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今
秋
、
中
国
大
陸
や
台
湾
、
そ
し
て
日
本
の
各
地
で
辛
亥
革
命

一
〇
〇
年
の
催
し
物
が
行
わ
れ
て
い
る
。
辛
亥
革
命
は
、
一
九
一
一

年
一
〇
月
一
〇
日
の
武
昌
蜂
起
を
き
っ
か
け
に
全
土
に
拡
大
し
、
翌

年
一
月
一
日
に
は
ア
ジ
ア
で
初
め
て
の
共
和
国
で
あ
る
中
華
民
国
が

誕
生
し
、
そ
れ
ま
で
続
い
て
い
た
清
王
朝
は
二
月
一
二
日
に
中
国
大

陸
支
配
の
座
か
ら
降
り
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
稿
を
執
筆
し
て
い
る

間
に
も
、
福
岡
や
横
浜
で
記
念
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
、
革

命
を
起
こ
す
要
因
と
な
っ
た
中
国
社
会
の
状
況
や
、
革
命
が
及
ぼ
し

史
料
が
語
る

日
本
外
交
●4

宇
都
宮
太
郎
「
居
中
調
停
に
付
」

（
一
九
一
一
年
一
二
月
三
日
）

辛
亥
革
命
を
利
用
し
た

陸
軍
参
謀
本
部
の
大
陸
戦
略

隣
国
中
国
の
動
乱
に
際
し
て

日
本
は
ど
の
よ
う
な
政
策
を
採
っ
た
の
か
。

非
主
流
派
＝
参
謀
本
部
の

独
自
の
動
き
か
ら
読
み
解
く
。
　
　

麗
澤
大
学
教
授

櫻
井
良
樹



73

た
影
響
な
ど
が
論
じ
ら
れ
、
ま
た
東
ア
ジ
ア
世
界
と
の
関
係
な
ど
も

論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

革
命
は
中
国
の
歴
史
に
と
っ
て
一
大
事
件
で
あ
っ
た
だ
け
で
な

く
、
隣
国
で
あ
る
日
本
と
も
深
い
繋
が
り
の
あ
る
事
件
で
あ
っ
た
。

革
命
が
起
こ
っ
た
年
は
日
本
年
号
で
言
う
と
明
治
四
四
年
、
明
治
時

代
は
四
五
年
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
明
治
時
代
の
末
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
頃
の
日
本
は
、
日
清
・
日
露
戦
争
と
い
う
二
つ
の
対

外
戦
争
で
勝
利
を
得
、
一
八
九
五
年
に
は
台
湾
を
、
一
九
一
〇
年
に

は
朝
鮮
を
植
民
地
と
し
て
獲
得
し
、
世
界
列
強
の
一
員
と
な
っ
て
い

た
。

　

革
命
と
日
本
の
繋
が
り
に
つ
い
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
日
清

戦
争
に
敗
れ
た
中
国
か
ら
、
日
本
の
近
代
化
を
学
ぶ
た
め
に
多
く
の

留
学
生
が
来
日
し
て
日
本
の
学
校
で
学
び
、
そ
こ
で
得
た
知
識
が
中

国
の
革
命
運
動
の
基
盤
と
な
り
、
日
本
留
学
時
代
に
つ
く
ら
れ
た

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
革
命
の
際
に
役
立
ち
、
さ
ら
に
新
中
国
の
運
営
に

あ
た
っ
て
も
多
く
の
影
響
を
与
え
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
留
学
生
の
来
日
や
、
日
本
が
革
命
運
動
の
基
地
と
な
っ
た
こ
と

は
、
日
本
人
の
中
に
革
命
運
動
の
共
鳴
者
を
生
み
、
革
命
が
勃
発
す

る
と
、
日
本
人
の
多
く
が
革
命
派
を
応
援
し
、
少
な
か
ら
ず
の
人
が

中
国
大
陸
に
渡
っ
て
直
接
的
に
革
命
の
成
功
を
手
伝
っ
た
。
と
り
わ

け
初
代
の
臨
時
大
総
統
と
な
っ
た
孫
文
と
、
彼
を
援
助
し
た
人
々
、

宮
崎
滔
天
、
梅
屋
庄
吉
、
萱
野
長
知
、
犬
養
毅
な
ど
の
関
係
に
注
目

が
集
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
彼
ら
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
も
よ
い
の
だ
が
、
本
誌
の
性

格
を
考
え
て
、
今
回
は
辛
亥
革
命
が
日
本
の
外
交
政
策
に
与
え
た
影

響
を
見
て
み
よ
う
。

清
朝
擁
護
と
革
命
支
援
に
分
か
れ
た
日
本
の
朝
野

　

革
命
が
勃
発
し
た
時
の
日
本
の
内
閣
は
、
第
二
次
西
園
寺
内
閣
で

あ
っ
た
。
外
務
大
臣
は
内
田
康
哉
で
あ
る
。
内
田
は
、
約
二
〇
年
後

の
満
州
事
変
直
後
に
は
、
日
本
が
焦
土
と
な
っ
て
も
日
本
の
立
場
を

貫
く
と
、
事
変
を
擁
護
し
て
世
界
的
な
非
難
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ

た
人
物
で
あ
る
が
、
革
命
時
の
対
応
は
、
極
め
て
国
際
協
調
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。

　

内
閣
の
方
針
は
、
清
王
朝
を
応
援
す
る
こ
と
を
通
じ
て
漸
進
的
に

中
国
に
対
す
る
影
響
力
を
高
め
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
、
こ
れ
を

イ
ギ
リ
ス
や
ロ
シ
ア
と
協
調
し
な
が
ら
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
日
露
戦
争
以
前
か
ら
結
ば
れ
て
い
た
日
英
同
盟
と
、
日

露
戦
後
に
関
係
が
改
善
し
て
結
ん
だ
日
露
協
商
を
外
交
関
係
の
基
軸

と
す
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
方
針

は
、
し
だ
い
に
革
命
派
が
優
勢
と
な
っ
て
い
く
な
か
で
、
共
和
制
を

容
認
す
る
イ
ギ
リ
ス
と
の
足
並
み
が
揃
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
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一
二
月
末
に
は
断
念
さ
れ
、
内
閣
は
、
革
命
の
推
移
を
静
観
し
、
中

国
情
勢
の
変
化
に
関
与
し
て
い
く
動
き
を
抑
制
し
て
い
く
よ
う
に

な
っ
た
。

　

い
っ
ぽ
う
革
命
が
勃
発
す
る
と
、
上
に
記
し
た
よ
う
な
日
本
に
お

け
る
留
学
生
の
関
係
や
革
命
運
動
へ
の
共
感
か
ら
、
政
府
の
方
針
と

は
異
な
っ
て
日
本
の
民
間
世
論
は
、
概
し
て
革
命
派
に
好
意
的
で
、

政
府
の
方
針
を
転
換
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
や
、
自
ら
が
中
国

に
飛
び
込
ん
で
動
乱
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
よ
う
な

動
き
も
生
じ
た
。

独
自
路
線
を
模
索
す
る
参
謀
本
部

　

さ
て
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
の
は
、
陸
軍
内
部
の
動
き
で
あ
る
。
革

命
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
、
陸
軍
部
内
に
は
二
つ
の
潮
流
が
発
生
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
革
命
勃
発
直
後
の
政
府
方
針
は
、
主
流
派
の
意

向
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
主
流
派
と
い
う
の
は
、
長
州
出
身
の

元
老
山
県
有
朋
の
系
統
に
つ
ら
な
る
人
々
で
、
陸
軍
省
を
握
っ
て
お

り
、
こ
の
時
期
の
中
心
人
物
は
朝
鮮
総
督
（
前
陸
軍
大
臣
）
の
寺
内

正
毅
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
革
命
の
日
本
へ
の
波
及
を
危
惧
し
、
清
王

朝
の
維
持
を
は
か
り
な
が
ら
、
日
本
の
影
響
力
の
強
い
南
満
州
利
権

の
確
保
に
つ
と
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
革
命
が
拡
大
し
て
い
く
こ

と
や
清
王
朝
が
滅
亡
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
反
対
で
、
一
二
月
末
か

ら
翌
年
一
月
に
な
る
と
、
革
命
の
満
州
波
及
を
止
め
る
た
め
に
大
規

模
な
干
渉
的
出
兵
を
提
議
す
る
に
至
る
。
こ
れ
は
前
に
述
べ
た
よ
う

な
政
府
が
新
た
に
採
用
し
た
情
勢
静
観
方
針
と
は
違
い
、
や
が
て
陸

軍
と
内
閣
の
対
立
の
一
因
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
非
主
流
派
は
、
参
謀
本
部
を
根
拠
と
す
る
薩
摩
出

身
の
上
原
勇
作
に
つ
な
が
る
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
こ
の
時
期
で
は
第

二
部
長
の
宇
都
宮
太
郎
少
将
の
動
き
が
目
立
っ
て
い
た
。
第
二
部
は

海
外
情
報
部
門
で
あ
り
、
各
国
の
情
報
を
収
集
し
対
策
を
練
っ
て
い

く
部
署
で
あ
り
、
中
国
の
動
乱
に
関
す
る
情
報
が
真
っ
先
に
入
っ
て

く
る
セ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。

　

宇
都
宮
は
革
命
勃
発
直
後
に
、
革
命
派
の
支
援
と
南
北
操
縦
策
を

主
張
し
た
意
見
書
を
書
い
て
い
た
こ
と
で
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ

が
政
府
の
政
策
と
方
向
が
違
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
対
支
那
私

見
」（
一
〇
月
一
五
日
付
）
と
題
さ
れ
た
意
見
書
で
は
、
あ
る
程
度

ま
で
は
清
朝
を
援
け
て
そ
の
転
覆
を
防
ぐ
こ
と
も
必
要
で
あ
る
が
、

い
っ
ぽ
う
で
は
革
命
派
を
援
助
し
て
対
抗
勢
力
と
し
て
一
国
と
な
さ

し
め
、
適
当
な
時
期
を
見
計
ら
っ
て
日
本
が
居
中
調
停
を
行
っ
て
、

そ
の
両
国
と
日
本
が
特
殊
な
関
係
を
結
び
、
日
本
の
影
響
力
を
高
め

て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
た
。

　

こ
の
意
見
書
は
、今
か
ら
三
〇
年
以
上
前
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
宇
都
宮
太
郎
関
係
資
料
が
発
見
さ
れ
た
こ
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と
に
よ
り
、
そ
の
後
の
展
開
が
判
明
す
る
に
至
っ
た
。
宇
都
宮
は
、

そ
の
時
期
ご
と
の
意
見
書
を
、
書
い
た
経
緯
な
ど
を
書
き
込
ん
で
整

理
し
て
後
世
に
残
し
て
い
た
。
そ
の
一
つ
が
た
と
え
ば
冒
頭
の
画
像

で
示
し
た
「
居
中
調
停
に
付
」
と
「
尚
ほ
及
ざ
る
に
あ
ら
ず
」
と
い

う
意
見
書
で
あ
る
。「
対
支
那
私
見
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
が
革
命

時
の
基
本
方
針
を
示
し
た
文
書
で
あ
り
、
こ
の
意
見
書
に
従
っ
て
中

国
大
陸
の
各
地
に
人
を
派
遣
し
た
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
居
中
調
停
に
付
」（
一
二
月
三
日
付
）
は
、
革
命
派
が
南

京
を
占
領
し
た
こ
と
を
受
け
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

は
、
君
主
政
体
を
維
持
し
て
中
国
の
統
一
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
議
論
が
日
本
政
界
で
圧
倒
的
と
な
り
、
そ
の
目
的
遂
行
の
た

め
に
兵
力
を
使
用
す
べ
き
だ
と
い
う
説
が
盛
ん
に
な
っ
た
頃
の
意
見

書
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。
趣
旨
は
、
こ
の
ま
ま
清
国
の
動
乱
が
継
続

す
る
時
は
貿
易
上
の
打
撃
が
大
き
く
な
り
、
列
国
干
渉
に
至
る
で
あ

ろ
う
か
ら
、
こ
の
際
日
本
が
主
導
し
て
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
シ
ア
と
交
渉

し
て
居
中
調
停
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
革
命
派
を
圧
迫
す
る
兵
力
使

用
は
差
し
控
え
る
べ
き
だ
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
陸
軍
の
主
流
派
と
は

見
解
の
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 

「
尚
ほ
及
ざ
る
に
あ
ら
ず
」（
一
月
二
二
日
付
）
は
、
袁
世
凱
の
陰

謀
が
ど
ん
ど
ん
進
行
し
清
国
の
存
亡
が
瀬
戸
際
に
な
っ
た
時
の
意
見

と
付
記
さ
れ
た
も
の
で
、
陰
謀
と
は
清
王
朝
側
に
立
っ
て
戦
っ
て
い

た
袁
が
裏
切
っ
て
革
命
派
と
結
ん
で
権
力
を
掌
握
し
よ
う
と
し
て
い

た
こ
と
を
指
す
。
内
容
は
、
居
中
調
停
を
す
る
た
め
に
は
時
機
を
失

し
た
嫌
い
が
あ
る
が
、
な
お
北
方
の
清
王
朝
と
南
方
の
革
命
政
権
を

妥
協
さ
せ
日
本
に
依
頼
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。

積
極
的
干
渉
政
策
の
原
形

　

こ
れ
ら
の
意
見
は
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
の

よ
う
な
宇
都
宮
の
よ
う
な
積
極
的
に
大
陸
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す

る
動
き
は
、
た
と
え
ば
第
一
次
世
界
大
戦
時
に
日
本
の
対
中
国
政
策

が
積
極
化
し
た
よ
う
に
、
そ
の
後
の
日
本
の
中
国
政
策
の
中
で
一
つ

の
大
き
な
潮
流
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
第
二
次
大
隈
重
信
内
閣
時
の
対
華
二
一
箇
条
要
求

（
一
九
一
五
年
春
）や
、袁
に
よ
る
帝
政
へ
の
延
期
勧
告（
同
一
〇
月
）、

帝
政
に
反
対
し
た
第
三
革
命
が
勃
発
し
た
後
に
行
わ
れ
た
参
謀
本
部

と
組
ん
で
行
っ
た
排
袁
・
南
方
派
援
助
政
策
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
■

さ
く
ら
い
　
り
ょ
う
じ
ゅ
　

一
九
八
八
年
上
智
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
。
博
士
（
史

学
）。
著
書
に
『
辛
亥
革
命
と
日
本
政
治
の
変
動
』『
帝
都
東
京
の
近
代
政
治
史
』

な
ど
。


