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は
じ
め
に

　
葉
榮
鐘
（
一
九
〇
〇

－

一
九
七
八
）
と
い
う
人
が
い
る
。
台
湾
は

鹿
港
の
出
身
で
あ
る
。
竹
馬
の
友
洪
炎
秋
（
一
八
九
九

－

一
九
八

〇
）
は
、
葉
の
死
後
、
葉
の
義
弟
施
維
堯
の
求
め
に
応
じ
て
次
の
よ

う
な
墓
誌
銘
を
書
い
た
。

　
　
葉
先
生
榮
鐘
字
少
奇
，
日
據
時
期
畢
業
東
京
中
央
大
學
，
即
加

入
林
獻
堂
翁
的
民
族
運
動
，
因
中
日
文
都
好
，
曾
主
持
台
灣
民

報
等
報
筆
政
，
任
東
京
支
局
長
。
光
復
後
，
任
職
省
立
台
中
圖

書
館
指
導
輔
導
部
等
部
長
；
後
轉
彰
化
銀
行
，
歷
任
科
長
、
主

任
、
協
理
、
顧
問
等
職
。
退
休
後
，
從
事
寫
作
，
出
有
「
台
灣

民
族
運
動
史
」
等
書
。
新
近
罹
癌
逝
世
，
時
在
民
國
六
十
七
年

十
二
月
二
日
，
年
七
十
九
歲
。
老
友
洪
炎
秋
為
作
銘
說:

少
壯

抗
日
，
老
寫
文
章
，
忽
罹
癌
絕
症
，
竟
爾
身
亡
，
戚
友
聞
耗
，

莫
不
悲
傷
。
豹
死
皮
留
，
人
死
名
彰
，
民
運
一
史
，
可
垂
無
疆

﹇
洪
炎
秋1979 : 240

﹈。

　
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
葉
榮
鐘
の
生
涯
の
簡
潔
な
記
述
と
同
時
代

を
生
き
た
友
と
し
て
の
そ
の
評
価
は
、
台
湾
現
代
史
に
お
け
る
葉
榮

鐘
理
解
の
原
型
を
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
彼
が
戦
前
植
民
地
時
期

台
湾
の
林
献
堂
系
列
の
抗
日
民
族
運
動
、
つ
ま
り
林
献
堂
（
一
八
八

一

－

一
九
五
六
）
が
率
い
そ
の
パ
ト
ロ
ン
役
と
も
な
っ
た
抗
日
民
族

運
動
右
派
の
隊
列
に
連
な
っ
た
知
識
人
で
あ
っ
て
、
戦
後
ま
だ
長
期

戒
厳
令
施
行
中
の
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
に
『
台
湾
民
族
運
動

史
』
な
ど
一
連
の
著
作
を
あ
ら
わ
し
て
一
九
二
〇
年
代
抗
日
運
動
当

事
者
と
し
て
の
経
験
と
記
憶
を
戦
後
に
語
り
伝
え
た
人
物
、
ま
た
そ

葉
榮
鐘
に
お
け
る「
述
史
」の
志 
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の
こ
と
に
よ
っ
て
後
世
に
名
を
残
し
た
人
物
、
こ
れ
が
葉
榮
鐘
で
あ

る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

　
筆
者
が
葉
榮
鐘
を
改
め
て
と
り
あ
げ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
す

で
に
定
着
し
て
い
る
理
解
に
異
を
唱
え
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
晩
年
の
文
筆
活
動
を
当
時
の
歴
史
的
コ
ン

テ
キ
ス
ト
の
中
で
再
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
か
つ

て
の
日
本
植
民
地
支
配
と
そ
れ
へ
の
抵
抗
と
い
う
台
湾
人
の
歴
史
的

経
験
が
、
戦
後
の
国
民
党
一
党
支
配
体
制
と
い
う
環
境
の
中
で
ど
の

よ
う
に
論
述
さ
れ
、
社
会
の
記
憶
の
一
部
と
成
っ
て
い
っ
た
の
か
と

い
う
経
緯
の
一
端
を
見
て
み
た
い
。

　
実
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
の
中
の
葉
榮
鐘
の
姿
は
、
社
会
学
者
蕭

阿
勤
が
七
〇
年
代
「
現
実
回
帰
」
思
潮
に
つ
い
て
行
っ
た
周
到
な
知

識
社
会
学
的
論
述
の
中
で
点
描
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
戦
後
世
代

知
識
人
や
党
外
民
主
運
動
人
士
に
よ
る
日
本
植
民
地
統
治
期
台
湾
政

治
社
会
運
動
の
経
験
へ
の
着
目
と
見
直
し
の
動
き
、
す
な
わ
ち
、

『
大
学
雑
誌
』
に
お
け
る
陳
少
廷
（
一
九
三
二
年
生
）
を
先
駆

と
〉
1
〈

し
、
つ
い
で
康
寧
祥
（
一
九
三
八
年
生
）
が
『
台
湾
政
論
』
な
ど

に
よ
っ
て
推
し
進
め
、
さ
ら
に
蔣
渭
水
を
顕
彰
す
る
黄
煌
雄
の
言
説

へ
と
続
く
動
き
の
中
に
、
葉
榮
鐘
を
か
つ
て
の
歴
史
的
経
験
を
伝
え

る
書
き
〉
2
〈

手
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
﹇
蕭
阿
勤2008 : 

285 ‒288

﹈。

　
小
稿
で
は
、
蕭
阿
勤
の
描
く
こ
う
し
た
葉
榮
鐘
像
に
触
発
さ
れ

て
、
一
九
七
〇
年
代
の
思
潮
の
現
場
に
葉
榮
鐘
が
登
場
す
る
経
緯
を

見
直
し
て
み
た
〉
3
〈
い
。
視
点
を
葉
榮
鐘
に
移
し
て
み
て
、
か
つ
て
の
抗

日
知
識
人
葉
榮
鐘
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
も
っ
と
言
え
ば
、
戦

後
ど
の
よ
う
な
人
生
を
経
て
そ
こ
に
居
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
こ
れ
が

小
稿
の
問
い
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
台
湾
抗
日
知
識
人
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
姿
の
一
端

を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
つ
で
も
あ
る
。
筆
者
が
試

み
た
い
葉
榮
鐘
研
究
を
そ
の
十
全
な
完
成
体
の
形
で
述
べ
れ
ば
、
そ

れ
は
葉
榮
鐘
の
晩
年
期
も
含
む
戦
後
の
文
筆
活
動
の
内
包
と
外
延
と

の
双
方
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
内
包
」
と

は
、
葉
榮
鐘
の
著
述
内
容
そ
の
も
の
お
よ
び
著
述
活
動
に
直
接
関
わ

る
社
会
環
境
（
家
族
、
友
人
、
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
な
ど
）
と
葉
榮
鐘

と
の
相
互
作
用
で
あ
り
、「
外
延
」
と
は
、
彼
の
著
述
活
動
が
新
た

に
産
み
出
し
た
人
と
思
想
の
つ
な
が
り
や
波
紋
（
著
述
を
読
ん
で
訪

ね
て
く
る
若
者
や
編
集
者
、
新
た
な
発
表
の
場
の
登
場
、
そ
し
て
彼

ら
の
そ
の
後
な
ど
）
で
あ
る
。

　
一
九
六
六
年
、
葉
榮
鐘
は
長
年
勤
め
た
彰
化
商
業
銀
行
（
四
八
年

入
行
）
を
定
年
退
職
し
た
。
一
九
六
〇
年
代
初
年
に
再
開
さ
れ
た
戦

後
の
彼
の
文
筆
活
動
が
旺
盛
に
向
か
う
の
は
退
職
以
後
の
晩
年
に
あ

た
る
十
数
年
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
は
ま
た
、
葉
榮
鐘
と
そ

の
妻
施
繊
繊
（
三
一
年
結
婚
）
に
と
っ
て
は
、
子
供
た
ち
が
留
学
し

就
職
し
結
婚
し
家
庭
を
為
し
て
い
っ
た
時
期
で
あ
り
、
子
供
の
巣
立

ち
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
人
の
親
と
し
て
の
務
め
の
最
後
の
詰
め
の
時
期

に
も
あ
た
っ
て
い
た
。
こ
の
間
日
本
在
住
の
旧
友
の
息
子
に
嫁
い
だ
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長
女
蓁
蓁
（
一
九
三
二

－

一
九
六
七
）
が
世
を
去
る
と
い
う
不
幸
に

も
み
ま
わ
れ
て
い
る
。
未
だ
長
期
戒
厳
令
体
制
が
解
か
れ
る
兆
し
も

現
れ
て
い
な
い
時
代
に
お
い
て
、
退
職
し
た
銀
行
員
で
あ
り
人
の
親

で
あ
り
祖
父
に
も
な
っ
た
こ
の
か
つ
て
の
抗
日
知
識
人
は
、
そ
の
経

験
を
ど
の
よ
う
に
発
話
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
し
て
彼
が
発
話
し
そ

の
過
去
の
経
験
・
記
憶
を
記
述
し
伝
達
し
て
い
っ
た
こ
と
は
次
の
時

代
に
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
を
上
記
の
よ
う

な
方
法
で
問
え
る
だ
け
問
う
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
筆
者
の
史
料
と
デ
ー
タ
の
収
集
・
解
読
は
始
ま
っ
た
ば

か
り
で
あ
り
、
現
時
点
で
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
極
め
て
限

ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
文
化
活
動
を
行
っ

た
抗
日
知
識
人
は
葉
榮
鐘
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
現
時
点
で
筆
者
が
把
握
で
き
て
い
る
こ
と
は
多
く
な
〉
4
〈
い
。
そ
こ

で
小
稿
で
は
、
上
記
の
研
究
企
図
の
第
一
歩
と
し
て
、
次
女
葉
芸
芸

（
一
九
四
五
年
生
）
や
長
男
葉
光
南
（
一
九
三
八
年
生
）
ら
の
整
理

に
よ
る
葉
榮
鐘
の
日
記
や
書
簡
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
の
随
筆
集
（「
半

壁
書
斎
随
筆
集
」）、『
台
湾
民
族
運
動
史
』、
そ
し
て
後
に
『
台
湾
人

物
群
像
』
に
収
め
ら
れ
る
諸
篇
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
執
筆
さ
れ
た
の

か
を
跡
づ
け
て
み
た
い
。

一
　「
述
史
」
の
志

　
葉
榮
鐘
が
残
し
た
日
記
や
家
族
へ
の
書
簡
な
ど
を
見
る
と
、
歴
史

著
述
へ
の
意
欲
を
示
す
い
く
つ
か
の
記
述
が
見
え
る
。
葉
自
身
の
言

葉
で
分
類
す
る
と
、
彼
が
書
こ
う
と
意
欲
し
た
も
の
に
は
、
①
「
台

湾
政
治
運
動
史
」
な
い
し
「
台
湾
民
族
運
動
史
」、
②
「
回
憶
録
」

な
い
し
「
自
伝
」、
③
「
台
湾
先
賢
印
象
記
」
な
い
し
「
台
湾
先
賢

群
像
」、
④
「
国
民
党
統
治
下
二
十
五
年
史
」
お
よ
び
「
日
記
」、
そ

し
て
⑤
「
日
本
統
治
下
之
台
湾
」、
が
あ
っ
〉
5
〈

た
。
こ
れ
ら
を
総
称
し

て
（
葉
榮
鐘
に
お
け
る
）「
述
史
」
の
志
、
と
呼
ん
で
お
こ
〉
6
〈

う
。
こ

れ
ら
は
、
自
身
が
関
わ
っ
て
き
た
台
湾
の
同
時
代
史
で
あ
る
か
ら
、

葉
榮
鐘
の
「
述
史
」
の
志
と
は
、
日
本
植
民
地
統
治
を
経
験
し
た
抗

日
知
識
人
の
歴
史
経
験
の
記
述
と
伝
達
へ
の
意
欲
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
よ
い
。

　
父
葉
榮
鐘
の
全
集
を
編
集
し
た
葉
芸
芸
は
、
葉
の
文
筆
活
動
に
は

二
つ
の
山
が
あ
る
と
い
う
。
一
つ
は
一
九
三
〇
年
代
で
、
三
〇
年
春

東
京
の
中
央
大
学
卒
業
と
と
も
に
林
献
堂
に
呼
び
戻
さ
れ
て
台
湾
地

方
自
治
聯
盟
の
書
記
長
に
任
じ
な
が
ら
文
学
雑
誌
『
南
音
』
の
同
人

に
参
加
し
て
評
論
に
健
筆
を
振
る
い
、
つ
い
で
台
湾
新
民
報
社
に
入

り
社
説
執
筆
を
担
当
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
葉
榮
鐘

は
、
台
湾
近
代
文
学
史
研
究
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

二
番
目
は
、
前
記
一
九
六
〇
年
代
以
降
最
晩
年
に
至
る
時
期
で
あ
る

﹇
葉
芸
芸2000 : 14 ‒15

﹈。

　
葉
榮
鐘
が
「
述
史
」
の
志
を
最
初
に
記
し
た
の
は
、
第
一
の
山
の

終
わ
り
の
頃
で
あ
っ
た
。
葉
の
日
記
の
一
九
三
八
年
八
月
六
日
の
条

に
は
、
日
本
文
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
送
り
が
な
等
原
文
の
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ま
ま
）。

　
　
終
生
の
事
業
と
し
て
「
台
湾
政
治
運
動
史
」
を
完
成
せ
ね
ば
な

ら
な
い
と
痛
感
す
る
。
こ
れ
は
決
し
て
今
日
に
な
っ
て
始
め
て

決
心
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
然
し
今
ま
で
心
ば
か
り
ア
セ
ッ
テ

何
一
つ
準
備
工
作
を
し
て
ゐ
な
い
の
が
恥
し
〉
7
〈
い
。

　
こ
の
日
の
朝
、
台
北
市
内
の
喫
茶
店
で
か
つ
て
『
南
音
』
雑
誌
同

仁
だ
っ
た
楊
雲
萍
（
一
九
〇
六

－

二
〇
〇
〇
）
に
出
会
っ
た
。
当

時
、
楊
雲
萍
は
、
三
三
年
日
本
留
学
か
ら
帰
り
、
定
職
に
は
つ
か
な

か
っ
た
が
『
先
発
部
隊
』『
台
湾
新
民
報
』
な
ど
を
舞
台
に
文
筆
活

動
を
展
開
し
て
い
た
（
楊
雲
萍
年
〉
8
〈

表
﹇
林
春
蘭1995

﹈）。
葉
榮
鐘

は
楊
が
「
愈
々
大
学
者
の
外
観
を
そ
の
振
舞
に
現
は
す
」
と
感
じ
、

内
心
に
自
分
の
不
勉
強
を
恥
じ
る
気
持
ち
が
湧
い
て
心
中
種
々
計
画

を
立
て
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
日
記
に
記
し
た
の
が

「
台
湾
政
治
運
動
史
」
で
あ
っ
た
。

　
時
に
葉
榮
鐘
は
三
五
年
末
正
式
に
台
湾
新
民
報
社
に
入
社
、
通
信

部
長
兼
論
説
委
員
と
し
て
週
一
回
の
日
文
社
説
執
筆
を
担
当
し
て
い

た
。
一
九
二
〇
年
代
抗
日
運
動
の
閲
歴
や
当
時
の
職
業
や
社
会
的
位

置
か
ら
し
て
「
台
湾
政
治
運
動
史
」
執
筆
を
意
欲
す
る
の
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
当
時
、
三
一
年
に
は
台
湾

共
産
党
弾
圧
と
と
も
に
台
湾
文
化
協
会
、
台
湾
農
民
組
合
な
ど
左
派

抗
日
運
動
も
壊
滅
し
、
三
四
年
九
月
に
は
二
一
年
か
ら
続
い
て
い
た

台
湾
議
会
設
置
請
願
運
動
も
中
止
に
追
い
込
ま
れ
、
三
七
年
七
月
に

は
葉
榮
鐘
自
身
が
書
記
長
を
務
め
た
台
湾
地
方
自
治
聯
盟
も
解
散
に

追
い
込
ま
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
台
湾
政
治
運
動
」
は
と
り
あ
え

ず
過
去
形
で
し
か
語
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
消
極
的
な
意
味
で
は
あ

る
が
、
時
期
的
に
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
の
日
の
日
記
の
前
後
の
時
期
の
日
記
を
読
む
と
、
梁
啓
超
の

『
先
秦
政
治
思
想
史
』
や
『
中
国
歴
史
研
究
法
』、
郭
沫
若
の
『
中
国

古
代
社
会
研
究
』、
稲
葉
岩
吉
『
支
那
近
世
史
講
話
』、
モ
ル
ガ
ン

『
古
代
社
会
』、
ド
ー
ソ
ン
『
蒙
古
史
』、
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
『
歴
史
と

は
何
ぞ
や
』
な
ど
の
歴
史
書
を
ひ
も
と
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
台
湾
政
治
運
動
史
」
執
筆
が
「
終
生
の
事
業
」
で
あ
れ
ば
、
こ
れ

ら
を
読
む
こ
と
は
、
そ
の
準
備
、
助
走
の
一
環
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
書
け
な
か
っ
た
。
何
故
か
？

　
上
記
引
用
に
も
う
か
が
え
る
が
、
こ
の
頃
の
日
記
に
は
自
分
の
学

業
が
中
途
半
端
で
あ
っ
た
こ
と
を
悔
や
む
言
及
が
し
ば
し
ば
現

れ
〉
9
〈

る
。
二
七
年
夏
か
ら
の
二
度
目
の
留
学
生
活
の
中
で
、
葉
榮
鐘
は

師
と
仰
ぐ
べ
き
人
と
し
て
の
矢
内
原
忠
雄
（
一
八
九
三

－

一
九
六

一
）
を
見
い
だ
し
て
い
た
。
林
献
堂
の
命
に
従
い
卒
業
と
と
も
に
三

〇
年
春
台
湾
に
呼
び
戻
さ
れ
た
の
は
、
師
と
も
仰
ぎ
父
と
も
慕
い
仕

え
る
林
と
の
関
係
に
お
い
て
情
と
理
の
当
然
で
あ
っ
て
も
、
葉
榮
鐘

と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
心
中
い
さ
さ
か
不
本
意
の
と
こ
ろ
も
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
〉
10
〈

る
。
葉
榮
鐘
自
身
は
、
こ
う
し
た
学
業
の
「
中

途
半
端
」
を
心
の
ど
こ
か
で
書
け
な
い
理
由
と
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
結
局
は
時
を
越
え
て
「
述
史
」
の
志
は
果
た
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、
当
時
の
そ
う
い
っ
た
屈
託
が
決
定
的
な
障
碍
で
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あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
外
部
の
厳
し
い
政
治
環
境
が
、
そ
の
屈
託

を
克
服
し
て
「
述
史
」
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
を
現
実
味
を
帯
び

た
課
題
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
台
湾
新
民
報
社
入
社
で
葉
榮
鐘
自
身
の
社
会
的
地
位
は
上
昇
し
か

つ
安
定
し
た
と
言
え
る
が
、
台
湾
新
民
報
社
を
め
ぐ
る
状
況
は
悪
化

の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
。
葉
の
新
民
報
社
入
り
の
翌
三
六
年
六
月
に

は
林
献
堂
が
そ
の
「
祖
国
事
件
」
で
侮
辱
を
受
け
て
東
京
に
難
を
避

け
、
一
方
新
民
報
社
は
軍
部
の
目
の
敵
に
さ
れ
て
、
三
七
年
に
は
日

中
戦
争
の
勃
発
に
先
立
つ
時
期
に
漢
文
欄
の
廃
止
に
追
い
込
ま
れ
、

そ
れ
に
輪
を
か
け
る
よ
う
に
経
営
不
振
か
ら
社
員
の
給
料
の
二
割
減

俸
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
葉
榮
鐘
の
生
活
は
戦
争
の
影
と

戦
争
そ
の
も
の
に
強
く
翻
弄
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
三
九
年
新
民

報
東
京
支
局
長
と
し
て
赴
任
す
る
が
、
食
糧
事
情
が
悪
化
す
る
中
で

妻
が
健
康
を
害
し
た
た
め
一
家
挙
げ
て
帰
台
、
四
一
年
台
中
支
局
長

に
任
ず
る
が
、
新
民
報
は
当
局
の
圧
力
を
受
け
て
『
興
南
日
報
』
と

い
う
時
局
的
な
紙
名
に
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
四
三
年

『
マ
ニ
ラ
華
僑
日
報
』
編
集
次
長
と
し
て
単
身
マ
ニ
ラ
に
赴
く
が
、

こ
れ
は
日
本
軍
に
徴
用
さ
れ
大
阪
毎
日
新
聞
特
派
員
の
身
分
で
行
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
任
期
が
終
わ
り
何
と
か
無
事
に
帰
台
す
る

と
、『
興
南
新
聞
』
は
他
紙
と
統
合
さ
れ
て
『
台
湾
新
報
』
と
な
っ

て
お
り
、
葉
は
そ
の
文
化
部
長
兼
経
済
部
長
に
任
ず
る
が
、
同
年
一

〇
月
に
始
ま
っ
た
連
合
軍
の
空
襲
が
激
し
く
な
る
と
、
四
五
年
五
月

台
湾
新
報
を
辞
職
し
て
一
家
を
挙
げ
て
台
中
州
の
田
舎
に
疎
開
を
余

儀
な
く
さ
れ
、
日
本
の
敗
戦
を
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
（
葉
榮
鐘
年
表

﹇
全
集
九
：46 ‒52

﹈）。
東
京
赴
任
に
せ
よ
、
マ
ニ
ラ
赴
任
に
せ
よ
、

空
襲
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
運
が
悪
け
れ
ば
葉
榮
鐘
自
身
が
あ
る
い
は

家
族
が
危
難
に
遭
う
可
能
性
が
高
か
っ
た
。
そ
う
い
う
時
代
で
あ
っ

た
。「
述
史
」
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
日
本
の
敗
戦
、
植
民
地
支
配
か
ら
の
離
脱
、

「
祖
国
復
帰
」
と
い
う
台
湾
歴
史
の
大
転
換
も
、
た
だ
ち
に
は
「
述

史
」
の
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
日
本
の
敗
戦
の
報
と
と
も
に
、
林
献
堂
は
公
共
の
活
動
を
再
開

し
、
そ
れ
と
と
も
に
葉
榮
鐘
も
ま
た
も
林
の
幕
僚
と
し
て
身
辺
慌
た

だ
し
く
な
っ
た
。「
国
民
政
府
歓
迎
準
備
委
員
会
」
の
総
幹
事
に
任

じ
て
台
中
市
の
第
一
回
台
湾
光
復
節
慶
祝
大
会
の
司
会
を
務
め
た

り
、「
台
湾
省
海
外
僑
胞
」
の
救
援
に
関
し
て
林
献
堂
と
と
も
に
陳

儀
台
湾
省
行
政
長
官
な
ど
に
陳
情
活
動
を
行
っ
た
り
し
た
。
四
六
年

八
月
に
は
林
献
堂
ら
の
「
台
湾
光
復
致
敬
団
」
に
加
わ
り
、
南
京
、

西
安
な
ど
を
訪
問
し
た
り
も
し
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
に
用
い
ら
れ
た

文
書
の
多
く
は
葉
榮
鐘
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
林
献
堂
の
活

動
再
開
と
と
も
に
葉
榮
鐘
も
元
抗
日
右
派
の
「
文
胆
」（
文
書
幕

僚
）
と
し
て
の
役
割
を
復
活
さ
せ
た
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
親
友
荘

垂
勝
（
字
遂
性
。
一
八
九
七

－

一
九
六
二
）
が
台
中
図
書
館
長
に
任

命
さ
れ
る
と
、
葉
榮
鐘
も
同
編
訳
組
長
兼
研
究
輔
導
部
長
に
任
じ
、

荘
と
と
も
に
各
種
文
化
講
座
の
開
催
や
台
中
知
識
人
の
「
談
話
会
」

の
組
織
な
ど
、
台
中
地
域
の
文
化
活
動
の
活
性
化
に
尽
力
し
た
（
葉
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榮
鐘
年
表
﹇
全
集
九
：52 ‒54

﹈）。

　
二
・
二
八
事
件
時
に
は
、
荘
垂
勝
が
推
さ
れ
て
「
台
中
地
区
時
局

処
理
委
員
会
」
の
議
長
と
な
り
、
台
北
の
そ
れ
に
な
ら
っ
て
処
理
委

に
い
く
つ
か
の
下
位
部
門
が
設
置
さ
れ
る
と
、
葉
榮
鐘
は
そ
の
宣
伝

部
長
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
蔣
介
石
派
遣
の
鎮
圧
軍
の
接
近
の
情
報

が
飛
び
交
う
中
で
、
三
月
一
一
日
夜
荘
垂
勝
ら
何
名
か
の
委
員
が
集

ま
っ
て
処
理
委
解
散
を
決
め
た
。
葉
榮
鐘
も
「
二
七
部
隊
」
を
率
い

る
謝
雪
紅
（
一
九
〇
一

－

一
九
七
〇
）
も
そ
の
会
議
に
参
加
し
て
い

た
。「
二
七
部
隊
」
は
一
二
日
午
後
台
中
で
の
市
街
戦
で
市
民
の
犠

牲
を
出
す
こ
と
を
避
け
る
た
め
埔
里
に
撤
退
を
決
め
た
﹇
行
政
院
研

究
二
二
八
事
件
小
組1992 : 93 ‒94

﹈。
当
時
九
歳
だ
っ
た
長
男
葉
光

南
は
長
じ
て
父
の
知
り
合
い
か
ら
、
一
二
日
の
夜
父
の
声
で
放
送
を

聴
い
た
と
告
げ
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
二
七
部
隊
」
が
埔
里

に
撤
退
し
た
こ
と
、
ま
も
な
く
国
軍
部
隊
が
台
中
市
内
に
進
駐
し
て

く
る
こ
と
を
知
ら
せ
、
市
民
に
落
ち
着
い
て
対
応
し
決
し
て
外
出
し

な
い
こ
と
を
呼
び
か
け
る
も
の
だ
っ
た
﹇
葉
芸
芸2006 : 354
﹈。

　
事
件
後
、
荘
垂
勝
は
憲
兵
隊
に
逮
捕
さ
れ
た
が
、
奇
跡
的
に
一
週

間
後
に
釈
放
さ
れ
た
。
葉
榮
鐘
は
逮
捕
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
荘
と
と

も
に
図
書
館
の
職
を
免
ぜ
ら
れ
た
。
当
時
台
中
師
範
学
校
校
長
で

あ
っ
た
前
記
洪
炎
秋
も
事
件
に
関
与
し
た
と
し
て
免
職
に
な
っ
た
。

荘
垂
勝
の
長
男
林
荘
生
（
一
九
三
〇
年
生
。
六
一
年
以
降
カ
ナ
ダ
在

住
）
は
、
荘
が
釈
放
さ
れ
た
背
景
の
一
つ
と
し
て
林
献
堂
の
軍
当
局

へ
の
陳
情
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
﹇
林
荘
生1992 : 64 ‒65

﹈。
具
体

的
に
は
判
断
す
る
資
料
が
な
い
が
、
葉
榮
鐘
に
官
憲
の
手
が
及
ば
な

か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
林
献
堂
の
政
治
的
保
護

膜
が
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
葉
芸
芸
の
回
憶
す
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
事
件
直
後
何
度
も
田
舎
に
引
っ
込
ん
で
難
を
避
け
る

よ
う
に
進
め
た
友
人
が
あ
っ
た
が
、
葉
榮
鐘
は
肯
ん
じ
な
か
っ
た
と

い
う
﹇
葉
芸
芸2006

﹈。

　
無
職
と
な
っ
た
葉
榮
鐘
は
、
翌
年
林
献
堂
の
斡
旋
で
彰
化
商
業
銀

行
に
入
っ
〉
11
〈

た
。
こ
れ
に
前
後
し
て
、
国
民
政
府
か
ら
台
湾
省
参
議
会

議
員
に
推
薦
さ
れ
た
が
受
け
ず
（
四
七
年
一
二
月
）、
青
年
党
と
民

社
党
の
合
同
で
監
察
委
員
候
補
に
公
認
さ
れ
た
（
四
八
年
五
月
）
が

受
け
な
か
っ
た
（
葉
榮
鐘
年
表
﹇
全
集
九
：56 ‒57

﹈）。

　
以
後
、
中
国
大
陸
で
の
内
戦
の
情
勢
が
国
民
党
に
不
利
に
な
る
と

と
も
に
、
戒
厳
令
の
施
行
な
ど
台
湾
の
治
安
体
制
が
強
化
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
二
・
二
八
事
件
、
そ
し
て

「
白
色
テ
ロ
」
は
多
く
の
台
湾
知
識
人
に
沈
黙
を
強
い
た
が
、
葉
榮

鐘
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
後
の
引
用
で
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
、

日
記
す
ら
書
か
な
か
っ
た
。「
述
史
」
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

二
　
文
筆
活
動
の
再
開
と
「
自
伝
」

　
で
は
、
葉
榮
鐘
の
沈
黙
は
ど
の
よ
う
に
破
ら
れ
、「
述
史
」
の
志
は

ど
の
よ
う
に
果
た
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
？
　
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
に
単

行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
葉
榮
鐘
の
著
作
の
一
覧
を
表
１
に
示
す
。
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葉
芸
芸
に
よ
れ
ば
、
葉
榮
鐘
が
二
・
二
八
事
件
後
文
筆
を
復
活
さ

せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
五
六
年
東
京
に
客
死
し
た
林
献
堂

を
記
念
す
る
『
林
献
堂
先
生
紀
念
集
』
を
編
著
す
る
こ
と
で

あ
っ
〉
12
〈

た
。
こ
の
紀
念
集
で
葉
榮
鐘
は
長
編
の
「
林
献
堂
先
生
年
譜
」

を
作
成
す
る
と
と
も
に
、「
杖
履
追
随
四
十
年
」
を
書
い
て
い
る
。

そ
の
後
ま
も
な
く
随
筆
を
も
の
す
る
よ
う
に
な
り
、
社
会
的
陋
習
の

批
判
、
民
俗
文
化
の
記
録
な
ど
「
随
筆
四
五
万
字
」
を
残
し
た
の
で

あ
っ
た
﹇
葉
芸
芸2000 : 1 3
﹈。
表
に
記
し
た
よ
う
に
、
発
表
先
も

当
初
の
文
章
の
ほ
と
ん
ど
は
一
般
の
目
に
は
触
れ
に
く
い
と
思
わ
れ

る
勤
務
先
の
『
彰
銀
資
料
』（
月
刊
）
で
あ
っ
た
（
最
初
の
も
の
は

一
九
六
二
年
七
月
）。
六
五
年
三
月
こ
れ
ら
を
集
め
て
荘
垂
勝
ゆ
か

り
の
台
中
の
中
央
書
〉
13
〈

局
か
ら
『
半
路
出
家
集
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
る

と
、
文
筆
家
と
し
て
も
や
や
そ
の
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
か
、
そ
の
後
に
は
一
般
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
『
徴
信
新
聞
』

（『
聯
合
報
』
前
身
）、『
出
版
月
刊
』、『
中
華
雑
誌
』
な
ど
に
も
文
章

を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
は
相
変
わ
ら
ず
『
彰
銀
資

料
』
に
書
き
続
け
ら
れ
た
随
筆
と
と
も
に
二
冊
目
の
随
筆
集
『
小
屋

大
車
集
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　『
林
献
堂
紀
念
集
』
の
編
著
は
、
葉
榮
鐘
と
林
献
堂
と
の
関
係
、

林
献
堂
の
傍
ら
で
果
た
し
た
葉
榮
鐘
の
役
割
や
位
置
、
そ
し
て
同
世

代
の
中
で
は
抜
き
ん
で
た
中
文
を
書
く
能
力
、
さ
ら
に
は
気
節
を
重

ん
じ
て
為
さ
ざ
る
処
有
り
か
つ
出
し
ゃ
ば
り
を
好
ま
な
い
そ
の
気
質

な
ど
の
要
因
か
ら
見
て
、
当
時
葉
榮
鐘
を
お
い
て
他
の
人
選
は
あ
り

得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
〉
14
〈
る
。
こ
れ
ら
は
ま
た
後
に
蔡
培
火
（
一
八
八

九

－

一
九
八
三
）、
呉
三
連
（
一
八
九
九

－

一
九
八
八
）
ら
が
葉
榮

鐘
に
『
台
湾
民
族
運
動
史
』
執
筆
を
依
頼
す
る
理
由
で
も
あ
っ
た
と

推
測
で
き
る
。
蔡
培
火
ら
の
眼
中
に
お
い
て
は
、
戦
後
に
お
い
て
も

葉
榮
鐘
は
、
か
つ
て
の
抗
日
右
派
人
士
の
「
永
遠
の
文
胆
」
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

　
後
の
経
緯
が
示
す
よ
う
に
、
抗
日
運
動
右
派
「
先
輩
」
た
ち
の
葉

へ
の
こ
の
よ
う
な
役
割
期
待
と
葉
自
身
の
「
述
史
」
の
志
と
は
完
全

に
重
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
蔡
培
火
ら
に
と
っ
て
は
、「
文

胆
」
は
「
文
胆
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
葉
榮
鐘
は

書
き
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
立
し
て
い
た
の
だ
と
言
え
る
。
だ

が
、
何
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
『
林
献
堂
紀
念
集
』
編
著
の
過
程
で
、

「
暴
風
雨
時
期
」（
後
述
）
の
初
期
に
兆
し
た
「
述
史
」
の
志
が
、
実

現
可
能
な
意
欲
と
し
て
蘇
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
後

に
ア
メ
リ
カ
留
学
中
の
長
男
葉
光
南
に
宛
て
た
六
七
年
六
月
七
日
付

の
手
紙
で
「
我
決
意
寫
《
台
灣
民
族
運
動
史
》
早
在
十
餘
年
前
就
已

下
決
心
的
」﹇
全
集
九
：102

﹈
と
述
べ
て
い
る
の
が
こ
れ
を
裏
付
け

て
い
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、「
自
伝
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
筆
活
動
再
開
か
ら
間

も
な
い
頃
、
葉
光
南
宛
六
三
年
一
一
月
八
日
付
の
書
簡
で
、
葉
榮
鐘

は
、「
我
現
在
除
毎
期
為
彰
銀
資
料
寫
隨
筆
外
，
還
自
撰
寫
回
憶

録
，
近
日
寫
完
一
篇
抗
戰
中
的
生
活
記
録
題
為
〈
半
壁
書
齋
由
來

記
〉」
と
「
自
伝
」
執
筆
の
意
欲
と
実
際
の
取
り
組
み
を
記
し
て
い



表
１
　
葉
榮
鐘
著
単
行
本
一
覧

出
版
年
月

タ
イ
ト
ル

出
版
地

出
版
社

全
集

所
収
巻

備
考
（
初
出
雑
誌
・
新
聞
な
ど
）

一
九
六
五
年

三
月

『
半
路
出
家
集

（
半
壁
書
斎
随
筆
第
一
輯
）』

台
中

中
央
書
局

四
上

所
収
随
筆
文
末
に
初
出
年
月
の
み
記
す
。
全
集
編
者
葉
芸
芸
に
よ
れ
ば
ほ
と
ん

ど
が
『
彰
銀
資
料
』
掲
載
、「
一
段
暴
風
雨
時
期
的
生
活
記
録
」
の
み
『
民
主

評
論
』（
香
港
）。

一
九
六
七
年

三
月

『
小
屋
大
車
集

（
半
壁
書
斎
随
筆
第
二
輯
）』

台
中

中
央
書
局

四
下

所
収
随
筆
文
末
に
初
出
年
月
、
初
出
紙
誌
名
記
載
無
し
。
内
三
篇
は
『
徴
信
新

聞
』（『
聯
合
報
』
前
身
）、
ほ
か
、『
中
華
雑
誌
』『
出
版
月
刊
』
所
載
が
一
篇

ず
つ
。
そ
の
他
は
『
彰
銀
資
料
』
掲
載
の
可
能
性
が
高
い
。

一
九
七
一
年

九
月

『
台
湾
民
族
運
動
史
』

（
奥
付
「
著
作
者
　
蔡
培
火
、
林
柏
壽
、

陳
逢
源
、
呉
三
連
、
葉
榮
鐘
」）

台
北

自
立
晩
報
社

一
上
・
下

『
自
立
晩
報
』
に
「
日
拠
時
期
台
湾
政
治
社
会
運
動
史
」
と
し
て
、
一
九
七
〇

年
四
月
一
日
〜
七
一
年
一
月
一
〇
日
の
間
連
載
（「
撰
述
人
」
は
同
前
五
名
）、

計
二
七
八
回
、
約
五
〇
字
。
手
稿
は
「
日
拠
下
台
湾
政
治
社
会
運
動
史
」（
一

九
七
〇
年
三
月
一
日
脱
稿
）、
全
集
は
葉
榮
鐘
名
で
こ
の
表
題
で
収
録
。

一
九
七
七
年

八
月
『
美
国
見
聞
録
』

台
中

中
央
書
局

四
上

『
自
立
晩
報
』
連
載
、
一
部
は
『
彰
銀
資
料
』
に
も
。「
半
壁
書
斎
随
筆
」
の
第

三
輯
に
相
当
。

一
九
七
九
年

六
月

『
三
友
集
』

（
蘇
薌
雨
・
葉
榮
鐘
・
洪
炎
秋
著
）

台
中

中
央
書
局

四
下

『
国
語
日
報
』『
彰
銀
資
料
』
な
ど
。
洪
炎
秋
の
編
集
と
推
測
さ
れ
る
。

一
九
八
五
年

八
月
『
台
湾
人
物
群
像
』（
李
南
衡
編
）

台
北
県

帕
米
爾
書
店

二

さ
ら
に
四
篇
を
加
え
て
、
一
九
九
五
年
再
版
（
葉
芸
芸
・
李
南
衡
編
、
台
北
：

時
報
文
化
出
版
）。

二
〇
〇
〇
年

八
月

葉
芸
芸
総
策
劃

『
葉
榮
鐘
全
集
一

日
拠
下
台
湾
政
治
社
会
運
動
史 

上
』

台
中

晨
星
出
版

葉
芸
芸
・
藍
博
洲
主
編

二
〇
〇
〇
年

八
月

葉
芸
芸
総
策
劃

『
葉
榮
鐘
全
集
一

日
拠
下
台
湾
政
治
社
会
運
動
史 

下
』

台
中

晨
星
出
版

葉
芸
芸
・
藍
博
洲
主
編

二
〇
〇
〇
年

八
月

葉
芸
芸
総
策
劃

『
葉
榮
鐘
全
集
二 

台
湾
人
物
群
像
』

台
中

晨
星
出
版

葉
芸
芸
主
編
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二
〇
〇
〇
年

八
月

葉
芸
芸
総
策
劃

『
葉
榮
鐘
全
集
三

日
拠
下
台
湾
大
事
年
表
』

台
中

晨
星
出
版

葉
芸
芸
・
藍
博
洲
主
編

二
〇
〇
〇
年

一
二
月

葉
芸
芸
総
策
劃

『
葉
榮
鐘
全
集
四 

半
壁
書
斎
随
筆 

上
』
台
中

晨
星
出
版

葉
芸
芸
主
編

二
〇
〇
〇
年

一
二
月

葉
芸
芸
総
策
劃

『
葉
榮
鐘
全
集
四 

半
壁
書
斎
随
筆 

下
』
台
中

晨
星
出
版

葉
芸
芸
主
編

二
〇
〇
〇
年

一
二
月

葉
芸
芸
総
策
劃

『
葉
榮
鐘
全
集
五 
少
奇
吟
草
』

台
中

晨
星
出
版

葉
芸
芸
主
編
、
林
瑞
明
校
訂
。
生
前
自
身
が
「
少
奇
吟
草
」
と
題
し
て
詩
稿
を

整
理
。
死
後
未
整
理
の
晩
年
の
詩
稿
も
含
め
て
遺
族
が
編
集
し
て
七
九
年
に
刊

行
、
知
友
に
配
布
。
全
集
収
録
・
公
刊
に
際
し
て
、
当
時
時
局
の
関
係
で
未
収

録
で
あ
っ
た
「
哀
哀
美
麗
島
」（
一
九
六
一
年
五
月
二
三
日
作
）
と
「
無
題
」

（
一
九
七
八
年
作
）
を
収
録
。

二
〇
〇
二
年

三
月

葉
芸
芸
総
策
劃

『
葉
榮
鐘
全
集
六 

葉
榮
鐘
日
記 
上
』

台
中

晨
星
出
版

葉
光
南
・
葉
芸
芸
主
編

二
〇
〇
二
年

三
月

葉
芸
芸
総
策
劃

『
葉
榮
鐘
全
集
六 

葉
榮
鐘
日
記 

下
』

台
中

晨
星
出
版

葉
光
南
・
葉
芸
芸
主
編

二
〇
〇
二
年

三
月

葉
芸
芸
総
策
劃

『
葉
榮
鐘
全
集
七 

葉
榮
鐘
早
年
文
集
』

台
中

晨
星
出
版

葉
芸
芸
・
陳
昭
瑛
主
編

二
〇
〇
二
年

三
月

葉
芸
芸
総
策
劃

『
葉
榮
鐘
全
集
八 

近
代
台
湾
金
融
経
済

発
展
史
』

台
中

晨
星
出
版

徐
振
國
主
編
。
原
題
『
彰
化
銀
行
六
十
年
史
』。

二
〇
〇
二
年

三
月

葉
芸
芸
総
策
劃

『
葉
榮
鐘
全
集
九 

葉
榮
鐘
年
表
』

台
中

晨
星
出
版

葉
光
南
・
葉
芸
芸
主
編
。
在
米
子
女
（
葉
光
南
・
葉
芸
芸
）
へ
の
書
簡
、
徐
復

観
・
王
詩
琅
・
洪
炎
秋
・
黄
得
時
・
葉
光
南
の
追
悼
・
回
想
文
も
収
録
。

出
所
：
若
林
正
丈
作
成
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る
﹇
全
集
九
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﹈。
こ
の
〈
半
壁
書
齋
由
來
記
〉
は
、
翌
六
四
年

八
月
三
一
日
に
同
じ
く
長
男
宛
の
手
紙
の
記
述
か
ら
、
台
中
で
の
外

省
人
の
友
人
徐
復
観
（
東
海
大
学
教
授
。
一
九
〇
三

－

一
九
八
二
）

の
紹
介
で
徐
自
身
が
主
宰
す
る
香
港
の
『
民
主
評
論
』（
六
四
年
一

月
号
）
に
「
一
段
暴
風
雨
時
期
的
生
活
記
録
」
と
題
し
て
掲
載
さ
れ

た
文
章
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
同
日
付
け
書
簡
で
は
「
自
伝
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
⒜
出
生
か
ら

一
八
、九
歳
の
頃
ま
で
の
こ
と
は
す
で
に
書
い
た
、
⒝
「
光
復
前

後
」（
一
九
四
一
〜
四
六
年
）
に
つ
い
て
約
二
・
五
万
字
を
書
き
、
丘

念
台
（
一
八
九
四

－

一
九
六
七
）
に
送
っ
て
発
表
可
能
か
ど
う
か
見

て
貰
っ
て
い
る
、
⒞
今
後
一
九
二
〇
年
か
ら
三
五
年
の
部
分
を
暇
を

見
て
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
趣
旨
を
記
し
て
い
る
。
⒝

は
、『
民
主
評
論
』
の
六
四
年
一
二
月
号
に
「
台
湾
省
光
復
前
後
的

回
憶
」
と
題
し
て
掲
載
さ
れ
、
生
前
に
前
記
の
『
小
屋
大
車
集
』
に

収
め
ら
れ
た
。
⒜
も
確
か
に
書
か
れ
て
い
て
、
没
後
「
葉
榮
鐘
先
生

回
憶
録
」
と
題
し
て
『
文
季
』
第
一
巻
三
期
（
一
九
八
三
年
九
月
）

に
掲
載
さ
れ
、
さ
ら
に
李
南
衡
（
一
九
四
〇
年
生
）
の
編
集
で
『
台

湾
人
物
群
像
』（
一
九
八
五
年
）
に
収
録
さ
れ
た
。
⒞
は
独
立
の
も

の
と
し
て
は
書
か
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
だ
が
、
一
九
二
〇
〜
三
五

年
は
ち
ょ
う
ど
葉
榮
鐘
が
林
献
堂
に
追
随
し
て
台
湾
議
会
設
置
運

動
、
台
湾
地
方
自
治
聯
盟
な
ど
の
政
治
運
動
に
参
加
し
た
時
期
に
あ

た
る
。
⒞
に
あ
た
る
も
の
は
、
そ
の
林
献
堂
に
つ
い
て
の
回
憶
や

『
台
湾
民
族
運
動
史
』
の
記
述
に
溶
け
込
ま
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い

え
よ
〉
15
〈
う
。
こ
の
書
簡
で
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
二
・
二
八
事
件

以
後
の
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る
。

三
　「
台
湾
先
賢
印
象
記
」

　
一
九
六
四
年
七
月
一
四
日
付
の
葉
光
南
宛
の
書
簡
で
は
、
葉
榮
鐘

の
「
述
史
」
の
三
段
階
の
計
画
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
親
友
荘
垂
勝

の
長
男
林
荘
生
の
勧
め
に
促
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
曰
く
、

　
　
荘
生
日
昨
來
信
勸
我
用
錄
音
保
管
我
的
講
演
：
關
於
台
灣
政
治

解
放
運
動
的
經
過
，
云
分
十
次
録
音
，
每
次
一
小
時
半
，
共
要

十
五
小
時
，
寫
一
本
《
台
灣
民
族
運
動
史
》。
我
本
有
此
計

劃
，
唯
資
料
尚
未
集
齊
故
未
動
手
。
而
且
在
這
以
前
擬
寫
完
一

本
《
台
湾
先
賢
印
象
記
》，
把
過
去
民
族
運
動
之
重
要
角
色
描

寫
一
下
。
現
在
已
寫
就
六
、七
人
、
再
加
六
、七
人
便
可
成
書
。

這
書
出
後
應
趕
寫
我
的
自
傳
、
現
已
寫
成
三
分
之
一
。
這
兩
書

完
成
後
才
可
著
手
寫
民
族
運
動
史
。（「
家
書
」﹇
全
集
九
：

8 7

﹈）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
一
段
階
は
一
九
二
〇
年
代
抗
日
民
族
運
動
重

要
人
物
の
事
跡
を
論
じ
る
も
の
で
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
書
き
上
げ

て
い
る
と
さ
れ
る
「
六
、七
人
」
と
は
、
林
献
堂
、
荘
垂
勝
、
高
天

成
、
羅
萬
俥
な
ど
が
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、「
さ
ら
に
加
え

る
六
、七
人
」
の
範
囲
は
不
明
だ
が
、
そ
の
後
死
去
ま
で
に
公
刊
し

て
い
る
文
章
に
は
、
林
呈
禄
、
蔡
恵
如
、
林
幼
春
、
蔣
渭
水
、
楊
肇
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嘉
、
施
家
本
に
つ
い
て
の
も
の
が
あ
り
、
未
刊
稿
と
し
て
死
後
に
発

表
さ
れ
た
も
の
に
頼
和
、
丘
念
台
、
呉
三
連
に
つ
い
て
の
も
の
な
ど

が
あ
〉
16
〈

る
。
第
二
段
階
の
「
自
伝
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
。

「
す
で
に
書
い
た
三
分
の
一
」
と
は
、
前
記
引
用
中
の
〈
半
壁
書
齋

由
來
記
〉
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
書
き
終
え
刊
行
し
て
か
ら
「
民
族
運
動
史
」

に
着
手
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
現
実
に
は

こ
の
よ
う
な
順
番
に
は
な
ら
ず
、「
自
伝
」
は
形
式
的
に
は
完
成
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
第
三
段
階
の
「
民
族
運
動
史
」
が
先
に
書
か
れ

刊
行
さ
れ
、
第
一
段
階
と
考
え
ら
れ
て
い
た
部
分
は
、『
台
湾
人
物

群
像
』
と
し
て
そ
の
死
後
に
、
葉
榮
鐘
が
こ
れ
ら
を
書
い
て
経
験
を

伝
え
た
い
と
考
え
て
い
た
そ
の
世
代
の
文
化
人
（
李
南
衡
、
一
九
四

〇
年
生
）
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
何
故
台
湾
人
の
歴
史
を
書
く
の
か
？
　
二
つ
の
記
述

を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
六
四
年
八
月
三
一
日
付
の

葉
光
南
へ
の
手
紙
の
一
節
で
あ
る
。

　
　
　
台
灣
人
因
過
去
五
十
年
間
的
歷
史
關
係
，
一
般
人
對
於
國
文

的
力
量
較
差
，
致
受
輕
視
而
吃
大
虧
。
但
我
有
自
信
，
台
人
之

才
能
絕
不
弱
於
任
何
民
族
，
若
能
努
力
從
事
定
有
可
觀
。
余
現

在
不
以
老
朽
自
棄
，
而
孳
孳
以
寫
作
為
念
者
，
第
一
是
欲
留
一

點
記
錄
性
文
字
以
供
將
來
修
史
者
之
參
考
；
另
一
點
是
不
願
被

人
歧
視
台
人
為
不
學
無
術
之
土
包
子
。（「
家
書
」﹇
全
集
九
：

8 9

﹈）

　
記
録
を
残
し
将
来
の
参
考
に
供
す
る
、
そ
し
て
台
湾
人
が
他
に
劣

ら
な
い
文
化
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
、
こ
の
二
つ
が

「
述
史
」
の
理
由
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
葉
榮
鐘
は
一
年
以

上
後
の
林
荘
生
宛
て
の
手
紙
（
六
五
年
一
二
月
二
三
日
）
に
さ
ら
に

言
葉
を
残
し
て
い
る
。
曰
く
、

　
　
　
日
本
統
治
下
的
台
灣
解
放
運
動
，
從
結
果
看
來
，
沒
有
一
件

是
成
功
。
但
對
當
時
的
民
眾
，
尤
其
是
知
識
階
級
喚
起
當
仁
不

讓
之
精
神
，
確
實
起
了
作
用
。
如
果
人
類
的
文
化
不
以
現
實
之

成
敗
做
準
則
，
而
以
提
升
的
精
神
水
準
來
衡
量
，
那
麼
，
當
時

的
運
動
是
有
一
定
的
歷
史
地
位
。
孔
子
、
基
督
、
釋
迦
之
努

力
，
以
近
日
之
狀
況
看
來
顯
然
是
失
敗
，
但
歷
史
不
能
無
視
這

些
先
賢
的
精
神
。
我
對
記
錄
當
時
爭
取
自
由
之
過
程
，
感
到
一

種
使
命
感
，
而
願
意
從
這
個
觀
點
去
寫
台
灣
之
民
族
運
動
史
。

﹇
林
荘
生1992 : 241

（
原
文
日
本
語
、
未
見
）﹈

　
さ
ら
に
、
葉
榮
鐘
は
一
九
六
四
年
に
書
い
た
「
索
居
滿
興
四
續
」

と
題
す
る
詩
の
中
で
歴
史
記
憶
の
伝
達
に
つ
い
て
の
使
命
感
を
表
明

し
て
い
る
（『
少
奇
吟
草
』﹇
全
集
五
：229

﹈）。

　
　
先
賢
幾
輩
已
歸
休

　
　
餘
緒
誰
能
繼
末
流

　
　
幽
德
闡
揚
後
死
責

　
　
勉
揮
禿
筆
寫
從
頭

　
何
故
書
く
の
か
？
　
政
治
史
上
の
勝
者
に
あ
ら
ざ
る
台
湾
人
に
も

歴
史
が
あ
り
時
代
に
伍
し
て
闘
う
精
神
が
あ
っ
た
。
そ
の
精
神
こ
そ
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伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
述
史
」
に
取
り
組
む
の
は
そ
の
た
め

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
広
く
台
湾
社
会
全
体
に
向
か
っ
て
は
、
台
湾

人
の
歴
史
と
文
化
の
対
等
と
へ
の
承
認
を
強
く
求
め
る
こ
と
で
も

あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
康
寧
祥
、
黄
煌
雄
ら
戦
後
世
代
が
引
き
継
ぐ
こ

と
を
意
欲
し
か
つ
七
〇
年
代
の
公
共
空
間
に
発
話
し
て
い
っ
た
精
神

で
あ
っ
た
。

四
　「
台
湾
政
治
運
動
史
」

　
さ
て
、
前
記
三
段
階
の
「
述
史
」
計
画
最
終
段
階
の
「
台
湾
政
治

運
動
史
」
で
あ
る
。
葉
榮
鐘
自
身
の
も
く
ろ
み
と
異
な
っ
て
、
前
記

の
よ
う
に
こ
の
段
階
が
前
倒
し
に
な
っ
た
の
は
、
二
〇
年
代
抗
日
運

動
右
派
の
「
先
輩
」
た
ち
の
中
の
内
紛
で
あ
っ
た
。
一
九
六
七
年
五

月
一
一
日
付
葉
光
南
宛
の
手
紙
に
は
次
の
一
節
が
あ
る
。

　
　
最
近
肇
嘉
伯
出
版
《
楊
肇
嘉
回
憶
録
》，
因
内
中
對
其
養
父
批

評
太
過
火
，
又
吹
牛
吹
得
太
離
譜
，
致
受
各
方
面
反
感
，
引
起

軒
然
大
波
。
這
是
好
名
之
累
的
實
例
。
因
其
回
憶
録
風
波
的
影

響
，
受
蔡
培
火
、
呉
三
連
兩
先
輩
的
慫
慂
寫
《
台
灣
民
族
運
動

史
》。
現
在
正
著
手
籌
備
、
初
歩
預
定
明
年
出
書
。﹇
全
集
九
：

101

﹈

　
六
七
年
元
旦
か
ら
再
開
さ
れ
た
日
記
の
記
述
を
見
る
と
、
盛
ん
に

歴
史
書
を
読
み
始
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
元
旦
か
ら
『
四
書

読
〉
17
〈

本
』
を
読
み
始
め
、
翌
日
に
は
『
歴
史
よ
も
や
ま
話
』（
上
・

下
〉
18
〈
巻
）
を
開
始
し
て
一
二
日
読
了
。
一
〇
日
注
文
し
て
あ
っ
た
井
上

清
『
日
本
の
歴
史
』（
上
・
中
・
下
〉
19
〈

巻
）
が
届
い
て
、
二
月
四
日
読

了
、
三
月
一
九
日
か
ら
は
要
点
の
抜
き
書
き
を
始
め
て
五
月
二
〇
日

終
了
。
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
は
梁
啓
超
『
中
国
歴
史
研
究
法
補

編
』、
黎
東
方
『
細
説
元
朝
』、
同
『
細
説
民
国
』（
い
ず
れ
も
上
・

下
巻
）
に
目
を
通
し
て
い
る
。
三
八
年
日
記
に
初
め
て
「
述
史
」
の

志
を
記
し
た
時
に
似
て
い
る
。
葉
榮
鐘
自
身
す
で
に
本
格
的
助
走
を

始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
王
詩
琅
に
頼
ま
れ
て
『
台
湾
青

年
』
の
総
目
録
の
作
成
に
取
り
か
か
り
（
三
月
二
〇
日
開
始
）『
台

湾
風
物
』
に
投
稿
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
助
走
の
一
環
に
な
っ
て
い

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
最
中
に
『
楊
肇
嘉
回
憶
録
』（
台

北
：
三
民
書
局
、
一
九
六
七
年
）
の
件
が
起
こ
っ
た
。

　
四
月
一
二
日
葉
榮
鐘
は
蔡
培
火
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
る
。
そ
れ

は
予
期
に
違
わ
ず
楊
肇
嘉
の
回
想
録
問
題
だ
っ
た
﹇
全
集
六
上
：

293

﹈。
さ
ら
に
二
五
日
蔡
か
ら
こ
の
件
の
相
談
の
た
め
来
北
を
促
す

速
達
が
届
き
、
葉
榮
鐘
は
五
月
二
日
国
賓
大
飯
店
で
蔡
培
火
、
呉
三

連
と
昼
食
を
共
に
し
た
﹇
同
前
：295 , 297

﹈。
葉
榮
鐘
に
よ
る
『
台

湾
民
族
運
動
史
』
執
筆
の
件
は
、
こ
の
時
に
大
筋
が
決
ま
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
同
月
七
日
の
日
記
に
は
、
楊
肇
嘉
の
弟
が
豊
原
で
記
者
会

見
し
て
『
楊
肇
嘉
回
憶
録
』
を
攻
撃
し
て
新
聞
で
報
道
さ
れ
た
こ
と

と
と
も
に
、「《
台
湾
民
族
運
動
史
》
漸
次
構
成
腹
稿
」
と
の
記
載
が

あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
日
記
に
は
、
こ
の
件
に
つ
い
て
蔡
培
火
か

ら
陳
逢
源
の
同
意
を
取
り
付
け
た
こ
と
（
九
日
）、
呉
三
連
か
ら
葉
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榮
鐘
へ
の
執
筆
経
費
の
支
給
の
件
が
提
案
さ
れ
た
こ
と
（
二
三
日
）

の
記
述
が
あ
り
、
そ
し
て
、
つ
い
に
二
七
日
に
は
執
筆
の
直
接
の
準

備
と
し
て
年
表
作
成
を
開
始
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
﹇
同
前
：

298 ‒303
﹈。
ま
た
、
九
月
に
は
重
要
参
考
資
料
と
な
る
『
台
湾
総
督

府
警
察
沿
革
誌
第
二
編 

領
台
以
後
の
治
安
状
況
（
中
巻
） 

台
湾
社

会
運
動
史
』
を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
〉
20
〈

る
。

　
年
表
の
草
稿
が
完
成
し
た
の
は
、
一
〇
月
三
日
だ
っ
た
（
同
日
日

記
﹇
同
前
：331

﹈）。
し
か
し
、
た
だ
ち
に
は
『
台
湾
民
族
運
動

史
』
の
執
筆
に
は
取
り
組
め
な
か
っ
た
。
東
京
に
嫁
い
だ
長
女
の
死

で
あ
る
。
長
女
蓁
蓁
は
二
人
の
子
供
の
育
児
に
加
え
て
住
居
新
築
と

引
越
の
過
労
で
六
月
か
ら
寝
込
み
、
七
月
に
入
る
と
熱
が
引
か
な
く

な
り
入
院
、
心
臓
弁
膜
症
と
診
断
さ
れ
、
肺
炎
も
併
発
、
九
月
に
は

一
時
持
ち
直
し
た
が
、
一
〇
月
一
三
日
最
期
の
息
を
引
き
取
っ
た

﹇
葉
榮
鐘1979 : 202 ‒207

﹈。
葉
榮
鐘
は
家
族
を
支
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
留
学
中
の
長
男
は
博
士
論
文
資
格
試
験
を

控
え
、
次
女
は
実
践
家
政
専
科
学
校
に
進
学
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

崩
れ
が
ち
に
な
る
次
男
葉
蔚
南
（
一
九
五
〇
年
生
）
の
勉
学
の
意
志

に
も
気
を
回
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
妻
は
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
た
。

い
っ
た
ん
落
ち
着
い
て
も
知
友
が
慰
め
に
来
る
た
び
に
悲
し
み
は
ぶ

り
返
し
、
涙
に
く
れ
る
。
自
身
の
心
の
整
理
も
必
要
だ
っ
た
。
一
一

月
一
〇
日
長
編
随
筆
「
蓁
児
最
後
的
信
」
を
書
き
始
め
、
一
二
月
九

日
書
き
終
え
た
﹇
全
集
六
上
：347

﹈。
長
女
病
重
篤
の
報
に
接
し
て

い
る
時
期
に
葉
榮
鐘
が
家
族
に
キ
リ
ス
ト
教
入
信
を
告
げ
て
い
る
こ

と
も
、
こ
の
時
の
葉
榮
鐘
の
心
境
を
示
す
事
柄
と
し
て
付
け
加
え
て

お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
〉
21
〈

う
。

　
そ
し
て
、
一
一
月
一
一
日
清
書
さ
れ
て
き
た
「
年
表
」
の
校
訂
作

業
に
手
を
つ
け
（
一
三
日
終
了
）、
年
を
越
し
て
よ
う
や
く
執
筆
が

始
ま
る
。
日
記
六
八
年
一
月
七
日
の
条
に
は
「
目
次
」
を
書
い
た
、

と
あ
り
、
一
五
日
の
条
に
は
第
一
章
「
台
湾
民
族
運
動
之
濫
觴
」
の

「
台
湾
同
化
会
」
の
部
分
一
千
字
を
書
き
終
え
た
、
と
あ
る
﹇
同

前
：354 , 356

﹈。
以
後
の
経
緯
を
長
男
宛
の
手
紙
の
記
述
で
追
う

と
、
三
月
二
七
日
の
手
紙
で
は
す
で
に
第
一
章
を
脱
稿
し
て
、
蔡
培

火
と
呉
三
連
の
校
閲
に
回
し
た
と
あ
り
、
四
月
一
二
日
第
二
章
「
六

三
法
撤
廃
運
動
」
一
万
五
千
字
を
脱
稿
、
次
週
蔡
培
火
に
校
閲
に
出

す
（
一
三
日
付
書
簡
）、
五
月
二
六
日
第
三
章
脱
稿
（
二
五
日
付
書

簡
）
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
翌
六
九
年
九
月
二
一
日
付
書
簡
で
は
す
で

に
第
七
章
を
脱
稿
し
、
第
八
章
の
三
分
の
一
を
終
え
て
い
る
こ
と
を

記
し
、
七
〇
年
元
旦
の
書
簡
で
は
、
第
九
章
も
脱
稿
し
あ
と
一
章
を

残
す
の
み
と
な
り
、
草
稿
を
書
き
終
え
て
か
ら
再
度
見
直
し
を
行

い
、
そ
の
後
『
自
立
晩
報
』
に
連
載
、
連
載
終
了
後
単
行
本
刊
行
の

運
び
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
手
紙
で
は
一
月

中
に
脱
稿
の
つ
も
り
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
草
稿
脱

稿
は
三
月
一
一
日
で
あ
っ
た
（
一
三
日
付
書
簡
、
同
日
付
日
記
）。

　「
年
表
」
作
成
を
執
筆
の
直
接
的
準
備
作
業
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
に
は
六
七
年
五
月
二
七
日
か
ら
同
年
一
一
月
一
三
日
の
足

か
け
六
か
月
、「
目
次
」
作
成
を
執
筆
開
始
と
す
れ
ば
、
本
格
的
執



164

筆
作
業
は
六
八
年
一
月
七
日
か
ら
七
〇
年
三
月
一
一
日
ま
で
の
二
年

二
か
月
か
か
っ
た
。「
年
表
」
作
成
と
合
わ
せ
れ
ば
合
計
二
年
と
八

か
月
の
時
間
を
費
や
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
葉
榮
鐘
夫
妻
は

長
女
の
死
に
遭
っ
た
が
、
六
五
年
林
妙
芬
と
結
婚
し
た
長
男
葉
光
南

に
は
六
八
年
初
孫
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
葉
光
南
は
翌
年
米
ジ
ョ
ー
ジ

ア
州
立
大
学
か
ら
化
学
の
博
士
学
位
を
取
得
し
夫
妻
を
喜
ば
せ
た
。

七
〇
年
草
稿
脱
稿
後
で
あ
る
が
、
次
女
葉
芸
芸
は
実
践
家
政
専
科
学

校
を
卒
業
、
こ
の
頃
に
は
翌
年
結
婚
す
る
東
海
大
学
助
手
陳
文
典
と

の
交
際
が
始
ま
っ
て
い
た
。
八
月
に
は
次
男
葉
蔚
南
が
世
界
新
聞
専

科
学
校
に
合
格
し
〉
22
〈

た
。
葉
榮
鐘
は
、
長
女
を
異
郷
に
失
う
と
い
う
痛

手
を
受
け
な
が
ら
も
、
自
身
の
代
表
作
の
著
述
と
と
も
に
、
人
の
親

と
し
て
の
最
終
段
階
の
務
め
を
も
見
事
に
果
た
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　『
自
立
晩
報
』
に
連
載
開
始
は
当
初
三
月
二
〇
日
の
予
定
だ
っ
た

が
、
実
際
に
は
四
月
一
日
と
な
っ
た
（
同
日
付
日
記
）。
そ
し
て
、

翌
七
一
年
一
月
一
〇
日
連
載
を
終
了
し
た
。
単
行
本
は
『
台
湾
民
族

運
動
史
』
と
題
し
〉
23
〈

て
刊
行
さ
れ
た
。
奥
付
の
刊
行
日
付
は
同
年
九
月

と
な
っ
て
い
る
が
、
日
記
に
よ
れ
ば
葉
榮
鐘
が
同
書
を
受
け
取
っ
た

の
は
一
一
月
八
日
で
あ
っ
〉
24
〈

た
。

　
か
く
し
て
、
そ
の
「
述
史
」
の
志
の
中
核
部
分
は
果
た
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
が
、
葉
榮
鐘
に
と
っ
て
は
不
本
意
な
部
分
、
そ
し
て
憤
慨

の
種
と
な
る
事
柄
も
あ
っ
た
。
原
因
は
蔡
培
火
で
あ
っ
た
。
第
一

に
、『
自
立
晩
報
』
連
載
に
際
し
て
、
蔡
培
火
の
主
張
で
、
蔡
培

火
、
林
柏
壽
、
陳
逢
源
、
呉
三
連
、
葉
榮
鐘
の
五
名
の
共
同
編
集
と

さ
れ
、
表
題
は
「
日
拠
時
期
台
湾
政
治
社
会
運
動
史
」
と
変
更
さ
れ

た
（
葉
光
南
宛
書
簡
、
七
〇
年
三
月
二
八
日
﹇
全
集
九
：113

﹈）。

第
二
に
、
単
行
本
で
は
表
題
は
元
に
戻
っ
た
が
、
葉
榮
鐘
の
反
対
は

容
れ
ら
れ
ず
、
押
し
切
ら
れ
て
結
局
上
記
五
名
が
執
筆
者
と
し
て
名

を
連
ね
る
形
と
さ
れ
〉
25
〈

た
。
第
三
に
、
単
行
本
の
「
序
」
に
は
、
五
名

が
共
同
で
資
料
収
集
や
執
筆
方
針
を
決
め
、「
葉
榮
鐘
君
が
初
稿
を

執
筆
し
た
」
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
「
初
稿
」
の
二
文
字
は
葉
榮
鐘
の

原
稿
に
は
な
く
、
葉
榮
鐘
の
承
諾
な
く
蔡
培
火
に
よ
っ
て
最
後
に
書

き
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
（
日
記
七
一
年
一
一
月
八
日
﹇
全
集

九
：691

﹈）。
第
四
に
、『
自
立
晩
報
』
掲
載
に
あ
た
り
校
閲
し
た
蔡

培
火
と
同
紙
編
集
者
に
よ
り
多
く
の
削
除
、
訂
正
、
書
き
込
み
な
ど

が
な
さ
れ
て
、「
與
本
来
面
目
大
不
相
同
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

（
葉
光
南
宛
書
簡
、
七
一
年
一
月
一
五
日
﹇
全
集
九
：113

﹈）。

　
第
一
点
も
第
二
点
も
葉
榮
鐘
は
不
満
を
忍
ん
で
結
局
受
け
入
れ

た
。
そ
の
理
由
を
、
七
一
年
二
月
二
日
、
長
男
に
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

　
　
　
出
書
事
因
有
種
種
顧
慮
不
便
破
裂
，
第
一
是
多
年
同
志
不
忍

到
這
麼
大
的
年
紀
弄
到
不
歡
而
散
。
第
二
是
台
灣
最
慘
就
是
不

能
團
結
，
現
在
為
此
鬧
翻
恐
要
被
人
笑
話
。
第
三
林
柏
壽
是
好

人
，
他
參
加
是
出
自
善
意
的
，
一
旦
破
裂
深
恐
使
他
蒙
受
池
魚

之
殃
，
是
故
自
己
委
屈
息
事
寧
人
為
得
策
也
。﹇
全
集
九
：

118

﹈
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だ
が
、
第
三
点
は
我
慢
で
き
な
か
っ
た
。
葉
榮
鐘
は
自
立
晩
報
に

対
し
て
抗
議
書
を
出
す
と
と
と
も
に
、
蔡
培
火
宛
「
絶
交
書
」（
全

集
一
に
所
収
）
を
認
め
た
。
一
一
月
一
一
日
に
筆
を
執
り
推
敲
を
繰

り
返
し
て
一
七
日
は
中
央
書
局
の
張
耀
錡
に
見
せ
、
こ
の
日
付
で
決

定
稿
と
し
、
タ
イ
プ
に
ま
で
出
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
日
タ
イ
プ
屋

か
ら
回
収
し
て
結
局
投
函
し
な
か
っ
た
。
妻
施
繊
繊
が
賛
成
し
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
（
日
記
﹇
全
集
六
下
：693 ‒694

﹈）。
葉
芸

芸
に
よ
れ
ば
、
施
繊
繊
の
説
得
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
。

　
　
母
親
認
為
出
版
著
作
權
一
事
之
所
以
不
能
達
成
協
議
，
不
只
是

蔡
培
火
一
個
人
的
堅
持
，
吳
三
連
的
態
度
可
能
更
為
關
鍵
。
而

蔡
、
吳
兩
位
皆
為
父
親
多
年
同
志
且
是
前
輩
，
為
著
作
權
事
而

破
裂
，
實
在
令
人
遺
憾
。
因
此
她
勸
父
親
擱
下
此
事
把
精
力
投

入
新
的
寫
〉
26
〈
作
。

　
戦
前
抗
日
運
動
期
の
先
輩
・
後
輩
と
い
う
人
間
関
係
は
戦
後
に
も

尾
を
引
き
、
さ
ら
に
片
や
元
行
政
院
政
務
委
員
に
し
て
中
華
民
国
赤

十
字
会
長
（
蔡
培
火
）
と
元
台
北
市
長
に
し
て
自
立
晩
報
発
行
人
、

「
台
南
幇
」
の
重
要
人
物
（
呉
三
連
）、
片
や
一
介
の
退
職
銀
行
員
、

と
い
う
現
実
の
力
関
係
が
あ
っ
た
。
葉
榮
鐘
と
し
て
は
結
局
再
度
憤

懣
を
腹
の
中
に
飲
み
込
む
し
か
な
か
っ
た
。
妻
施
繊
繊
は
、
本
人
よ

り
も
、
抗
日
運
動
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
人
脈
の
中
に
置
か
れ
て

い
る
夫
の
位
置
を
よ
く
知
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、

妻
と
し
て
夫
が
腹
で
は
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
明
白
に
し
て
や
っ
た

と
い
う
べ
き
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
お
そ
ら
く
夫
妻
の
選
択
は
正
し

か
っ
た
。

五
　「
日
記
」 

と 「
国
民
党
統
治
下
二
十
五
年
史
」

　
一
九
六
六
年
元
旦
、
葉
榮
鐘
は
日
記
の
冒
頭
に
日
本
語
で
こ
う
記

し
て
い
る
、
否
、
こ
れ
か
ら
「
日
記
」
を
つ
け
る
こ
と
を
自
ら
に
宣

言
し
て
い
る
。

　
　
　
私
は
十
数
歳
の
時
か
ら
日
記
を
つ
け
る
必
要
を
認
め
て
来

た
。
事
実
今
ま
で
数
知
れ
ず
日
記
を
買
っ
て
書
い
て
見
た
が
、

い
ず
れ
も
永
続
き
せ
ず
、
中
途
で
や
め
て
し
ま
っ
た
。
つ
い
に

己
れ
の
恒
心
な
き
こ
と
を
恥
ちマ

マっ
て
自
か
ら
そ
の
念
頭
を
抑
へ

て
来
た
や
う
な
始
末
に
な
っ
た
。
然
し
台
湾
光
復
以
来
、
殊
に

二
二
八
事
変
か
ら
こ
の
方
十
七
八
年
間
は
意
識
的
に
日
記
を
つ

け
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
。
そ
れ
は
庸
人
自
擾
の
結
果
に
な
る

こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
だ
。
現
在
私
の
歳
は
す
で
に
六
十
を
疾
く

に
過
ぎ
、
最
早
や
老
朽
に
し
て
人
の
注
目
を
引
か
な
い
存
在
に

な
っ
た
か
ら
仮
へ
日
記
に
面
白
く
な
い
事
を
書
い
て
も
多
分
老

朽
の
故
を
以
て
見
逃
し
て
呉
れ
る
と
思
ふ
。
こ
れ
は
一
種
の
自

己
瞞
着
か
も
知
れ
な
い
が
一
応
こ
の
甘
い
見
透
し
の
下
に
再
び

こ
の
日
記
を
つ
け
る
こ
と
に
し
〉
27
〈
た
。

　
こ
こ
に
言
う
日
記
は
一
般
的
意
味
の
日
記
で
は
な
く
、
葉
榮
鐘
独

自
の
意
義
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
日
々
の
備
忘
録
く
ら
い
の
も
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の
で
あ
れ
ば
、
六
六
年
以
前
も
実
は
日
記
は
つ
け
て
い
た
の
で
あ

る
。
家
族
の
寄
贈
に
な
る
清
華
大
学
図
書
館
蔵
「
葉
榮
鐘
全
集
、
文

書
及
文
庫
珍
蔵
資
料
」
を
見
る
と
、
二
・
二
八
事
件
の
あ
っ
た
一
九

四
七
年
か
ら
五
四
年
の
八
年
間
の
日
記
は
所
蔵
さ
れ
ず
、
こ
の
間
は

確
か
に
全
く
日
記
を
つ
け
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
の
後
は
一
九
五
六
年
（
林
献
堂
が
死
去
し
た
年
で
あ
る
）
と
五
八

年
二
月
〜
一
二
月
を
除
い
て
、
中
断
は
あ
る
も
の
の
ビ
ジ
ネ
ス
用
の

手
帳
に
メ
モ
風
の
日
記
が
六
五
年
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
六
六
年
は
前
記
引
用
を
含
む
年
初
三
日
間
の
み
日
本
文
で

専
用
の
日
記
帳
に
記
さ
れ
て
そ
の
後
を
全
く
欠
く
。
こ
の
年
葉
榮
鐘

は
彰
化
銀
行
を
退
職
、
そ
し
て
、
翌
年
元
旦
か
ら
は
、
七
七
年
六
月

末
か
ら
年
末
ま
で
癌
の
た
め
入
院
中
の
期
間
を
除
い
て
、
七
八
年
癌

再
発
で
再
入
院
す
る
ま
で
、
七
四
年
の
訪
米
・
訪
日
中
も
休
む
こ
と

な
く
日
記
が
記
さ
れ
続
け
て
い
る
（『
葉
榮
鐘
全
集
』
は
こ
れ
を

「
退
休
生
涯
」
と
し
て
第
六
巻
の
中
に
ま
と
め
て
い
る
）。
だ
が
、
そ

れ
も
六
五
年
ま
で
と
同
様
の
基
本
的
に
は
メ
モ
風
の
覚
書
程
度
の
も

の
で
あ
り
、
六
五
年
ま
で
の
ス
タ
イ
ル
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
言
う
「
日
記
」
と
は
、
葉
榮
鐘
の
通
例
の

ス
タ
イ
ル
の
日
記
で
は
な
く
、「
二
二
八
事
変
か
ら
こ
の
方
十
七
八

年
間
は
意
識
的
に
」
書
く
こ
と
を
避
け
て
き
た
、
書
け
ば
「
庸
人
自

擾
の
結
果
に
な
る
」
可
能
性
の
あ
る
事
柄
を
含
む
記
述
を
指
す
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
年
年
頭
に
あ
た
り
葉
榮
鐘
は
、
政
治
的
に

敏
感
な
内
容
を
記
す
こ
と
の
で
き
る
新
た
な
ス
タ
イ
ル
の
「
日
記
」

を
日
本
語
で
書
く
こ
と
に
挑
戦
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
続
か
な
か
っ
た
。
以
後
一
月
三
日
ま
で
の
日
記
も
家
族
の
動
向

と
家
庭
の
経
済
状
況
の
覚
書
程
度
の
も
の
が
記
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ

た
。
何
故
す
ぐ
に
止
め
に
し
た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
試
み
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
前
記

「
自
伝
」
の
計
画
の
中
に
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
二
・
二
八
事
件
後

の
同
時
代
史
執
筆
に
も
葉
榮
鐘
は
意
欲
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
を

示
す
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
確
認
で
き
る
の
が
、
一
九
七
一
年
一
月

一
〇
日
の
日
記
の
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

　
　
近
日
頗
思
寫
一
本
國
民
黨
統
治
下
的
二
十
五
年
史
，
但
茲
事
體

大
，
一
個
人
之
力
恐
不
勝
任
。﹇
全
集
六
下
：615

﹈

　
こ
の
日
は
、
ち
ょ
う
ど
前
年
四
月
一
日
か
ら
『
自
立
晩
報
』
に
連

載
さ
れ
て
い
た
「
日
拠
下
台
湾
政
治
社
会
運
動
史
」
の
連
載
終
了
の

日
で
も
あ
っ
た
。
一
仕
事
終
え
て
次
を
思
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
そ
の
前
年
が
台
湾
光
復
二
十
五
周
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
一
つ

の
感
慨
を
葉
榮
鐘
に
与
え
て
い
た
よ
う
だ
。
台
湾
の
歴
史
的
記
念

日
、
し
た
が
っ
て
政
治
的
に
敏
感
で
も
あ
る
日
付
の
日
記
に
何
ら
か

の
関
連
記
述
が
な
い
か
ど
う
か
、「
退
休
生
涯
」
の
日
記
に
つ
い
て

チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
る
と
、
二
月
二
八
日
、
六
月
一
七
日
（
台
湾
総
督

府
始
政
記
念
日
）、
八
月
一
五
日
、
九
月
三
日
（
対
日
抗
戦
勝
利
記

念
日
）
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
日
の
日
記
に
は
一
切
関
連
記
述
は

な
く
、
一
〇
月
二
五
日
（
光
復
節
）
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
〇
年
に
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な
っ
て
突
如
記
述
が
現
れ
、
翌
七
一
年
に
も
現
れ
る
（
そ
の
後
は
な

し
）。
前
者
は
、「
昨
夜
臨
睡
作
新
体
詩
一
首
十
月
二
十
五
日
感
想
」

と
し
て
、
次
の
詩
が
記
さ
れ
て
い
る
﹇
全
集
六
上
：584

﹈。

　
　
但
願
這
是
一
場
惡
夢

　
　
一
覺
醒
來
月
白
風
清

　
　
無
恥
與
殘
虐
隨
風
消
失

　
　
歧
視
與
壓
迫
化
於
無
形

　
　
憤
怒
不
再
動
我
的
心
火

　
　
醜
惡
不
再
汚
我
的
眼
睛

　
　
啊
！
二
十
五
年
的
惡
夢

　
翌
七
一
年
同
日
に
は
、「
晩
成
〈
十
月
廿
五
日
〉
七
絶
一
首
」
と

し
て
次
の
詩
が
記
さ
れ
て
い
る
﹇
全
集
六
下
：688

﹈。

　
　
年
年
此
日
最
傷
神

　
　
追
悔
空
教
白
髮
新

　
　
送
虎
迎
狼
縁
底
事

　
　
可
堪
再
度
作
愚
民

　
公
開
の
文
章
で
は
「
光
復
」
の
語
を
も
ち
ろ
ん
使
用
し
て
い
る

が
、
日
記
の
こ
の
二
条
の
記
述
で
は
明
ら
か
に
「
光
復
」
の
語
を
意

図
的
に
避
け
て
い
る
。
葉
榮
鐘
は
、
一
九
四
五
年
、
ま
も
な
く
終
わ

ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
な
日
本
植
民
地
統
治
下
の
最
後
の

日
々
に
生
ま
れ
た
次
女
の
幼
名
を
「
光
復
」
と
名
付
け
た
（
葉
榮
鐘

「
台
湾
省
光
復
前
後
的
記
憶
」﹇
全
集
二
：432

﹈）。
だ
が
、
二
・
二
八

事
件
後
に
は
一
〇
月
二
五
日
を
「
年
年
此
日
最
傷
神
」
と
感
じ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
歳
月
の
「
二
十
五
年
的
惡
夢
」
に
対

処
す
る
途
の
一
つ
が
、
葉
に
と
っ
て
は
「
國
民
黨
統
治
下
的
二
十
五

年
史
」
を
書
く
こ
と
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
翌
七
二
年
、
葉
榮
鐘
は
ま
た
「
十
月
二
十
五
日
」
と
題
す
る
二
首

の
七
言
絶
句
を
作
っ
て
い
る
（『
少
奇
吟
草
』﹇
全
集
五
：239 ‒
240

﹈。
た
だ
し
日
記
に
は
掲
載
な
し
）。

　
　〈
其
一
〉

　
　
送
狼
送
虎
一
番
新

　
　
狼
說
同
胞
骨
肉
親

　
　
軟
騙
強
施
雖
有
異

　
　
後
先
媲
美
是
愚
民

　
　〈
其
二
〉

　
　
鑄
成
大
錯
豈
無
因

　
　
畢
竟
權
宜
誤
我
民

　
　
悔
禍
天
心
猶
未
晚

　
　
解
鈴
賴
端
繫
鈴
人

　
七
〇
年
代
を
振
り
返
る
と
、
七
一
年
の
光
復
節
の
同
日
に
台
湾
の

中
華
民
国
は
国
連
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
失
い
、
つ
い
で
七
二
年
春

に
は
米
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
訪
中
と
「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
の
発
表

が
あ
り
、
台
湾
を
巡
る
国
際
環
境
は
に
わ
か
に
悪
化
し
て
い
た
。
も

し
上
記
の
〈
其
二
〉、
特
に
後
半
の
二
行
が
、
こ
の
国
際
環
境
激
変

に
対
す
る
葉
榮
鐘
の
反
応
と
そ
れ
に
際
し
て
の
国
民
党
統
治
階
層
の

反
省
へ
の
期
待
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
彼
の
「
國
民
黨
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統
治
下
的
二
十
五
年
史
」
へ
の
意
欲
も
増
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
七
三
年
一
一
月
五
日
の
日
記
に
は
さ
ら
に
「
一
段
暴
風
雨
時
期

之
生
活
記
録
」
に
続
く
も
の
を
書
き
た
い
と
の
意
欲
が
記
さ
れ
て
い

る
﹇
全
集
六
下
：878

﹈。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
葉
榮
鐘
は
「
台
湾
民
族

運
動
史
」
に
加
え
る
と
こ
ろ
の
、
戦
後
を
含
め
て
自
分
が
生
き
た
す

べ
て
の
期
間
の
同
時
代
史
を
意
欲
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
残
さ
れ
た

時
間
は
長
く
な
か
っ
た
。
結
局
、「
國
民
黨
統
治
下
的
二
十
五
年

史
」
は
、
日
本
語
で
日
本
で
出
版
を
目
指
す
と
さ
れ
た
前
記
「
日
本

統
治
下
之
台
〉
28
〈

湾
」
と
と
も
に
筆
が
起
こ
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

だ
が
、「
國
民
黨
統
治
下
的
二
十
五
年
史
」
へ
の
意
欲
の
表
明
は
、

葉
榮
鐘
の
「
述
史
」
の
志
の
強
さ
と
と
も
に
、
そ
れ
が
「
日
本
統
治

下
」
の
台
湾
人
の
精
神
へ
の
承
認
の
要
求
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な

く
、「
国
民
党
統
治
下
」
を
も
貫
く
承
認
の
要
求
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

六
　
葉
榮
鐘
と
青
年
た
ち 

　
─
─
受
け
継
が
れ
る
記
憶
─
─

　
前
述
の
よ
う
に
、
葉
榮
鐘
は
『
台
湾
民
族
運
動
史
』
執
筆
・
出
版

に
関
わ
る
憤
懣
を
自
分
で
飲
み
込
む
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、

「
述
史
」
の
志
は
成
っ
た
。
そ
し
て
、
葉
榮
鐘
の
我
慢
に
は
報
酬
が

あ
っ
た
。
第
一
に
、
本
の
売
れ
行
き
は
悪
く
な
か
っ
た
模
様
で
あ

る
。
左
派
抗
日
運
動
に
関
す
る
記
述
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
に
、
か

つ
て
の
関
係
者
は
不
満
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
〉
29
〈
い
。
そ
れ
で
も
、
こ

の
よ
う
な
書
物
が
、
戒
厳
令
下
で
著
さ
れ
出
版
さ
れ
た
こ
と
自
体
が

一
つ
の
「
事
件
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
ま
た
巷
間
に
流

布
す
る
類
書
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
幸
い
し
た
で
あ
ろ
う
。
具
体
的

な
販
売
冊
数
は
不
明
だ
が
、『
台
湾
民
族
運
動
史
』
は
発
行
し
た
年

に
二
刷
（「
一
版
」）
ま
で
行
き
、
著
者
の
死
後
に
も
順
調
に
増
刷
を

続
け
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
〉
30
〈

た
。

　
第
二
に
、
時
と
と
も
に
、
海
外
か
ら
も
、
台
湾
内
か
ら
も
手
応
え

の
あ
る
反
応
が
葉
榮
鐘
に
届
い
た
。
台
湾
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
は
す

で
に
急
雲
を
告
げ
て
お
り
、
戦
後
世
代
の
自
己
主
張
（
蕭
阿
勤
の
言

う
「
現
実
回
帰
」
の
思
潮
）
も
ま
も
な
く
明
確
な
形
を
取
ろ
う
と
し

て
い
た
。
地
方
選
挙
の
中
に
命
脈
を
保
っ
て
い
た
「
党
外
」
人
士
の

国
民
党
批
判
の
声
も
ま
も
な
く
「
中
央
民
意
代
表
増
加
定
員
選
挙
」

と
い
う
新
た
な
政
治
競
争
の
空
間
を
得
て
要
求
鮮
明
な
民
主
化
運
動

と
し
て
立
ち
現
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
中
で
、『
台
湾
民

族
運
動
史
』
は
静
か
に
注
目
を
集
め
始
め
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ

う
。
海
外
の
反
応
と
は
、
と
り
あ
え
ず
在
米
台
湾
人
、
在
日
台
湾
人

か
ら
の
反
応
で
あ
っ
た
が
、
後
者
に
関
し
て
は
、
在
日
学
者
の
戴
國

煇
が
主
宰
す
る
台
湾
近
現
代
史
研
究
会
へ
と
発
展
す
る
動
き
に
繋

が
っ
て
い
っ
〉
31
〈

た
。

　
台
湾
内
で
は
直
近
の
知
友
か
ら
好
評
を
得
た
ば
か
り
で
な
〉
32
〈
く
、
戦

後
世
代
か
ら
も
手
応
え
の
あ
る
反
応
が
あ
っ
た
。
葉
榮
鐘
日
記
の
七

〇
年
代
前
半
部
分
に
は
、
陳
少
廷
、
康
寧
祥
、
李
南
衡
と
い
っ
た
七
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〇
年
代
「
現
実
回
帰
」
思
潮
や
党
外
民
主
運
動
の
担
い
手
が
葉
榮
鐘

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
状
況
が
う
か
が
わ
れ
、
七
〇
年
代
後
半
に
な
る

と
、
彼
ら
よ
り
さ
ら
に
若
い
世
代
、
す
な
わ
ち
美
麗
島
事
件
以
後
の

台
湾
史
再
解
釈
が
進
め
ら
れ
る
時
期
の
書
き
手
、
さ
ら
に
は
八
〇
年

代
後
半
以
降
の
台
湾
研
究
・
台
湾
史
研
究
の
高
ま
り
の
担
い
手
と

な
っ
て
い
く
学
者
た
ち
の
名
前
が
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
。
比
較
的

早
い
時
期
が
盧
修
一
（
七
三
年
七
月
九
日
）、
そ
の
後
に
林
載
爵

（
七
五
年
一
月
三
日
）、
簡
炯
仁
（
七
五
年
七
月
三
日
）、
林
瑞
明

（
七
七
年
一
月
五
日
）、
呉
乃
徳
（
七
七
年
二
月
二
〇
日
）、
張
炎
憲

（
七
八
年
八
月
一
五
日
）
な
ど
で
あ
〉
33
〈
る
。
当
時
大
学
生
・
大
学
院
生

で
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
人
々
が
あ
る
い
は
『
台
湾
民
族
運
動
史
』
を
読

ん
で
、
あ
る
い
は
お
そ
ら
く
『
台
湾
政
論
』
掲
載
の
台
湾
人
物
論
を

読
ん
で
、
葉
榮
鐘
を
訪
ね
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
当
時
の
学
者
・
知
識
人
の
卵
た
ち
と
葉
榮
鐘
と
の
交
流

に
関
し
て
論
ず
る
に
は
、
現
時
点
で
は
あ
ま
り
に
材
料
が
足
り
な

い
。
葉
榮
鐘
日
記
は
来
訪
者
の
名
前
以
外
多
く
を
記
さ
な
〉
34
〈
い
。
ま

た
、
来
訪
者
た
ち
も
、
李
南
衡
を
除
い
て
回
想
な
ど
を
未
だ
発
表
し

て
い
な
〉
35
〈
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
七
〇
年
代
に
お
い
て
葉
榮
鐘
と

の
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
、
抗
日
歴
史
の
見
直
し
に
関

す
る
行
動
に
お
い
て
も
、
最
も
突
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
戦
後

世
代
の
人
物
で
あ
る
康
寧
祥
と
の
交
流
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
に

留
め
て
お
き
た
〉
36
〈

い
。

　
蕭
阿
勤
は
、
康
寧
祥
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
い
て
、
康
寧
祥

が
自
身
の
成
長
の
環
境
の
関
係
で
政
治
に
関
わ
る
以
前
か
ら
日
本
植

民
地
時
期
を
知
る
「
老
世
代
の
台
湾
人
知
識
人
」
と
知
り
合
っ
て
お

り
、
そ
の
経
験
談
を
耳
に
す
る
と
と
も
に
、
植
民
地
期
の
歴
史
に
関

す
る
文
献
に
も
接
し
て
い
た
と
し
て
い
る
﹇
蕭
阿
勤2008 : 285

﹈。

こ
こ
に
言
う
「
老
世
代
の
台
湾
人
知
識
人
」
の
筆
頭
に
挙
げ
る
べ
き

は
、
王
詩
琅
で
あ
る
。
康
寧
祥
の
台
北
市
萬
華
の
自
宅
は
王
詩
琅
の

自
宅
と
は
建
物
の
背
面
で
隣
同
士
で
あ
り
、
簡
単
に
往
来
で
き
た
。

　
一
方
、
葉
榮
鐘
日
記
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
退
職
後
の
晩
年
期
、
葉

榮
鐘
は
ほ
ぼ
一
か
月
に
一
度
は
来
北
し
、
そ
の
折
り
に
は
、
洪
炎

秋
、
黄
得
時
、
王
詩
琅
、
丁
瑞
魚
（
一
九
〇
一

－

一
九
七
三
）
と

い
っ
た
台
北
在
住
の
友
人
と
語
り
会
う
の
が
常
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
友
人
が
中
部
を
訪
れ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
葉
榮
鐘
に
連
絡
を

取
り
顔
を
合
わ
せ
て
い
た
。
彼
ら
の
台
北
で
の
お
気
に
入
り
の
レ
ス

ト
ラ
ン
は
延
平
北
路
の
洋
食
屋
「
ボ
レ
ロ
」
で
あ
り
、
台
中
で
は
ま

ず
中
央
書
局
で
落
ち
合
う
の
が
通
例
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
蔡
培

火
、
呉
三
連
、
陳
逢
源
と
い
っ
た
抗
日
運
動
「
先
輩
」
と
の
関
係
と

は
異
な
る
全
く
気
の
置
け
な
い
友
人
同
士
の
交
遊
で
あ
っ
た
。

　
日
記
に
康
寧
祥
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、
七
四
年
一
二
月
八
日

で
あ
る
。
葉
榮
鐘
は
妻
の
抜
歯
の
た
め
数
日
前
か
ら
台
北
に
滞
在
し

て
い
〉
37
〈

た
。
こ
の
日
の
朝
、
王
詩
琅
が
康
寧
祥
を
伴
っ
て
宿
舎
を
訪
れ

朝
食
を
と
も
に
し
た
の
で
あ
っ
た
﹇
全
集
六
下
：952

﹈。
康
寧
祥
と

王
詩
琅
の
上
記
の
よ
う
な
関
係
、
王
詩
琅
と
葉
榮
鐘
の
会
合
の
頻
度

か
ら
考
え
て
、
こ
の
時
が
葉
と
康
の
初
対
面
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
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し
れ
な
い
。

　
そ
の
後
の
日
記
の
記
述
で
は
死
去
ま
で
に
、
一
一
回
の
台
北
な
い

し
台
中
で
の
会
見
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
最
後
と
な
る
七
八
年
五
月

五
日
の
会
見
は
、
康
寧
祥
が
姚
嘉
文
、
王
拓
、
お
よ
び
陳
宏
正
（
待

査
）
を
伴
っ
て
台
中
の
自
宅
を
訪
問
し
て
い
る
﹇
全
集
六
下
：

1186

﹈。
こ
の
他
に
、
七
六
年
一
一
月
二
八
日
に
は
康
寧
祥
の
紹
介

を
受
け
て
い
る
と
し
て
八
名
の
青
年
（
名
前
の
記
載
な
し
）
が
訪
ね

て
き
た
。
い
ず
れ
も
葉
の
『
台
湾
民
族
運
動
史
』
や
そ
の
他
の
文
章

を
読
ん
で
お
り
、
葉
は
日
記
に
「
他
們
可
以
說
是
有
心
人
也
，
近
來

年
青
人
漸
注
意
日
本
統
治
時
期
的
事
情
實
屬
可
喜
」
と
記
し
て
い
る

﹇
同
前
：1120

﹈。

　
そ
の
康
寧
祥
は
、
一
九
七
五
年
三
月
立
法
院
で
質
問
に
立
ち
、
蔣

経
国
行
政
院
長
に
対
し
て
台
湾
歴
史
の
尊
重
に
つ
い
て
訴
え
て
い

る
。
康
は
、
鄭
成
功
が
台
湾
を
「
反
清
復
明
」
の
基
地
と
し
た
こ
と

か
ら
始
ま
っ
て
、
一
九
世
紀
末
の
日
本
の
占
領
に
際
し
て
の
武
装
抵

抗
ま
で
を
公
定
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
モ
デ
ル
に
従
っ
て
回
顧
し

た
後
、
第
一
次
大
戦
後
ウ
ィ
ル
ソ
ン
米
大
統
領
の
民
族
自
決
論
、
中

国
の
五
四
運
動
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
台
湾
で
は
「
台
湾
文
化
協

会
」「
台
湾
議
会
設
置
請
願
運
動
」「
台
湾
民
衆
党
」「
台
湾
地
方
自

治
聯
盟
」
な
ど
の
抗
日
運
動
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
、
台
湾
同

胞
が
日
本
の
植
民
地
支
配
下
で
払
っ
た
犠
牲
と
受
け
た
苦
痛
は
「
大

陸
同
胞
の
八
年
の
抗
戦
の
苦
し
み
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
」、
当
時

の
抗
日
人
士
の
「
祖
国
を
思
う
志
」
こ
そ
抗
日
の
最
大
の
よ
り
ど
こ

ろ
で
あ
っ
た
、
と
論
じ
た
。
そ
し
て
、
台
湾
人
民
の
抗
日
史
も
ま
た

「
中
華
民
国
歴
史
文
化
の
貴
重
な
財
産
」
で
あ
る
と
し
て
、
歴
史
教

科
書
に
書
き
入
れ
、
本
省
人
の
学
生
に
台
湾
の
先
人
が
「
祖
国
と
民

族
の
尊
厳
に
思
い
を
馳
せ
た
」
事
績
を
知
ら
し
め
る
べ
き
で
あ
る
、

と
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。
蔣
経
国
は
、「
台
湾
・
澎
湖
同
胞
の
愛

国
事
績
を
教
科
書
に
編
入
し
」、
そ
れ
に
よ
り
青
年
学
生
が
よ
り

い
っ
そ
う
「
反
共
復
国
の
神
聖
な
任
務
」
を
負
え
る
よ
う
に
す
る
こ

と
に
は
「
非
常
に
賛
成
」
と
応
じ
た
﹇
若
林2008 : 151

、
蕭
阿
勤

2008 : 279 ‒281

﹈。
康
寧
祥
の
こ
う
し
た
要
求
が
、
王
詩
琅
、
そ
し

て
葉
榮
鐘
ら
か
ら
学
ん
だ
知
識
を
背
景
と
し
、
そ
の
精
神
を
受
け
継

い
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
の
あ
と
に
康
寧
祥
ら
に
よ
る
『
台
湾
政
論
』
の
創
刊

（
康
が
台
湾
政
論
社
社
長
、
黄
信
介
が
発
行
人
、
張
俊
宏
が
総
編

輯
）
が
あ
っ
た
（
七
五
年
八
月
創
刊
）。
冒
頭
に
触
れ
た
よ
う
に
、

康
寧
祥
の
要
請
で
葉
榮
鐘
は
、
創
刊
号
、
第
三
期
、
第
五
期
と
三
篇

の
文
章
を
寄
せ
て
い
〉
38
〈
る
。
日
記
の
記
述
か
ら
は
、
葉
榮
鐘
が
、
こ
の

戦
後
初
め
て
の
本
省
人
中
心
で
編
集
発
行
さ
れ
る
政
論
誌
に
お
い
て

抗
日
運
動
史
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
し

て
お
そ
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
雑
誌
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
そ
の
も
の
に

も
い
さ
さ
か
の
興
奮
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
雑
誌
は

発
行
さ
れ
る
と
雑
誌
社
か
ら
郵
送
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
つ
い
で
が

あ
れ
ば
康
寧
祥
が
自
ら
持
参
し
た
が
、
葉
榮
鐘
は
そ
の
他
に
も
町
の

書
店
や
屋
台
か
ら
も
買
い
求
め
て
、
知
友
に
貸
し
て
閲
読
を
進
め
た
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り
、
読
ま
せ
た
い
と
こ
ろ
切
り
取
っ
て
在
米
の
子
女
に
送
っ
た
り
し

た
。
ま
た
、
中
央
書
局
に
お
い
た
五
〇
冊
（
お
そ
ら
く
第
二
期
）
が

一
日
で
十
数
冊
を
残
す
の
み
に
な
っ
た
と
張
耀
錡
か
ら
聞
い
て
わ
ざ

わ
ざ
日
記
に
記
し
て
い
る
（
七
五
年
九
月
二
二
日
の
条
﹇
全
集
六

下
：1008

﹈）。
だ
が
、
そ
れ
も
つ
か
の
間
、『
台
湾
政
論
』
は
、
一

二
月
に
は
第
五
期
で
発
禁
処
分
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
台
湾
の
政
治
・
思
想
状
況
は
、
七
〇
年
代
末
の
内
外
複

合
す
る
危
機
（
中
壢
事
件
、
対
米
断
交
、
美
麗
島
事
件
な
ど
）
を
経

て
一
変
す
る
。
だ
が
、
葉
榮
鐘
は
そ
の
様
相
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
一
九
七
八
年
一
一
月
二
日
永
眠
。

結
び
に
代
え
て

　
以
上
、
一
九
三
〇
年
代
に
心
に
萌
し
た
そ
の
「
述
史
」
の
志
を
、

葉
榮
鐘
が
戦
後
の
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
ど

の
よ
う
に
果
た
し
て
き
た
か
を
、
不
十
分
な
が
ら
跡
づ
け
る
こ
と
が

で
き
た
。

　
そ
れ
を
基
礎
に
、「
ど
の
よ
う
に
」
を
「
な
ぜ
」
に
置
き
換
え
る

こ
と
も
あ
る
程
度
可
能
だ
ろ
う
。
な
ぜ
戦
後
世
代
で
も
な
い
葉
榮
鐘

が
七
〇
年
代
の
「
現
実
回
帰
」
の
思
潮
の
な
か
に
姿
を
現
す
の
か
。

そ
れ
は
、
端
的
に
言
え
ば
『
台
湾
民
族
運
動
史
』
が
注
目
さ
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
で
は
何
故
葉
榮
鐘
は
『
台
湾
民
族
運
動
史
』
を
書
く
こ

と
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
直
接
に
は
蔡
培
火
、
呉
三
連
な
ど
が

楊
肇
嘉
の
回
憶
録
の
記
述
に
反
発
し
た
た
め
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ

葉
榮
鐘
が
著
者
と
し
て
そ
こ
に
呼
び
出
さ
れ
た
の
か
。
葉
榮
鐘
は
か

つ
て
の
抗
日
運
動
右
派
＝
台
湾
土
着
地
主
資
産
階
級
民
族
派
の
「
文

胆
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
林
献
堂
亡
き
後
、
そ
の
「
文
胆
」
の

「
公
式
」
の
役
割
は
、
数
年
を
お
い
て
世
を
去
っ
て
い
く
か
つ
て
の

先
輩
同
志
の
哀
悼
文
集
を
編
輯
・
作
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
葉
榮

鐘
の
手
に
な
る
こ
う
し
た
哀
悼
文
集
と
し
て
、
前
記
の
『
林
献
堂
先

生
紀
念
集
』
の
他
に
『
羅
萬
俥
哀
栄
録
』『
肇
老
（
楊
肇
嘉
）
栄
哀

録
』
が
あ
る
。
李
南
衡
編
『
台
湾
人
物
群
像
』
に
収
め
る
諸
篇
も
ま

た
、
去
っ
て
い
っ
た
先
輩
・
友
人
を
哀
悼
し
記
憶
に
留
め
よ
う
と
す

る
営
為
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
そ
し
て
、
何
よ
り
も
葉
榮
鐘
の
「
述
史
」
の
志
が
不
可
欠
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。『
林
献
堂
先
生
紀
念
集
』
編
纂
が
、
戦
後
に
お
い
て

そ
の
「
述
史
」
の
志
を
固
め
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
、
葉
榮
鐘
の
「
文
胆
」
と
し
て
の
役
割
は
、「
述
史
」
の
営

為
と
重
な
る
も
の
で
は
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
よ
う
に
民

族
運
動
史
の
著
作
者
名
の
記
載
を
め
ぐ
っ
て
葉
榮
鐘
は
一
旦
蔡
培
火

と
の
絶
交
書
ま
で
書
い
て
い
る
が
、
台
湾
土
着
地
主
資
産
階
級
民
族

派
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
決
裂
す
る
行
動
は
結
局
取
ら
な
か
っ
た
。
葉

榮
鐘
に
し
て
み
れ
ば
、
彼
が
参
与
し
た
抗
日
民
族
運
動
史
の
（
右
派

の
）
潮
流
の
名
誉
は
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
行
論
が
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
晩

年
の
葉
榮
鐘
は
も
は
や
単
に
「
文
胆
」
で
あ
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
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の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
台
湾
史
研

究
家
の
呉
密
察
教
授
は
、
当
時
康
寧
祥
の
雑
誌
編
集
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
若
手
学
者
の
一
人
だ
っ
た
が
、
蔡
培
火
の
死
（
一
九
八
三
年
一
月

四
日
）
が
報
じ
ら
れ
た
後
の
事
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い

る
。

　
　
當
時
康
寧
祥
是
少
數
對
於
台
灣
政
治
前
輩
有
關
心
的
人
，
他
參

加
了
這
些
人
的
追
思
會
之
後
，
經
常
就
會
打
個
電
話
給
我
：
密

察
，
又
一
個
死
了
，
你
幫
他
寫
一
篇
吧
。
我
就
這
樣
在
黨
外
雜

誌
寫
了
幾
篇
「
我
流
」
的
追
悼
〉
39
〈

文
。

　
抗
日
運
動
の
先
人
の
逝
去
の
後
に
関
連
す
る
文
章
を
世
に
出
す
こ

と
で
彼
ら
を
記
念
し
記
憶
を
伝
え
る
と
い
う
や
り
方
も
、
美
麗
島
事

件
後
の
「
党
外
の
復
活
」
と
と
も
に
、
党
外
雑
誌
の
中
に
継
承
さ
れ

た
。
八
〇
年
代
後
半
の
台
湾
史
研
究
隆
盛
に
先
立
っ
て
、
こ
れ
も
葉

榮
鐘
が
残
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注〈
1
〉 

陳
少
廷
「
林
献
堂
先
生
與
『
祖
国
事
件
』
│
│
兼
論
台
湾
知
識

分
子
抗
日
運
動
的
歴
史
意
義
」『
大
学
雑
誌
』
第
四
三
期
、
一
九
七

一
年
七
月
、
四

－

八
頁
。「
七
七
事
変
與
抗
日
運
動
」
と
題
す
る
特

集
の
筆
頭
論
文
で
あ
っ
た
。
そ
の
参
考
文
献
の
中
に
、
葉
榮
鐘
編
著

の
『
林
献
堂
先
生
年
譜
』
と
『
自
立
晩
報
』
掲
載
の
「
日
拠
時
代
台

湾
政
治
社
会
運
動
史
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

〈
2
〉 

『
台
湾
政
論
』
掲
載
の
三
篇
。
葉
榮
鐘
「
台
湾
民
族
運
動
的
舗

路
人
蔡
惠
如
」（
創
刊
号
、
一
九
七
五
年
八
月
）、
凡
夫
の
筆
名
に
よ

る
「
台
湾
民
族
詩
人
林
幼
春
」（
第
三
期
、
同
年
一
〇
月
）、
凡
夫

「
革
命
家
蔣
渭
水
」（
第
五
期
、
同
年
一
二
月
）。

〈
3
〉 

同
時
期
の
葉
榮
鐘
に
関
し
て
は
、
台
湾
文
学
研
究
者
廖
振
富
の

一
連
の
研
究
が
あ
る
が
、
彼
の
焦
点
は
散
文
家
、
古
典
詩
作
者
と
し

て
の
葉
榮
鐘
に
あ
る
。
廖
振
富
﹇2004

﹈、
同
﹇2006

﹈、
同
﹇2007

﹈

な
ど
。

〈
4
〉 

例
え
ば
、
葉
榮
鐘
晩
年
の
文
筆
活
動
を
検
討
す
る
だ
け
で
も
、

王
詩
琅
と
そ
の
周
辺
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、

現
時
点
で
は
十
分
に
で
き
て
い
な
い
。

〈
5
〉 

こ
の
他
、「
台
湾
民
族
運
動
史
年
表
」（
一
九
七
二
年
一
月
一
八

日
林
荘
生
宛
書
簡
﹇
全
集
六
下
：1205

﹈
と
「
林
献
堂
傳
」（
一
九

七
二
年
二
月
四
日
日
記
﹇
同
前
：717

﹈）
の
意
欲
を
示
し
て
い
る
。

後
者
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
前
者
は
、
実
際
に
着
手
さ
れ
、『
台
湾

民
族
運
動
史
』
執
筆
の
際
に
台
湾
部
分
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
後
に

「
中
国
（
大
陸
）」「
日
本
」「
国
際
」
の
部
分
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。

生
前
の
出
版
は
か
な
わ
ず
、『
葉
榮
鐘
全
集 

三 

日
拠
下
台
湾
大
事

年
表
』（
台
中
：
星
晨
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

〈
6
〉 

葉
榮
鐘
は
一
八
歳
か
ら
詩
作
を
初
め
、
そ
の
後
の
六
〇
年
間
で

六
百
首
あ
ま
り
の
旧
体
詩
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
ま
ず
荘
幼

岳
の
校
訂
に
よ
り
一
九
七
九
年
『
少
奇
吟
草
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

親
族
・
友
人
に
配
布
さ
れ
、
つ
い
で
『
葉
榮
鐘
全
集 

五
』
に
収
め

る
に
あ
た
っ
て
七
九
年
当
時
政
治
的
理
由
で
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
六
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一
年
作
の
「
哀
哀
美
麗
島
」、
七
八
年
作
の
「
無
題
」
が
収
録
さ
れ

た
。
途
絶
え
る
こ
と
な
く
作
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
詩
作
は
、
重
要
な
伝

記
資
料
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、「
一
篇
の
詩
史
」
で
あ
る
と
も

い
え
る
﹇
洪
銘
水2000 : 4 4

﹈。
し
た
が
っ
て
、
葉
榮
鐘
の
「
述
史
」

を
検
討
し
よ
う
と
す
る
筆
者
の
研
究
に
お
い
て
も
無
視
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
が
、
筆
者
の
能
力
で
は
系
統
的
な
検
討
は
で
き
ず
、
ご
く

部
分
的
な
言
及
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
、
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
告
白

せ
ざ
る
を
得
な
い
。

〈
7
〉 http://pesto.lib.nthu.edu.tw

/new
Z

/ugl/x-system
.jsp?m

rn = 
729  

二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
五
日
閲
覧
（
中
文
訳
は
﹇
全
集
六
上
：

133

﹈）。

〈
8
〉 

林
春
蘭
は
楊
雲
萍
帰
台
を
一
九
三
二
年
と
し
て
い
る
が
、
後
に

許
雪
姫
が
考
証
の
上
こ
れ
を
一
九
三
三
年
と
し
て
い
る
の
で
こ
れ
に

従
っ
た
﹇
許
雪
姫2006 : 122 ‒123

﹈。

〈
9
〉 

例
え
ば
、
三
九
年
二
月
九
日
の
条
に
は
次
の
よ
う
な
述
懐
が
あ

る
。「
河
合
（
栄
次
郎
）
氏
編
の
「
学
生
と
読
書
」
を
読
む
。
読
書

の
回
顧
を
書
い
た
諸
家
の
文
章
か
ら
期
待
し
た
程
の
結
果
は
得
ら
れ

な
か
っ
た
が
、
そ
の
一
人
一
人
が
何
れ
も
中
学
、
高
校
時
代
に
多
く

の
書
物
を
読
み
得
た
こ
と
を
羨
ま
し
く
思
っ
た
。
…
…
過
去
の
不
勉

強
が
残
念
で
堪
ら
な
い
」（http://pesto.lib.nthu.edu.tw/newX

/
ug1 /o-ug-9 .jsp 

二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
五
日
閲
覧
、
中
文
訳
は

﹇
全
集
六
上
：136

﹈）。
さ
ら
に
、
戦
後
は
、
親
友
荘
垂
勝
の
長
男
林

荘
生
へ
の
書
簡
（
一
九
六
八
年
四
月
二
七
日
付
）
で
、
若
い
時
か
ら

生
活
を
自
主
的
に
設
計
で
き
ず
、
ま
た
職
業
（
新
聞
記
者
な
ど
）
の

関
係
か
ら
知
識
は
雑
学
に
傾
き
「
こ
の
歳
に
な
っ
て
も
真
に
自
分
に

属
す
る
専
門
の
学
問
が
無
い
」
と
述
懐
し
て
い
る
﹇
林
荘
生1992 : 

241

﹈。

〈
10
〉 

と
も
に
矢
内
原
忠
雄
が
自
宅
で
行
っ
た
聖
書
講
義
に
連
な
っ
た

こ
と
の
あ
る
陳
茂
源
（
一
九
〇
三

－

一
九
九
六
）
の
証
言
が
あ
る
。

一
九
二
九
年
秋
の
こ
と
で
あ
る
。「
そ
の
時
﹇
東
京
小
石
川
楊
肇
嘉

宅
で
の
新
民
会
の
日
曜
懇
談
会
の
途
中
で
席
を
立
つ
葉
榮
鐘
に
矢
内

原
宅
に
聖
書
講
義
を
受
け
に
行
く
と
聞
い
て
﹈
私
は
ハ
ッ
と
し
て
反

射
的
に
自
分
も
一
緒
に
つ
れ
て
い
っ
て
く
れ
と
﹇
葉
榮
鐘
に
﹈
せ
が

ん
で
随
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
当
夜
の
大
森
八
景
坂
上
の
御
宅
の

光
景
は
終
生
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
私
は
本
当
に
夢
見
る
者
の

ご
と
く
、
孤
灯
の
も
と
に
た
だ
た
だ
一
人
の
異
郷
の
青
年
を
相
手
に

「
ル
カ
伝
」
の
御
講
義
を
し
て
お
ら
れ
る
先
生
の
真
剣
な
お
姿
を
目

撃
し
た
。
直
感
的
に
私
は
そ
れ
ま
で
暗
中
模
索
し
て
い
た
も
の
に
突

き
当
た
っ
た
こ
と
を
感
じ
た
。
…
…
そ
の
晩
講
義
終
了
後
、
私
は
職

務
﹇
三
二
年
か
ら
松
本
で
判
事
任
官
﹈
に
因
る
欠
席
の
可
能
性
あ
る

こ
と
を
慮
り
つ
つ
、
先
生
か
ら
爾
後
参
加
の
お
許
し
を
受
け
た
。
葉

氏
は
そ
の
後
ま
も
な
く
帰
台
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
銀
座
資
生
堂

に
お
け
る
二
人
だ
け
の
餞
別
の
宴
に
涙
な
が
ら
ヤ
ッ
ト
心
か
ら
尊
敬

で
き
る
良
師
を
え
て
、
い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
本
当
の
仕
上
げ
を
し
て

貰
え
る
の
だ
と
喜
ん
だ
の
も
、
つ
か
の
ま
、
父
母
兄
弟
な
く
天
涯
孤

独
な
る
が
故
に
、
他
動
的
に
帰
台
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
自
分
の

不
遇
を
訴
え
た
情
景
は
な
お
昨
日
の
ご
と
く
で
あ
る
」﹇
陳
茂
源

1965 : 110 ‒111

﹈。

〈
11
〉 
一
九
〇
五
年
彰
化
銀
行
と
し
て
設
立
。
戦
後
四
七
年
彰
化
商
業

銀
行
と
し
て
改
組
、
林
献
堂
が
初
代
董
事
長
と
な
る
。
林
献
堂
の
東
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京
「
亡
命
」
後
、
次
男
の
林
猶
龍
（
一
九
〇
二

－

一
九
五
五
）
が
そ

の
後
を
襲
う
が
父
林
献
堂
に
先
立
ち
死
去
、
羅
萬
俥
（
一
八
九
八

－

一
九
六
三
）
が
こ
れ
を
継
い
だ
が
、
羅
は
東
京
で
中
日
合
作
策
進
委

員
会
に
出
席
中
に
脳
血
栓
で
倒
れ
客
死
し
た
。
葉
榮
鐘
は
、
羅
萬
俥

董
事
長
ま
で
は
人
事
部
門
で
重
く
用
い
ら
れ
た
が
、
張
聘
三
が
後
任

董
事
長
に
任
じ
る
と
そ
う
で
は
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
葉
光
南

氏
の
筆
者
へ
の
直
話
〈
二
〇
〇
九
年
八
月
四
日
〉
お
よ
び
葉
榮
鐘
日

記
関
連
記
述
か
ら
）。

〈
12
〉 

こ
れ
よ
り
以
前
、『
台
湾
文
献
』
五
三
年
六
月
号
に
「
凡
夫
」

の
筆
名
で
例
外
的
に
「
記
辜
耀
翁
」
を
書
い
て
い
る
。

〈
13
〉 

一
九
二
四
年
明
治
大
学
を
卒
業
し
朝
鮮
半
島
や
北
京
、
上
海
を

歴
遊
し
て
帰
台
し
た
荘
遂
性
は
、
台
湾
文
化
協
会
の
文
化
講
演
会
に

積
極
的
に
参
加
す
る
傍
ら
、
翌
年
文
化
事
業
を
興
そ
う
と
台
中
に
中

央
倶
楽
部
を
設
立
し
た
。
文
化
交
流
施
設
と
し
て
レ
ス
ト
ラ
ン
と
宿

舎
を
併
設
す
る
ク
ラ
ブ
と
書
店
の
経
営
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た

が
、
実
際
に
実
現
し
た
の
は
後
者
の
み
で
、
そ
れ
が
中
央
書
局
で

あ
っ
た
﹇
葉
榮
鐘1985  (1962 ): 154 ‒156

﹈。
葉
榮
鐘
「
退
休
生

涯
」
期
の
日
記
を
見
る
と
、
当
時
の
経
営
者
は
張
耀
錡
で
、
同
書
局

は
、
葉
榮
鐘
の
書
籍
購
入
の
重
要
な
パ
イ
プ
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も

に
、
台
中
知
識
人
が
頻
繁
に
顔
を
出
す
サ
ロ
ン
の
機
能
も
果
た
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

〈
14
〉 

こ
の
点
は
『
彰
化
銀
行
六
十
年
史
』（
全
集
八
に
「
近
代
台
湾

金
融
経
済
発
展
史
」
と
し
て
収
録
）
執
筆
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

〈
15
〉 

『
台
湾
民
族
運
動
史
』
は
八
〇
年
代
に
入
り
一
九
二
〇
年
代
抗

日
運
動
に
つ
い
て
の
葉
榮
鐘
が
残
し
た
「
見
証
」
と
の
評
価
が
出
て

く
る
（「
紀
念
葉
榮
鐘
」﹇『
暖
流
』
編
按1982 : 4 2

﹈）
が
、
葉
榮
鐘

の
原
稿
に
忠
実
に
刊
行
さ
れ
た
『
葉
榮
鐘
全
集
一 

日
拠
下
台
湾
政

治
社
会
運
動
史
』
は
、『
自
立
晩
報
』
連
載
に
基
づ
い
て
刊
行
さ
れ

た
流
布
本
よ
り
も
、
明
示
的
に
著
者
実
見
と
し
て
記
し
た
部
分
が

い
っ
そ
う
目
立
つ
。
両
者
の
テ
キ
ス
ト
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
尹
章

義
﹇2000

﹈
を
参
照
の
こ
と
。

〈
16
〉 

い
ず
れ
も
『
台
湾
人
物
群
像
』（
一
九
八
五
年
刊
）
に
収
め
る
。

〈
17
〉 

『
四
書
読
本
』
に
は
多
く
の
版
本
が
あ
り
葉
榮
鐘
が
こ
の
時
読

ん
だ
も
の
が
ど
れ
か
不
明
。
家
族
が
清
華
大
学
図
書
館
に
寄
贈
し
た

蔵
書
の
目
録
に
も
同
じ
書
名
な
し
。

〈
18
〉 

池
島
信
平
編
『
歴
史
よ
も
や
ま
話
』
日
本
篇
上
、
同
下
（
文
藝

春
秋
社
、
一
九
六
六
年
）
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

〈
19
〉 

井
上
清
『
日
本
の
歴
史
』
岩
波
新
書
、
一
九
六
三
〜
一
九
六
六

年
刊
。
日
記
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
葉
榮
鐘
が
戦
後
に
読
ん
だ
日
本
書

は
、
当
時
台
北
に
あ
っ
た
三
省
堂
書
店
で
購
入
す
る
他
、
東
京
に
住

ん
で
い
た
娘
婿
の
張
東
亮
に
頼
ん
で
取
り
寄
せ
て
い
た
。

〈
20
〉 

九
月
二
一
日
台
北
で
王
詩
琅
と
と
も
に
黄
得
時
を
訪
れ
借
り
出

し
て
い
る
（
日
記
﹇
全
集
六
上
：328

﹈）。
同
年
五
月
に
高
日
文
か

ら
借
り
て
若
干
の
資
料
の
書
き
写
し
な
ど
を
し
た
が
一
か
月
ほ
ど
し

か
借
り
ら
れ
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
﹇
同
前
：300 ‒309

﹈。
戦
後
の

台
湾
知
識
人
が
二
〇
年
代
抗
日
運
動
史
の
基
本
資
料
で
あ
る
こ
の

『
台
湾
社
会
運
動
史
』
を
ど
の
よ
う
な
状
況
で
所
蔵
な
い
し
閲
覧
で

き
た
の
か
も
、
興
味
深
い
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
文
化
現
象
の
一
つ

で
あ
ろ
う
。
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〈
21
〉 

葉
榮
鐘
は
戦
前
の
一
九
二
九
〜
三
〇
年
に
か
け
て
無
教
会
派
の

キ
リ
ス
ト
者
で
も
あ
る
矢
内
原
忠
雄
の
自
宅
で
聖
書
講
義
に
連
な
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
は
入
信
は
し
な
か
っ
た
。
長
女
の
重
篤
が

伝
え
ら
れ
て
い
た
六
七
年
八
月
三
〇
日
帰
台
の
際
に
矢
内
原
か
ら
餞

別
に
贈
ら
れ
た
内
村
鑑
三
著
『
求
安
録
』
を
読
み
神
の
庇
護
を
願
っ

た
と
い
う
記
述
が
日
記
に
現
れ
（
八
月
二
七
日
﹇
全
集
六
上
：

323

﹈）、
九
月
一
四
日
の
日
記
に
は
、
夕
食
後
イ
エ
ス
を
信
ず
る
に

至
っ
た
こ
と
を
家
族
に
告
げ
た
と
の
記
述
が
現
る
﹇
同
前
：327

﹈。

一
週
間
後
台
北
に
赴
い
た
際
、
蔡
培
火
に
も
語
っ
て
い
る
﹇
葉
榮
鐘

1979 : 205

﹈。

〈
22
〉 

家
族
の
動
向
は
、
日
記
（
全
集
六
）
と
年
表
（
全
集
九
）
の
記

述
に
よ
る
。

〈
23
〉 

た
だ
し
、
筆
者
の
手
元
の
「
初
版
」
本
で
は
、
全
偶
数
頁
欄
外

に
記
載
さ
れ
て
い
る
書
名
は
『
台
湾
近
代
民
族
運
動
史
』
と
な
っ
て

い
る
。

〈
24
〉 

葉
榮
鐘
の
手
に
な
る
「
序
」
の
原
稿
で
は
、「
序
」
の
日
付
は

「
中
華
民
国
六
〇
年
六
月
一
七
日
」
と
な
っ
て
い
る
（
葉
榮
鐘
「
原

序
」﹇
全
集
一
：674

﹈）
が
、
後
述
の
よ
う
に
最
後
に
蔡
培
火
の
手

が
入
っ
た
『
台
湾
民
族
運
動
史
』
初
版
の
「
序
」
で
は
、「
中
華
民

国
六
〇
年
六
月
　
日
」
と
日
付
が
空
白
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

「
六
月
一
七
日
」
は
一
八
九
五
年
台
湾
総
督
府
が
台
湾
で
正
式
に
業

務
を
開
始
し
た
日
で
あ
り
、
総
督
府
は
こ
れ
を
「
始
政
記
念
日
」
と

し
た
が
、
一
九
二
〇
年
代
東
京
に
留
学
し
た
台
湾
人
青
年
の
一
部
は

こ
れ
を
「
恥
政
記
念
日
」
と
し
て
排
撃
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
実
際

の
「
序
」
で
日
付
が
空
白
と
な
っ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
葉
榮

鐘
が
日
付
に
こ
め
た
象
徴
的
意
義
が
消
滅
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

〈
25
〉 

葉
榮
鐘
の
主
張
は
、「
葉
榮
鐘
著
、
蔡
培
火
、
林
柏
壽
、
陳
逢

源
、
呉
三
連
監
修
」
で
あ
っ
た
（
葉
榮
鐘
「
原
序
」﹇
全
集
一
：

674

﹈）。
蔡
培
火
は
自
立
晩
報
が
四
万
元
で
葉
榮
鐘
か
ら
（
著
作

権
）
を
買
い
取
る
か
た
ち
を
提
案
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
葉
榮
鐘

は
拒
否
し
た
（
葉
光
南
宛
書
簡
、
七
一
年
一
月
一
五
日
﹇
全
集
九
：

113

﹈）。

〈
26
〉 

葉
芸
芸
氏
の
筆
者
へ
の
電
子
メ
ー
ル
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二

四
日
。

〈
27
〉 http://pesto.lib.nthu.edu.tw/newX

/ug1 /o-ug-9 .jsp 

二
〇
〇

九
年
一
一
月
一
五
日
閲
覧
（
中
文
訳
は
﹇
全
集
六
上
：269

﹈）。

〈
28
〉 

一
九
七
一
年
三
月
二
四
日
葉
光
南
へ
の
書
簡
で
は
「
我
現
在
計

劃
用
日
文
寫
一
本
《
日
本
統
治
下
之
台
湾
》。
前
在
自
立
晩
報
發
表

的
《
日
據
時
期
台
灣
政
治
社
會
運
動
史
》
係
站
在
台
灣
人
的
立
場
，

寫
台
灣
反
抗
日
本
爭
取
民
權
的
事
實
。
現
在
計
劃
中
的
書
擬
換
一
個

角
度
，
寫
日
本
的
支
配
者
如
何
虐
待
台
人
，
搾
取
台
人
的
膏
血
的
事

實
。
不
過
日
文
光
復
後
除
通
信
以
外
幾
乎
沒
有
機
會
執
筆
，
是
否
應

付
得
來
，
不
無
疑
問
」﹇
全
集
九
：119

﹈
と
述
べ
て
い
る
。
一
年
後

の
林
荘
生
へ
の
手
紙
（
一
九
七
二
年
三
月
二
五
日
）
で
は
、
原
稿
が

完
成
し
た
ら
東
京
に
送
り
、
岩
波
書
店
な
ど
で
の
出
版
を
目
指
す
、

と
言
っ
て
い
る
﹇
林
荘
生1992 : 245

﹈
が
、
原
稿
が
執
筆
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

〈
29
〉 
『
台
湾
民
族
運
動
史
』
の
「
凡
例
」
の
「
三
」
に
は
、「
台
湾
近

代
民
族
運
動
史
係
資
産
階
級
與
知
識
分
子
領
導
。
是
故
左
翼
的
抗
日
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運
動
與
階
級
運
動
均
不
在
叙
述
之
列
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
は
著
者
葉

榮
鐘
と
蔡
培
火
・
呉
三
連
ら
の
後
援
者
か
つ
校
閲
者
で
あ
っ
た
人
物

が
抗
日
右
派
に
属
す
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
長

期
戒
厳
令
下
で
の
執
筆
・
出
版
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。『
全
集
一
』
に
付
さ
れ
て
い
る
尹
章
義
に
よ
る
葉
榮
鐘
の
原

稿
と
の
比
較
で
も
、
左
派
関
係
の
記
述
の
多
く
が
公
表
時
に
削
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
尹
章
義2000 : 662 ‒666

﹈。

〈
30
〉 

一
九
七
一
年
に
最
初
に
「
自
立
晩
報
叢
書
」
と
し
て
刷
ら
れ
た

の
が
「
初
版
」
で
あ
る
が
、
同
年
中
に
「
一
版
」
が
刷
ら
れ
、
一
九

八
二
年
「
再
版
」、
一
九
八
三
年
「
三
版
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
間
、
台
北
の
学
海
出
版
社
と
い
う
出
版
社
か
ら
も
海
賊
版
ら
し
き

も
の
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
自
立
晩
報
社
の
も
の
は
、
一
九
八
七
年

の
「
四
版
」
か
ら
「
本
土
系
列
二

－

一
」
と
さ
れ
、「
五
版
」
が
増

刷
さ
れ
た
。「
初
版
」
の
後
に
「
一
版
」
が
刷
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

こ
れ
が
実
際
の
「
六
刷
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
増
刷
回
数
の
言
い
方

が
変
更
さ
れ
た
模
様
で
、
九
三
年
刊
の
も
の
は
「
一
版
七
刷
」
と
記

載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
葉
榮
鐘

の
当
初
の
原
稿
に
基
づ
い
て
『
日
拠
下
台
湾
政
治
社
会
運
動
史
』
と

解
題
さ
れ
た
も
の
が
、『
葉
榮
鐘
全
集
一
』
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
に

刊
行
さ
れ
て
い
る
。

〈
31
〉 

日
本
か
ら
は
ま
ず
池
田
敏
雄
（
戦
前
『
民
俗
台
湾
』
編
集
者
）

が
、
お
そ
ら
く
は
王
詩
琅
の
紹
介
で
あ
ろ
う
、
長
い
手
紙
を
よ
こ
し

た
（
七
二
年
一
月
一
二
日
）。『
台
湾
民
族
運
動
史
』
を
評
価
す
る
内

容
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、「
早
上
接
東
京
池
田
敏
雄
一
封
長
信
使

余
一
天
興
奮
不
已
」
と
そ
の
日
の
日
記
に
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
戴

國
煇
が
来
た
（
同
年
八
月
一
三
日
）。
そ
の
後
、
戴
、
池
田
ら
が
東

京
で
作
っ
た
台
湾
史
研
究
グ
ル
ー
プ
の
日
本
人
大
学
院
生
が
次
か
ら

次
へ
と
訪
ね
て
き
た
。
筆
者
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
（
日
記
、
七
三

年
三
月
六
日
の
条
）。
後
の
台
湾
近
現
代
史
研
究
会
と
葉
榮
鐘
の
交

流
に
関
し
て
は
、
当
時
葉
榮
鐘
と
の
往
来
が
最
も
多
か
っ
た
台
湾
文

学
史
研
究
家
の
河
原
功
氏
（
当
時
成
蹊
大
学
大
学
院
生
）
な
ど
の
回

想
等
を
待
っ
て
再
度
検
討
し
た
い
。

〈
32
〉 

「
好
評
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
七
二
年
二
月
一
一
日
の

日
記
に
は
、
青
年
を
伴
っ
て
自
宅
に
来
訪
し
た
作
家
呉
濁
流
が
、
書

名
を
「
台
湾
民
族
、
運
動
史
」
と
読
む
人
も
い
る
と
告
げ
た
と
の
記

述
が
あ
る
﹇
全
集
六
下
：720

﹈。
筆
者
も
、
筆
者
と
同
世
代
の
台
湾

人
友
人
か
ら
最
初
に
同
書
の
書
名
を
目
に
し
た
と
き
そ
の
よ
う
に
読

ん
だ
と
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
「
好
評
」
の

例
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
台
湾
大
学
図
書
館
蔵
の
「
專
藏
文
庫

孫
運
璿
」
に
は
、
本
書
が
一
冊
入
っ
て
い
る
。
後
の
国
民
党
政
府
行

政
院
長
も
本
書
に
関
心
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

〈
33
〉 

少
し
遅
れ
て
『
夏
潮
』
主
編
の
蘇
慶
黎
も
葉
榮
鐘
を
訪
ね
て
寄

稿
を
乞
う
て
い
る
（
七
六
年
八
月
八
日
﹇
全
集
六
下
：1092

﹈）。

葉
芸
芸
に
よ
れ
ば
、
李
南
衡
が
同
伴
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

頃
か
ら
葉
の
健
康
は
優
れ
ず
、
李
南
衡
に
約
束
し
た
頼
和
に
つ
い
て

の
文
章
も
未
完
に
終
わ
り
、『
夏
潮
』
に
寄
稿
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
﹇
葉
芸
芸2006 : 343 ‒344

﹈。

〈
34
〉 
日
記
七
七
年
一
月
五
日
の
条
に
は
「
三
時
許
，
林
瑞
明
者
持
楊

貴
君
名
片
来
訪
，
稍
後
又
有
同
伴
呉
姓
青
年
来
会
談
移
時
，
将
近
六

時
辞
去
」
と
あ
る
。
こ
の
「
同
伴
呉
姓
青
年
」
に
つ
い
て
、
林
瑞
明



177──葉榮鐘における「述史」の志

教
授
は
筆
者
へ
の
電
子
メ
ー
ル
で
「
幾
可
斷
定
吳
姓
青
年
是
常
以
汽

車
載
楊
逵（
貴
）出
入
的
調
査
局
特
務
！
當
天
，
亦
是
尾
隨
我
而
來
，

想
探
知
與
葉
榮
鐘
談
些
什
麼
。
後
來
我
警
覺
到
了
，
提
醒
楊
逵
，
才

不
再
接
受
他
載
出
載
入
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
葉
榮
鐘
が
こ
れ
を
察

知
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
旧
知
に
有
ら
ざ
る
人
々
と
会
う

に
は
こ
の
よ
う
な
政
治
的
危
険
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
く
葉
榮
鐘
の
世
代
の
知
識
人
は
皮
膚
感
覚
と
し
て
承
知
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
政
治
関
係
の
言
及
と
と
も
に
新
た
に
出

会
っ
た
青
年
た
ち
の
記
述
も
ご
く
簡
単
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
理
由

の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

〈
35
〉 

李
南
衡
は
二
度
の
葉
榮
鐘
宅
訪
問
を
、「
葉
榮
鐘
先
生
不
原
諒

我
」﹇
李
南
衡1983 : 47 ‒50

﹈
で
回
想
し
て
い
る
。

〈
36
〉 

葉
榮
鐘
日
記
に
は
こ
の
他
『
大
学
雑
誌
』
で
活
躍
し
陳
少
廷
の

名
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。『
大
学
雑
誌
』
は
毎
号
陳
か
ら
贈
ら
れ

て
き
て
い
た
。
七
三
年
一
月
三
日
に
は
義
弟
施
維
堯
に
伴
わ
れ
て
葉

宅
を
訪
問
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
面
会
往
来
が
あ
る
が
、
具
体
的
内

容
は
な
お
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

〈
37
〉 

葉
榮
鐘
と
戦
後
世
代
、
さ
ら
に
は
同
時
代
の
日
本
の
学
界
と
の

つ
な
が
り
の
き
っ
か
け
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
間
違
い
な
く
王
詩
琅

で
あ
る
。
二
人
が
ど
の
よ
う
に
知
り
合
っ
た
の
か
定
か
で
は
な
い

が
、
葉
芸
芸
氏
は
、
日
本
植
民
地
統
治
期
に
す
で
に
知
り
合
い
で
は

あ
り
、
密
接
な
往
来
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
王
詩
琅
が
台
湾

省
文
献
委
員
会
（
所
在
地
台
中
）
に
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

（
一
九
六
一
年
同
編
纂
組
長
に
就
任
﹇
葉
瓊
霞1991 : 9 9

﹈）
で
あ
ろ

う
、
と
し
て
い
る
（
筆
者
へ
の
電
子
メ
ー
ル
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月

二
四
日
）。

〈
38
〉 

注〈
2
〉参
照
。

〈
39
〉 

呉
密
察
氏
の
筆
者
へ
の
電
子
メ
ー
ル
、
二
〇
〇
九
年
九
月
一
六

日
。
こ
の
よ
う
に
し
て
呉
教
授
が
書
い
た
追
悼
文
は
、
蔡
培
火
、
陳

逢
源
、
葉
榮
鐘
に
つ
い
て
の
三
篇
が
あ
る
（
同
氏
の
筆
者
へ
の
電
子

メ
ー
ル
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
三
〇
日
）。
こ
う
し
た
活
動
に
か
か

わ
っ
た
当
時
の
若
手
執
筆
者
・
編
集
者
は
呉
氏
ば
か
り
で
は
な
い
。

呉
氏
を
含
め
そ
う
し
た
方
々
が
回
憶
録
を
書
か
れ
る
こ
と
を
強
く
希

望
す
る
。
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