も
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。「
務
本
女
学
堂
は
『
と
り
わ
け
家
政
教
育
を
重

視
』
し
、
そ
れ
を
『
良
妻
賢
母
養
成
の
基
礎
と
な
す
』
と
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
学

生
た
ち
の
な
か
に
は
や
は
り
革
命
分
子
が
少
な
く
な
く
、
た
と
え
ば
同
盟
会
会
員
の

張
昭
漢
﹇
張
黙
君
﹈
や
、
章
太
炎
夫
人
の
湯
国
梨
ら
が
い
た
。
穏
健
派
の
良
妻
賢
母

教
育
の
中
で
培
わ
れ
た
愛
国
思
想
も
ま
た
、
革
命
的
行
動
へ
と
転
化
し
う
る
の
で
あ

る
。」
夏
暁
虹
著
、
藤
井
省
三
監
修
、
清
水
賢
一
郎
、
星
野
幸
代
訳
『
纏
足
を
ほ
ど
い

た
女
た
ち
』
朝
日
選
書
六
〇
三
、一
九
九
八
年
、
一
五
六
頁

47　

一
八
六
八
―
一
九
三
四
。
安
徽
の
生
ま
れ
だ
が
、
結
婚
し
て
移
り
住
ん
だ
北
京
で
、

秋
瑾
と
義
姉
妹
の
契
り
を
結
ぶ
。
秋
瑾
の
日
本
留
学
を
支
援
し
、
彼
女
が
処
刑
さ
れ

る
と
、そ
の
死
を
悼
み
、遺
著
の
発
行
な
ど
に
努
め
た
。
後
、故
郷
に
小
学
校
を
創
り
、

教
育
、
福
祉
の
分
野
に
力
を
注
い
だ
。

48　

一
八
八
三
―
一
九
二
三
。
父
の
支
援
の
下
、『
女
学
報
』
を
創
刊
。
日
本
で
秋
瑾
ら

と
親
交
を
結
び
、「
共
愛
会
」
の
会
長
と
な
る
。「
楚
南
女
子
」
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
数
々

の
文
章
を
発
表
し
た
。

49　
『
中
国
婦
女
運
動
歴
史
資
料
（
一
八
四
〇
―
一
九
一
八
）』
五
八
二
〜
五
八
三
頁
。

初
出
は
『
時
報
』
一
九
一
二
年
三
月
二
三
日
。『
中
国
女
性
の
一
〇
〇
年
』
四
五
〜

四
八
頁
に
、
須
藤
瑞
代
氏
に
よ
る
翻
訳
と
解
説
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

50　

そ
の
経
緯
は
談
社
英
『
中
國
婦
女
運
動
通
史
』
婦
女
共
鳴
社
、
一
九
三
六
年
、『
民

國
叢
書
』
第
二
編
一
八
、上
海
書
店
、一
九
九
〇
年
所
収
、六
一
〜
六
五
頁
に
詳
し
い
。

51　
『
神
州
女
報
』
と
名
付
け
ら
れ
た
雑
誌
は
、
三
種
類
出
版
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は

一
九
〇
七
年
に
陳
志
群
ら
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
。
神
州
女
界
協
済
社
が
編
集
し

た
『
神
州
女
報
』
は
、一
九
一
二
年
一
一
月
か
ら
一
〇
日
お
き
に
出
さ
れ
た
旬
刊
期
と
、

一
九
一
三
年
四
月
か
ら
の
月
刊
期
に
分
け
ら
れ
る
。
月
刊
期
の
影
印
本
は
、『
近
代
中

國
史
料
叢
刊
』
第
三
編
第
三
八
輯
、文
海
出
版
社
、一
九
八
八
年
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

雑
誌
の
内
容
に
つ
い
て
は
、『
中
國
婦
女
運
動
通
史
』
八
四
〜
九
一
頁
に
詳
し
い
。

52　
『
神
州
女
報
』
月
刊
第
二
號
、
一
九
一
三
年
五
月

53　

白
水
紀
子
「
民
国
時
期
の
蓄
妾
制
」『
中
国
女
性
の
二
〇
世
紀
―
近
現
代
家
父
長
制

研
究
―
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
一
八
四
〜
二
一
八
頁
。

54　
「
關
瑞
麟
棄
妻
重
婚
洋
女
案
誌
詳
」『
神
州
女
報
』
月
刊
第
三
號
、一
九
一
三
年
六
月
、

七
八
〜
八
四
頁
、「
一
夫
多
妻
者
不
遵
人
道
」
同
右
九
〇
〜
九
一
頁
、「
關
陳
案
之
結
束
」

『
神
州
女
報
』
月
刊
第
四
號
、
一
九
一
三
年
七
月
、
六
〇
〜
六
一
頁

55　
「
別
呉
興
」『
神
州
女
報
』
月
刊
第
一
號
、
一
九
一
三
年
四
月
、
九
九
〜
一
〇
〇
頁

56　

一
八
八
八
―
一
九
〇
八
。
江
蘇
省
太
倉
の
生
ま
れ
。
務
本
女
塾
で
湯
国
梨
と
と
も

に
学
ん
だ
。
著
書
に
『
苑
結
録
』
が
あ
る
。

57　
「
懐
亡
友
兪
君
慶
和
」『
神
州
女
報
』
月
刊
第
一
號
、
一
〇
〇
頁

58　
「
秋
日
散
歩
薛
家
橋
歸
而
書
奇
二
妹
」『
神
州
女
報
』
月
刊
第
二
號
、
一
三
〇
〜
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一
三
一
頁

59　
「
作
客
有
感
」『
神
州
女
報
』
月
刊
第
三
號
、
九
九
頁

60　
「
時
事
感
言
」
同
右
、
九
八
頁

61　
「
上
海
各
女
校
畢
業
誌
盛
」『
中
華
婦
女
界
』
第
一
巻
第
八
期
、
一
九
一
五
年
八
月
、

特
別
紀マ

マ

事
一
〜
二
頁

62　
「
上
海
神
州
女
學
近
況
」『
中
華
婦
女
界
』
第
二
巻
第
二
期
、
一
九
一
六
年
二
月
、

特
別
記
事
三
頁

63　
「
中
國
女
子
教
育
底
過
去
與
將
來
」『
婦
女
評
論
』
第
二
二
期
、
一
九
二
二
年
三
月
、

一
〜
二
頁

64　
『
中
國
婦
女
運
動
通
史
』
六
五
頁

65　
『
民
立
報
』
一
九
一
二
年
四
月
三
日
、
一
〇
頁

66　
「
呉
淑
卿
女
士
投
軍
文
」『
民
立
報
』
一
九
一
一
年
一
〇
月
三
一
日
、
六
頁

67　

陶
菊
隠
『
袁
世
凱
竊
國
記
』（
原
題
は
『
六
君
子
傳
』）
臺
灣
中
華
書
局
一
九
六
七
年
、

一
一
五
〜
一
一
六
頁
。
な
お
貴
重
な
本
書
を
拝
見
さ
せ
て
下
さ
っ
た
松
本
英
紀
先
生

に
、
謝
意
を
表
し
た
い
。

68　

湯
国
梨
は
湖
北
籍
で
は
な
く
、
浙
江
籍
で
あ
る
。

69　
「
湯
国
梨
談
章
太
炎
」
五
二
頁

70　

別
名
、
愛
儷
園
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
富
豪
、
サ
イ
ラ
ス
・
ハ
ル
ド
ー
ン
と
そ
の
妻
が
住

ん
だ
邸
宅
。
中
国
風
庭
園
の
中
に
多
く
の
建
造
物
が
点
在
し
た
。

71　
『
民
立
報
』
一
九
一
三
年
六
月
一
六
日
、
一
一
頁
。
な
お
『
章
炳
麟
・
章
士
釗
・
魯

迅
―
辛
亥
の
死
と
生
と
』
一
九
一
頁
に
、『
順
天
時
報
』
六
月
二
〇
日
に
載
せ
ら
れ
た

披
露
宴
の
様
子
（「
章
太
炎
君
結
婚
誌
盛
」）
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
る
。

72　
「
憶
辛
亥
革
命
前
後
先
父
章
太
炎
若
干
事
」
六
四
頁

73　
『
章
太
炎
先
生
家
書
』
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
。
湯
国
梨
自
身
が
序
文
を
記
し
て

い
る
。
一
九
八
五
年
に
上
海
古
籍
出
版
社
よ
り
再
版
が
出
さ
れ
た
。

74　

長
女

、
次
女

、
三
女

。

75　

章

（
一
八
九
三
―
一
九
一
五
）。
章
炳
麟
と
王
氏
と
の
間
の
長
女
。
一
九
一
一
年

に
龔
宝
銓
と
結
婚
。

76　
「
憶
辛
亥
革
命
前
後
先
父
章
太
炎
若
干
事
」
六
四
〜
六
五
頁

77　

同
右
、
六
四
頁

78　
「
太
炎
先
生
軼
事
簡
述
」
一
六
五
頁

79　

一
九
一
六
年
、
黄
紹
蘭
が
発
起
人
と
な
り
、
上
海
フ
ラ
ン
ス
租
界
、
貝
勒
路
（
今

の
黄
陂
南
路
）に
開
い
た
女
学
校
。
一
九
二
〇
年
に
経
済
的
事
情
の
た
め
閉
校
と
な
っ

た
が
、
翌
年
、
場
所
を
移
し
て
再
開
し
た
。
一
九
三
三
年
、
施
設
が
老
朽
化
し
て
い

る
と
い
う
理
由
で
閉
校
と
な
っ
た
。

80　
「
伝
略
」
に
は
教
務
長
を
務
め
た
と
あ
る
が
、
湯
国
梨
自
身
が
語
っ
た
「
太
炎
先
生

軼
事
簡
述
」
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
趙
敬
若
と
い
う
学
友
が
、
事

務
を
担
当
す
る
校
長
と
な
り
、
後
に
鍾
と
い
う
姓
の
学
友
が
、
校
長
の
任
を
引
き
継

い
だ
と
あ
る
。ま
た
理
事
会
を
設
け
、黄
興
夫
人
で
あ
る
徐
宗
漢
が
理
事
長
と
な
っ
た
。

「
太
炎
先
生
軼
事
簡
述
」
一
五
五
頁

81　

一
八
九
二
―
一
九
四
七
。
京
師
女
子
師
範
学
堂
（
後
の
北
京
女
子
師
範
大
学
）
を

卒
業
し
、
開
封
で
教
職
に
就
く
。
辛
亥
革
命
が
起
こ
る
と
、
女
子
軍
を
組
織
し
た
。

黄
侃
の
妻
と
な
る
が
、
正
式
な
婚
姻
手
続
き
を
取
っ
て
お
ら
ず
、
娘
を
も
う
け
た
後

に
別
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
教
育
活
動
に
従
事
し
な
が
ら
、女
権
運
動
に
た
ず
さ
わ
っ

た
が
、
精
神
を
病
ん
で
早
世
し
た
。

82　
「
記
先
父
母
章
太
炎
及
湯
国
梨
在
抗
日
戦
争
中
二
三
事
」
一
二
七
頁

83　
「
太
炎
先
生
軼
事
簡
述
」
一
五
五
〜
一
五
八
頁

84　
「
博
文
女
學
校
増
設
中
學
科
簡
章
」『
中
華
婦
女
界
』
第
二
巻
第
四
期
、
一
九
一
六

年
四
月
、
特
別
紀マ
マ

事
二
頁

85　
「
伝
略
」
に
は
こ
う
あ
る
が
、『
中
國
婦
女
運
動
通
史
』
一
二
五
頁
に
記
さ
れ
た
会

の
主
だ
っ
た
メ
ン
バ
ー
の
中
に
、
湯
国
梨
の
名
は
見
当
た
ら
な
い
。

86　

こ
の
年
の
春
、
章
炳
麟
は
江
蘇
省
教
育
会
に
招
か
れ
て
国
学
の
講
義
を
し
た
。
姚

奠
中
、
董
国
炎
著
『
章
太
炎
学
術
年
譜
』
山
西
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、

三
二
二
頁
。
そ
の
縁
で
妻
の
活
動
に
も
顔
を
出
し
て
み
た
と
い
う
程
度
か
も
知
れ
な

い
。

87　
「
記
先
父
母
章
太
炎
及
湯
国
梨
在
抗
日
戦
争
中
二
三
事
」
一
二
七
〜
一
二
九
頁

88　
『
章
太
炎
学
術
年
譜
』
五
〇
二
〜
五
〇
三
頁
に
載
せ
ら
れ
た
国
学
講
習
会
予
備
班
の

時
間
割
に
よ
る
と
、
湯
志
瑩
（
湯
国
梨
の
字
）
は
、「
文
課
」
と
「
専
題
」
を
担
当
し

て
い
る
。

89　

た
だ
、
育
っ
た
環
境
が
ま
っ
た
く
革
命
と
関
係
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
張
通

典
と
と
も
に
同
郷
（
烏
鎮
）
の
名
士
、
沈
善
保
（
字
は
和
甫
）
が
結
婚
の
媒
酌
人
を

務
め
て
お
り
、
湯
国
梨
が
女
学
校
に
上
る
以
前
か
ら
、
彼
女
の
面
倒
を
見
て
い
た
よ
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う
だ
。
沈
善
保
は
烏
青
鎮
中
西
学
堂
を
創
設
し
て
、
新
し
い
思
想
を
広
め
る
な
ど
、

当
時
と
し
て
は
極
め
て
開
明
的
な
人
物
だ
っ
た
。『
烏
靑
鎭
志
』
一
九
三
六
年
、『
中

國
地
方
志
集
成
郷
鎮
志
專
輯
㉓
』
上
海
書
店
、
一
九
九
二
年
所
収
、
六
二
五
〜

六
二
六
頁
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
）


