
生
い
た
ち
の
特
異
性

湖
南
内
藤
虎
次
郎
は
慶
応
２
年
（
１
８
６
６
）
、
旧
南
部
藩
領
、
陸

中
鹿か

角づ
の

郡
毛け

馬ま

内な
い

（
現
・
秋
田
県
鹿
角
市
十
和
田
毛
馬
内
）
に
生
ま
れ

た
。
父
は
士
族
の
内
藤
調
一
（
号
十
湾
）
、
母
は
容
子
、
次
男
の
生
ま

れ
で
あ
る
。

明
治
維
新
の
前
年
、
名
前
の
虎
次
郎
は
吉
田
松
陰
の
寅
次
郎
に
あ
や

か
っ
た
と
い
う
。
吉
田
松
陰
は
東
北
遊
歴
を
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
安

政
の
大
獄
で
死
ん
だ
尊
皇
攘
夷
の
シ
ン
ボ
ル
、
東
北
で
も
そ
の
名
は
鳴

り
ひ
び
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
号
の
湖
南
は
十
和
田
湖
の
南
の
意
、

ち
な
み
に
父
の
号
十
湾
も
、
曲
り
く
ね
っ
て
入
江
の
多
い
十
和
田
湖
を

形
容
し
た
も
の
と
い
う
。

父
十
湾
は
小
禄
な
が
ら
藩
儒
と
し
て
南
部
藩
家
老
桜
井
氏
に
仕
え
、

母
方
の
実
家
も
儒
家
で
あ
っ
た
か
ら
、
湖
南
は
学
校
に
あ
が
る
前
に
、

家
学
と
し
て
の
儒
学
を
叩
き
こ
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
５
歳
の
と
き
に

母
を
失
う
が
、
そ
の
年
『
二
十
四
孝
』
を
読
ん
で
い
る
。
８
歳
の
と
き

兄
文
蔵
が
死
に
、
継
母
み
よ
を
迎
え
る
。

維
新
に
よ
っ
て
禄
を
失
っ
た
内
藤
家
は
貧
困
を
極
め
た
で
あ
ろ
う
。

家
庭
的
な
不
幸
が
つ
づ
く
の
も
、
貧
困
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
ま

た
虎
次
郎
は
実
母
容
子
へ
の
思
慕
が
つ
よ
く
、
継
母
と
の
折
り
合
い
が

よ
く
な
か
っ
た
ら
し
い
。
の
ち
、
虎
次
郎
が
東
京
へ
無
断
で
出
奔
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
継
母
が
自
分
の
連
れ
子
と
妻

め
あ
わ

せ
よ
う
と
し
た
た

め
ら
し
い
。

12
歳
の
と
き
、
父
か
ら
頼
山
陽
『
日
本
外
史
』
を
教
わ
る
。
16
歳

の
と
き
、
明
治
天
皇
が
東
北
を
行
幸
さ
れ
た
際
、
生
徒
を
代
表
し
て
漢

文
の
奉
迎
文
を
つ
く
る
。

明
治
16
年
（
１
８
８
３
）
、
18
歳
の
と
き
、
秋
田
師
範
学
校
入
学
、

編
入
試
験
を
受
け
て
高
等
師
範
科
に
転
科
。
課
外
に
英
語
を
学
ぶ
。
20

歳
で
高
等
師
範
科
を
卒
業
、
北
秋
田
郡
綴

つ
づ
れ

子こ

小
学
校
の
主
席
訓
導
と
な

り
、
校
長
の
業
務
を
行
な
う
。
宝
勝
寺
住
職
、
綴
子
村
神
社
家
と
交
わ

り
、
仏
教
と
国
学
に
関
心
を
も
つ
。

明
治
20
年
、
綴
子
小
学
校
を
辞
職
、
両
親
に
無
断
で
上
京
す
る
。
湖

南
の
文
才
を
認
め
た
前
校
長
・
関
藤
成
緒
の
紹
介
で
、
仏
教
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
大
内
青せ

い

巒ら
ん

を
頼
り
、
仏
教
雑
誌
『
明
教
新
誌
』
の
記
者
と
な
る
。

貧
困
の
な
か
で
、
湖
南
の
読
書
好
き
、
好
学
心
、
文
才
は
周
囲
を
驚

か
せ
認
め
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
す
べ
て
の
機
会
と
交
友
を
巧
み

に
捉
え
、
そ
れ
を
活
用
し
て
自
分
の
可
能
性
に
挑
戦
し
て
い
っ
て
い
る
。

そ
の
細
心
さ
と
大
胆
さ
、
判
断
の
正
確
さ
は
終
生
、
湖
南
の
人
生
の
特

徴
で
あ
る
。

こ
の
時
期
に
も
湖
南
は
英
語
の
個
人
教
授
を
受
け
て
い
る
。
お
そ
ら

く
湖
南
の
英
語
力
は
人
並
み
優
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
大
内
青
巒
の
下
に
い
た
こ
ろ
か
ら
、
湖
南
は
明
治
20
年
代
の
思

想
界
の
巨
匠
た
ち
、
国
民
主
義
の
人
々
、
す
な
わ
ち
志
賀
重し

げ

昴た
か

、
三
宅

雪
嶺
、
杉
浦
重
剛
な
ど
か
ら
そ
の
文
才
を
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
や
が
て
３
人
の
主
催
し
て
い
た
政
教
社
に
入
り
、
『
亜
細
亜
』

の
編
集
に
あ
た
る
。

明
治
26
年
、
28
歳
の
と
き
、
同
じ
国
民
主
義
の
論
客
で
官
僚
で
あ
っ

た
高
橋
健
三
が
大
阪
朝
日
新
聞
の
客
員
（
実
は
主
筆
）
と
し
て
朝
日
に

入
社
し
た
と
き
、
私
設
秘
書
と
し
て
朝
日
に
入
社
。
病
弱
な
高
橋
を
助
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け
て
論
説
の
執
筆
に
あ
た
っ
た
。

日
清
戦
争
が
お
こ
る
や
、
高
橋
の
秘
書
と
し
て
大
本
営
の
あ
っ
た
広

島
に
随
行
。
明
治
29
年
、
朝
日
新
聞
に
「
関
西
文
運
論
」（
の
ち
『
近

世
文
学
史
論
』
と
改
題
、
単
行
本
化
）
を
連
載
。
同
郷
の
田
口
多
作
の

娘
郁
子
と
結
婚
。
こ
の
こ
ろ
正
岡
子
規
と
交
わ
る
。
ま
た
新
妻
の
郁
子

を
三
宅
雪
嶺
夫
人
の
下
に
行
儀
見
習
い
に
通
わ
せ
て
い
る
。
郁
子
は
18

歳
、
13
歳
年
下
だ
っ
た
だ
け
に
、
半
ば
父
親
代
わ
り
の
気
分
も
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
、
早
く
母
を
失
い
、
温
か
い
家
庭
環
境
に
餓
え
て
い
た
湖

南
の
心
情
を
推
測
す
る
と
ほ
ほ
え
ま
し
い
。

翌
年
、
湖
南
は
『
近
世
文
学
史
編
』『
諸
葛
武
候
』
と
い
う
、
日
本

と
中
国
相
方
に
関
す
る
著
書
を
公
刊
し
、
文
名
大
い
に
あ
が
っ
た
と
い

う
。
メ
デ
ィ
ア
も
制
度
的
に
は
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
文
章
に

よ
っ
て
世
に
立
つ
態
度
が
本
人
に
も
あ
り
、
世
間
も
ま
た
文
章
力
に
よ

っ
て
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
、
貴
重
な
こ
と
で
あ
る
。

以
後
、
湖
南
は
『
台
湾
日
報
』
主
筆
と
し
て
台
湾
に
赴
き
、
乃
木

総
督
を
手
き
び
し
く
批
判
し
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
児
玉
源
太

郎
総
督
、
後
藤
新
平
民
生
局
長
官
と
は
す
れ
ち
が
い
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
東
京
に
戻
っ
て
黒
岩
涙
香
の
『
万

よ
ろ
ず

朝
ち
ょ
う

報ほ
う

』
の
論
説
記
者
と
な
り
、

内
村
鑑
三
、
幸
徳
秋
水
、
堺
利
彦
（
号
枯
川
）
な
ど
と
同
僚
と
な
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
、
湖
南
が
私
淑
し
た
高
橋
健
三
が
病
没
、
湖
南
は
師
を
失
う

と
同
時
に
師
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
湖
南
は
妻
を
伴
っ
て
祖

父
の
50
回
忌
に
帰
郷
。
人
生
ひ
と
区
切
り
、
来
し
方
、
行
末
を
想
い
め

ぐ
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

書
痴
と
社
交
性

こ
こ
ま
で
は
湖
南
の
人
生
の
前
史
と
い
っ
て
よ
い
。
修
業
時
代
、
遍

歴
時
代
で
あ
り
、
支
那
学

シ
ノ
ロ
ジ
ー

の
内
藤
湖
南
と
直
接
関
わ
り
は
な
い
。
し
か

し
、
あ
ま
り
に
特
異
な
経
歴
な
の
で
簡
単
に
略
歴
を
述
べ
た
。

前
史
時
代
に
い
え
る
こ
と
は
、
家
学
の
素
養
は
あ
っ
た
が
、
師
範
学

校
だ
け
で
大
学
を
出
て
い
な
い
湖
南
は
、
そ
の
部
分
を
書
痴
と
い
う
独

特
の
方
法
で
補
っ
た
。
鋭
い
感
性
と
論
理
に
よ
っ
て
、
独
り
で
書
物
に

つ
い
て
の
勘
を
養
い
、
手
探
り
で
歴
史
の
世
界
に
わ
け
入
り
、
ま
た
マ

ニ
ア
ッ
ク
な
ほ
ど
書
物
を
買
い
あ
さ
っ
た
。
彼
の
下
宿
は
、
一
度
火
事

で
一
切
を
失
い
な
が
ら
も
、
つ
ね
に
本
で
埋
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
貧

乏
し
な
が
ら
で
も
マ
ニ
ア
は
本
を
買
う
金
だ
け
は
不
思
議
に
出
て
く
る

も
の
な
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
彼
は
学
歴
不
足
の
書
痴
で
あ
り
な
が
ら
、
内
向
的
に

な
ら
ず
、
鬱う

つ

病
に
も
な
ら
ず
、
き
わ
め
て
社
交
的
で
あ
り
、
下
宿
に
は

つ
ね
に
友
人
・
仲
間
が
集
ま
っ
て
梁
山
泊
を
成
し
て
い
た
と
い
う
。
こ

の
性
癖
は
老
境
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
ず
、
未
完
の
書
物
を
完
成
さ
せ
る

は
ず
で
あ
っ
た
京
都
郊
外
の
隠
居
生
活
も
、
来
客
大
歓
迎
で
、
多
く
の

著
述
が
未
完
の
ま
ま
、
長
男
の
内
藤
乾
吉
氏
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

偉
大
な
る
旅
行
者

明
治
32
年
、
湖
南
は
初
め
て
の
中
国
旅
行
に
旅
立
つ
。
彼
は
生
涯
に

８
回
の
中
国
行
を
実
践
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
冒
険
に
富
む
、

危
険
な
単
独
行
が
多
か
っ
た
。
彼
は
徒
歩
で
、
馬
車
で
、
船
や
汽
車
を

乗
り
継
ぎ
、
丹
念
な
彼
自
身
の
大
陸
地
図
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
。

た
だ
湖
南
の
旅
は
、
河
や
山
、
都
会
や
農
村
と
い
っ
た
も
の
の
観
察

に
止
ま
ら
ず
、
最
大
の
目
的
は
中
国
の
代
表
的
な
知
識
人
と
面
談
し
、

筆
談
に
よ
っ
て
意
見
を
交
換
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
高
杉
晋
作
の
場
合

も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
会
話
は
で
き
な
く
て
も
筆
談
に
よ
っ
て
、
中
国

知
識
人
と
対
等
な
対
話
と
相
互
理
解
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。

厳
イ
エ
ン

復フ
ゥ

、
方

フ
ァ
ン

若ル
オ

、
文

ウ
エ
ン

廷
テ
ィ
ン

式シ
ー

、
張

ヂ
ャ
ン

元
ユ
エ
ン

済ジ
ィ

、
羅ル

オ

振
ヂ
ェ
ン

玉ユ
ィ

な
ど
が
そ
の
相
手

遠近　9
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で
あ
っ
た
。
厳
復
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
に
精
通
し
た
西
欧
派
知
識
人
で

あ
り
、
の
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
が
『
中

国
の
近
代
化
と
知
識
人
』（
東
大
出
版
会
、
平
野
健
一
郎
訳
）
の
中
で
研

究
対
象
と
し
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
羅
振
玉
は
、
清
朝
が
滅
亡
し
た

と
き
、
日
本
に
亡
命
し
、
京
都
に
滞
在
し
て
自
ら
の
考
古
学
研
究
を
完

成
さ
せ
た
存
在
で
、
湖
南
や
狩
野
君
山
な
ど
京
大
支
那
学
の
人
々
が
亡

命
生
活
を
何
く
れ
と
な
く
世
話
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
偉
大
な
る
歴
史
家
は
偉
大
な
る
旅
行
者
で
あ
る
」
と
い
う
格
言
に
し

た
が
え
ば
、
内
藤
湖
南
は
そ
の
有
資
格
者
で
あ
り
、
単
な
る
書
斎
人
で

は
な
く
、
現
代
の
人
類
学
者
に
通
ず
る
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
の
実
践

者
で
あ
り
、
同
時
に
現
地
で
の
知
識
人
と
の
対
話
を
通
し
て
、
国
籍
を

越
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
シ
ノ
ロ
ジ
ー
の
水
準
と
も
、
中
国
の
知
識
人
と

も
比
肩
で
き
る
水
準
の
学
殖
を
も
つ
こ
と
の
で
き
た
人
の
ひ
と
り
と
な

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

言
論
人
と
し
て
の
発
言

明
治
30
年
代
、
内
藤
湖
南
は
つ
ぶ
さ
に
東
北
か
ら
、
北
支
、
中
支
に

か
け
て
の
状
況
を
観
て
、
ロ
シ
ア
の
シ
ベ
リ
ア
を
経
由
し
て
の
南
下
政

策
の
圧
力
を
ヒ
シ
ヒ
シ
と
感
じ
と
り
、
言
論
人
と
し
て
対
露
主
戦
論
者

の
ひ
と
り
と
し
て
論
陣
を
張
る
こ
と
に
な
る
。
東
京
朝
日
の
主
筆
池
辺

三
山
も
対
露
強
硬
論
者
で
あ
り
、
東
大
の
七
博
士
（
法
科
大
学
教
授
の

戸
水
寛
人

ひ
ろ
ん
ど

、
小
野
塚
喜
平
次
、
富
井
政
章
ら
）
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

た
だ
、
そ
の
当
時
は
後
年
、
ロ
シ
ア
に
代
っ
て
日
本
自
身
が
南
満
州

鉄
道
の
経
営
、
ひ
い
て
は
満
州
地
域
の
植
民
地
化
に
乗
り
出
す
こ
と
に

な
る
と
は
湖
南
自
身
も
対
露
強
硬
派
の
人
々
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
る
。

湖
南
は
中
国
の
知
識
人
と
の
筆
談
で
北
京
か
ら
の
遷
都
の
必
要
を
説

い
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
土
地
が
痩
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
同

時
に
、
ロ
シ
ア
の
南
下
の
危
険
に
対
抗
す
る
た
め
に
首
都
を
も
っ
と
肥

沃
な
南
方
に
移
し
た
方
が
よ
い
と
の
判
断
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
（
日

本
の
名
著
『
内
藤
湖
南
』
小
川
環
樹
編
著
、
中
央
公
論
社
）。

言
論
人
内
藤
湖
南
は
明
治
30
年
代
、
中
国
旅
行
の
の
ち
、
朝
日
新
聞

社
に
復
帰
し
て
い
た
。
明
治
35
年
、
日
本
は
日
英
同
盟
を
締
結
す
る

が
、
そ
れ
も
極
東
に
お
け
る
英
露
の
角
逐
が
一
段
と
は
げ
し
く
な
り
、

英
国
は
日
本
を
自
ら
の
代
理
と
し
て
格
好
の
相
手
と
考
え
、
日
英
の
利

益
が
一
致
し
た
た
め
で
あ
る
。
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内藤湖南が訪れた中国。東北部
から揚子江沿岸の内陸部まで及
んでいる。1899年から1917年に
かけて、8回にわたって中国を訪
れたが、そのうち記録のあるも
ので旅程を作成した。次数は示
していない。地名は当時のもの



朝
日
新
聞
社
も
、
当
時
の
大
陸
の
緊
迫
し
た
情
勢
に
対
処
す
る
た
め

に
、
大
陸
通
の
漢
学
派
の
内
藤
湖
南
の
よ
う
な
存
在
を
必
要
と
し
た
の

で
あ
っ
た
。
湖
南
だ
け
で
は
な
い
。
ロ
シ
ア
通
、
ロ
シ
ア
文
学
の
二
葉

亭
四
迷
も
ま
た
朝
日
新
聞
記
者
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
朝
日
は
あ
る

時
期
、
短
期
間
で
あ
る
が
、
仏
学
の
池
辺
三
山
、
英
学
の
夏
目
漱
石
と

合
せ
、
英
、
仏
、
露
、
漢
の
四
人
の
外
国
通
が
揃
っ
て
い
た
。
言
論

機
関
と
し
て
の
朝
日
新
聞
社
が
、
今
日
に
至
る
ま
で
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の

位
置
を
保
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
ろ
の
余
慶
に
頼
っ
て
い
る
と
考
え

る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

東
洋
史
学
研
究
者
へ
の
登
用

日
露
戦
争
後
、
日
本
は
勝
利
の
余
勢
を
駆
っ
て
、
極
東
の
列
強
の
ひ

と
つ
と
し
て
の
帝
国
と
し
て
の
国
家
体
制
、
社
会
体
制
の
整
備
に
か
か

っ
て
い
る
。
京
都
帝
国
大
学
の
創
設
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

文
科
大
学
学
長
の
狩
野
亨
吉
は
、
君
山
狩
野
直
喜
や
桑
原
隲
蔵
な
ど

に
創
設
の
準
備
を
さ
せ
る
と
同
時
に
、
民
間
の
才
幹
と
し
て
幸
田
露
伴

と
内
藤
湖
南
を
史
学
科
東
洋
史
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
大
胆
な
人
事
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
卓
越
し
た
洞
察
力
を

も
っ
た
人
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
狩
野
亨
吉
は
、
露
伴
・
湖
南
の
実

力
を
評
価
す
る
と
同
時
に
、
大
学
の
学
者
た
ち
の
虚
飾
に
満
ち
た
つ
ま

ら
な
さ
も
見
抜
い
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
「
孔
子
さ
ま
で
も
学
歴
の
な

い
者
を
教
授
に
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
」
と
頑
張
る
文
部
官
僚
を
相
手

に
、
自
己
の
主
張
を
通
し
た
の
で
あ
っ
た
。

江
戸
っ
子
の
露
伴
は
１
年
で
東
京
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
窮
屈
さ
、

肩
苦
し
さ
に
閉
口
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
東
北
の
田
舎
者
、
苦

労
人
の
内
藤
湖
南
は
大
学
内
の
偏
見
に
耐
え
、
徐
々
に
自
分
の
実
力
を

同
僚
や
学
生
た
ち
に
認
め
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

京
大
の
創
設
は
政
治
の
都
東
京
で
そ
の
影
響
を
受
け
や
す
い
東
京
帝

国
大
学
に
対
し
て
、
学
問
の
自
立
と
長
い
歴
史
的
視
野
に
立
っ
た
学
風

を
育
て
た
い
と
い
う
西
園
寺
公
望
ら
の
意
向
に
基
づ
い
て
い
た
と
い
う
。

そ
し
て
そ
の
ね
ら
い
は
当
た
っ
た
と
い
え
よ
う
。
東
大
が
今
日
に
至
る

ま
で
官
僚
養
成
機
関
の
趣
き
を
呈
し
て
い
る
の
に
対
し
、
京
大
は
自
由

で
独
創
的
な
学
者
を
輩
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

内
藤
史
学
の
学
風

湖
南
の
講
義
は
す
べ
て
、
小
さ
な
メ
モ
を
書
い
た
紙
片
だ
け
を
頼
り

に
、
理
路
整
然
、
流
れ
る
よ
う
に
語
り
来
り
、
語
り
去
っ
た
と
い
う
。

だ
か
ら
、
湖
南
自
身
に
は
ノ
ー
ト
は
な
か
っ
た
。
講
義
録
を
基
礎
に
著

作
化
す
る
と
き
に
は
聴
講
し
た
学
生
た
ち
の
な
か
か
ら
、
正
確
な
も
の

を
借
り
て
そ
れ
に
朱
筆
を
加
え
て
い
っ
た
と
い
う
。

喋
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
文
章
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
驚
く
べ
き

明
晰
さ
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
文
章
が
起
承
転
結
を
構
成
す
る
歴
史
叙

述
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
頭
脳
の
明
晰
さ
の
奥
行
き
と
拡
が
り
が

想
像
を
越
え
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

湖
南
の
学
問
は
文
明
の
発
生
に
始
ま
り
、
古
代
、
中
世
、
近
世
、
最

近
世
、
そ
し
て
近
現
代
の
清
朝
衰
亡
史
に
至
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
、

歴
代
王
朝
の
特
徴
を
微
細
な
点
ま
で
押
え
、
登
場
人
物
の
個
性
を
正
確

に
掴
み
、
歴
代
王
朝
の
財
政
・
軍
事
・
思
想
を
数
字
を
挙
げ
て
克
明
に

叙
述
し
て
い
る
。
そ
の
記
憶
力
は
恐
る
べ
き
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
暗
記

力
と
い
う
よ
り
、
歴
史
の
流
れ
を
簡
明
に
掴
む
術
を
完
全
に
会
得
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
古
典
の
分
析
、
批
判
的
解
釈
に
つ
け
て
、
清
朝
の
考
証
学
を
十

分
理
解
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ギ
リ
シ
ア
古
典
研
究
、

聖
書
学
の
方
法
に
つ
い
て
、
同
僚
の
西
洋
史
の
研
究
者
を
根
掘
り
葉
掘

遠近　9
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り
質
問
攻
め
に
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
そ
の
学
問
の
方
法
は
十
分
現

代
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
名
著
と
し
て
最
近
復
刻
さ
れ
た
『
支
那
絵
画
史
』（
ち
く
ま

学
芸
文
庫
）
は
、
清
朝
の
滅
亡
に
際
会
し
て
、
清
朝
の
名
望
貴
族
の
家

か
ら
、
国
宝
級
の
絵
画
、
美
術
品
が
流
出
し
、
日
本
に
も
多
く
の
美
術

品
が
流
入
し
た
。
湖
南
は
そ
の
現
物
の
多
く
を
実
際
に
手
に
取
り
、
鑑

定
家
と
し
て
目
利
き
の
役
割
を
果
た
し
、
高
価
な
も
の
は
、
朝
日
新
聞

社
長
の
上
野
家
を
は
じ
め
財
閥
に
買
わ
せ
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
役
割
も
果

た
し
た
こ
と
が
、
湖
南
の
支
那
絵
画
開
眼
に
大
い
に
役
立
っ
た
ら

し
い
。
湖
南
も
狩
野
亨
吉
も
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
古
書
、

古
物
の
鑑
定
家
の
一
面
を
も
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
確
か
な

眼
が
『
支
那
絵
画
史
』
を
成
立
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
『
全
集
』
第
12
巻
は
目
録
学
に
就
い
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
支
那
の
古
書
の
分
類
学
で
あ
る
が
、
単
な

る
分
類
学
で
は
な
く
、
支
那
の
学
問
を
理
解
す
る
最
奥
の
も
の

が
、
こ
の
目
録
学
の
中
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
恐

る
べ
き
学
殖
と
い
え
よ
う
。

湖
南
の
学
問
の
全
貌
を
知
る
者
は
、
中
国
人
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
日

本
人
の
別
な
く
、
深
々
と
頭
を
下
げ
る
呈
の
も
の
で
あ
る
。
今
日
で
は

そ
の
漢
語
的
表
現
の
た
め
、
若
い
世
代
に
は
取
っ
つ
き
に
く
い
が
、
そ

こ
を
越
え
れ
ば
、
推
理
小
説
の
よ
う
な
面
白
さ
を
味
わ
え
る
世
界
な
の

で
あ
る
。ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

本
来
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
は
、
相
反
す
る
も
の
で
は

な
く
、
人
間
の
営
み
の
裏
表
で
あ
る
。
湖
南
は
京
大
教
授
と
な
っ
た
の

ち
も
、
時
局
論
を
や
め
な
か
っ
た
。
当
時
通
俗
大
学
と
称
し
た
市
民
大

学
に
も
、
積
極
的
に
参
加
し
て
、
市
民
に
直
接
語
り
か
け
た
。
大
正
２

年
『
支
那
論
』
を
公
刊
し
、
大
正
13
年
『
新
支
那
論
』
を
公
刊
し
て
、

清
朝
滅
亡
以
後
、
辛
亥
革
命
と
そ
の
の
ち
の
混
迷
に
つ
い
て
、
丹
念
に

追
い
つ
づ
け
、「
か
つ
て
列
強
は
協
同
し
て
支
那
に
対
し
た
が
、
次
第

に
諸
国
が
脱
落
し
て
、
日
本
と
支
那
の
正
面
衝
突
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
」
、
と
８
年
後
の
満
州
事
変
を
予
見
す
る
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い

る
。内

藤
湖
南
や
津
田
左
右
吉
は
、
五
四
運
動
以
降
の
新
し
い
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
へ
の
理
解
が
な
か
っ
た
と
は
、
新
し
い
世
代
か
ら
言
わ
れ
た
批

判
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
湖
南
は
中
国
に
共
産
主
義
政
権
が
実
現
す
る

と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
人
民
中
国
に
期
待
し
た
新
世
代
の
知
識
人
は
、
事
態
の
新

し
さ
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
中
国
の
変
わ
ら
ざ
る
側
面
を
見
落
し
て
い
た

よ
う
に
思
う
。
人
民
中
国
も
ま
た
理
想
郷
で
は
な
く
地
上
の
国
で
あ
り
、

官
僚
制
の
腐
敗
や
農
民
の
反
乱
な
ど
、
古
来
か
ら
の
中
国
の
姿
を
見
失

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
革
命
中
国
は
、
60
年
に
し
て
、
伝
統
的
な
中
国

に
戻
り
つ
つ
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
内
藤
湖
南
・
宮
崎
市
定
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
展

開
さ
れ
た
宋
近
世
説
と
い
う
時
代
区
分
論
は
、
中
国
は
内
在
的
発
展
と

し
て
近
代
化
す
る
と
い
う
仮
説
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

ふ
た
た
び
中
国
の
停
滞
説
、
分
裂
と
割
拠
か
専
制
か
の
二
つ
し
か
な

い
と
い
う
仮
説
に
対
し
、
内
藤
・
宮
崎
と
い
う
巨
匠
は
、
中
国
人
の
能

力
を
信
じ
、
中
国
人
以
上
に
中
国
的
な
見
方
を
貫
い
た
存
在
だ
っ
た
こ

と
を
、
日
本
と
中
国
の
若
い
世
代
は
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
わ
れ

わ
れ
も
ま
た
、
中
国
が
真
に
、
国
際
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
責
任
あ

る
行
動
を
取
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
そ
の
た
め
の
、
よ
り
自
由

な
政
治
の
仕
組
み
を
創
設
す
る
こ
と
を
。a
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特集　　日中交流を歩む人たち 

大正2年（1913）に公刊された
『支那論』で湖南は、2年前に勃
発した辛亥革命をふまえ、急転
する時局を論じ、中国の今後の
進路に関する自説を展開した。
写真は『支那論』の復刻版


