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一
九
四
五
年
、
昭
和
の
年
号
で
言
え
ば
二
十
年
に
入
り
、
戦
局
は
も
は
や
絶
望
的
、
本
土
は
中
小
都
市
ま
で
が
焦
土
と
化
し
つ
つ
あ

る
。
高
等
学
校
は
在
学
年
限
を
二
年
に
短
縮
さ
れ
、
徴
兵
年
齢
も
十
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
、
文
科
系
の
同
級
生
は
次
々
と
兵
営
中

に
消
え
て
行
く
。
二
年
、
三
年
先
を
考
え
る
ど
こ
ろ
か
、
明
日
の
運
命
す
ら
予
測
で
き
ぬ
日
々
だ
っ
た
。

　
そ
ん
な
中
で
中
国
の
こ
と
を
勉
強
し
よ
う
と
東
京
帝
国
大
学
の
文
学
部
東
洋
史
学
科
を
択
ん
だ
。
し
か
し
本
郷
に
住
む
私
に
と
っ
て

は
地
元
す
ぎ
た
し
、
中
国
を
勉
強
す
る
に
は
京
都
の
大
学
の
方
が
い
い
ん
だ
が
、
ま
ア
東
京
で
我
慢
し
て
お
こ
う
と
い
う
気
分
も
あ
っ

て
、
こ
れ
か
ら
学
問
修
業
を
始
め
る
ゾ
と
い
う
決
意
と
緊
張
感
に
欠
け
て
い
た
。
実
証
を
重
ん
ず
る
東
洋
史
学
科
の
学
生
で
あ
り
な
が

ら
、
主
任
教
授
の
学
風
に
敢
え
て
逆
ら
い
、
司
馬
遷
の
実
像
は
後
世
の
評
論
家
た
ち
の
誤
解
の
堆
積
中
に
在
る
、
と
い
っ
た
ヘ
ソ
曲
り

の
非
実
証
的
卒
業
論
文
を
書
い
て
、
敗
戦
後
の
乱
離
の
世
に
放
り
出
さ
れ
た
。
そ
ん
な
私
を
東
洋
文
化
研
究
所
が
助
手
に
採
用
し
て
く

れ
た
の
は
僥
倖
と
い
う
し
か
な
い
。

　
東
洋
文
化
研
究
所
は
東
京
帝
国
大
学
の
附
置
研
究
所
と
し
て
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
直
前
の
一
九
四
一
年
十
一
月
に
、
東
洋
文
化
に
関
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す
る
総
合
的
研
究
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
が
、
研
究
室
は
図
書
館
の
間
借
り
、
ス
タ
ッ
フ
も
少
人
数
で
、
空
襲
下
の
疎
開
な
ど
に

忙
殺
さ
れ
て
い
る
う
ち
敗
戦
を
迎
え
た
。
戦
後
の
混
乱
の
中
で
活
動
を
再
開
、
四
八
年
に
は
外
務
省
所
轄
の
東
方
文
化
学
院
を
吸
収
し

て
本
拠
を
大
塚
に
移
転
し
、
四
九
年
四
月
か
ら
は
教
授
六
名
、
助
教
授
六
名
、
助
手
九
名
の
体
制
と
な
っ
た
。
私
が
助
手
に
採
用
さ
れ

た
の
は
こ
の
時
点
で
あ
る
。
同
期
に
採
用
さ
れ
た
助
手
に
は
衛
藤
藩
吉
・
小
堀
巌
・
古
島
和
雄
・
堀
敏
一
の
諸
氏
が
い
る
。

　
当
時
の
研
究
所
の
看
板
教
授
は
東
洋
法
制
史
の
仁
井
田
陞
、
人
文
地
理
学
の
飯
塚
浩
二
の
両
教
授
だ
っ
た
。
お
二
人
は
全
く
対
照
的

で
、
『
唐
令
拾
遺
』
で
若
く
し
て
学
士
院
恩
賜
賞
を
受
賞
し
た
仁
井
田
教
授
は
〈
剛
〉
の
人
。
自
説
を
信
ず
る
こ
と
篤
く
、
先
輩
後
輩

の
別
な
く
疑
問
が
あ
れ
ば
遠
慮
な
く
議
論
を
吹
き
か
け
ら
れ
る
。
飯
塚
教
授
は
フ
ラ
ン
ス
留
学
で
身
に
つ
け
た
エ
ス
プ
リ
あ
ふ
れ
る

〈
柔
〉
の
人
。
や
や
皮
肉
っ
ぼ
く
、
た
だ
し
相
手
を
傷
つ
け
ぬ
優
し
さ
を
こ
め
て
批
判
の
矢
を
放
た
れ
る
。
こ
の
正
反
対
の
お
二
人
が

不
思
議
に
調
和
し
て
、
戦
時
中
抑
圧
さ
れ
て
い
た
学
問
研
究
の
開
放
を
め
ざ
し
て
協
力
し
、
時
宜
を
得
た
テ
ー
マ
と
講
師
に
よ
る
〈
東

洋
文
化
講
座
〉
を
約
三
年
間
に
五
六
回
に
わ
た
っ
て
開
講
し
て
お
ら
れ
た
。

　
助
手
と
し
て
入
所
早
々
に
仰
せ
つ
か
っ
た
の
が
、
そ
の
〈
講
座
〉
に
も
と
つ
い
て
編
集
さ
れ
た
『
東
洋
的
社
会
倫
理
の
性
格
』
の
書

評
だ
っ
た
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
四
〇
号
）
。
竹
内
好
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
」
、
吉
川
幸
次
郎
「
中
国
人
と
宗
教
」
、
野
原
四
郎

「
胡
適
氏
と
儒
教
」
、
そ
れ
に
こ
の
本
の
標
題
と
な
っ
た
仁
井
田
氏
の
論
文
、
合
わ
せ
て
四
篇
に
つ
い
て
感
想
を
書
い
た
中
で
、
最
も
字

数
を
費
や
し
た
の
が
仁
井
田
氏
の
「
東
洋
的
社
会
倫
理
」
に
関
す
る
議
論
だ
っ
た
。
仁
井
田
氏
が
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
力
説
す
る
東
洋

的
権
威
主
義
な
る
も
の
へ
の
批
判
に
は
、
確
か
に
同
感
す
る
面
は
あ
る
が
、
日
本
人
に
も
絡
み
つ
い
て
い
る
と
い
う
権
威
主
義
か
ら
ど

う
す
れ
ば
脱
却
で
き
る
の
か
、
そ
の
こ
と
へ
の
言
及
が
な
い
の
は
物
足
り
な
い
。
ー
と
、
権
威
主
義
論
の
権
威
に
対
し
て
駆
け
出
し

の
私
は
早
速
刀
を
つ
き
つ
け
た
の
だ
が
、
表
現
が
娩
曲
だ
っ
た
せ
い
か
御
本
人
に
は
か
ま
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
が
研

究
所
に
溢
れ
る
権
威
主
義
批
判
の
風
に
煽
ら
れ
た
私
の
発
言
第
一
号
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
で
図
に
乗
っ
た
私
は
、
次
な
る
目
標
を
板
野
長
八
氏
の
中
国
古
代
思
想
史
研
究
に
向
け
て
、
こ
の
体
系
は
「
馴
染
め
な
い
」
と

切
り
捨
て
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
四
九
号
）
、
つ
い
で
貝
塚
茂
樹
氏
の
『
孔
子
』
（
岩
波
新
書
）
を
槍
玉
に
上
げ
て
、
周
到
な
史
料
の
扱

い
に
安
住
す
る
く
歴
史
学
V
の
進
歩
と
い
う
も
の
は
信
用
す
る
気
に
な
れ
な
い
、
と
言
い
捨
て
た
（
『
東
洋
文
化
』
八
号
）
。
思
想
や
人

物
そ
の
も
の
に
迫
る
方
法
は
も
っ
と
別
に
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
自
信
と
、
そ
れ
を
具
体
的
に
実
現
す
る
道
が
見
つ
か
ら
ぬ
焦
燥
と
の
狭

間
で
、
私
は
『
論
語
』
と
い
う
厄
介
な
書
物
に
足
を
取
ら
れ
、
孔
子
そ
の
ひ
と
の
捉
え
方
を
め
ぐ
っ
て
カ
ラ
回
り
を
続
け
た
。

　
同
じ
助
手
で
も
、
文
学
部
の
助
手
は
小
使
同
然
に
雑
用
が
多
い
の
に
対
し
て
、
研
究
所
助
手
は
「
研
究
貴
族
」
と
羨
ま
し
が
ら
れ
る

ほ
ど
優
雅
な
身
分
だ
っ
た
。
当
時
の
助
手
に
は
指
導
教
授
が
つ
い
て
い
た
か
ら
、
今
か
ら
思
え
ば
博
士
課
程
に
在
学
し
て
い
る
気
分
だ

っ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
私
は
指
導
教
授
と
指
定
さ
れ
た
人
に
何
の
相
談
も
持
ち
か
け
ず
、
指
導
も
受
け
な
か
っ
た
。
そ

う
し
た
徹
底
し
た
自
主
性
、
自
律
性
を
認
め
て
く
れ
る
の
が
、
時
に
は
「
空
理
空
論
研
究
所
」
の
陰
口
す
ら
叩
か
れ
て
い
る
と
い
う
東

洋
文
化
研
究
所
の
存
在
意
義
な
の
だ
、
と
私
は
思
い
込
み
、
既
成
学
界
か
ら
の
評
判
な
ど
何
す
る
も
の
ぞ
と
傲
り
昂
ぶ
っ
て
い
た
。
そ

れ
が
敗
戦
後
の
一
定
の
状
況
で
例
外
的
に
認
め
ら
れ
た
一
種
の
甘
え
で
あ
る
こ
と
も
気
づ
か
ず
に
。

　
『
東
洋
文
化
研
究
所
の
5
0
年
』
（
一
九
九
一
年
）
と
い
う
記
念
誌
に
は
、
一
九
四
六
年
一
月
か
ら
毎
週
一
回
開
か
れ
た
所
内
研
究
会
、

計
七
五
七
回
の
一
覧
が
載
っ
て
い
る
が
、
助
手
と
し
て
在
職
中
の
私
の
研
究
会
発
表
は
、
五
一
年
一
月
の
「
孔
子
」
、
五
三
年
二
月
の

「
思
想
史
の
一
問
題
」
の
二
回
の
み
で
あ
る
。
三
年
の
任
期
中
、
上
記
の
書
評
や
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
四
冊
の
「
論
語
の
成

立
」
以
外
に
さ
し
た
る
業
績
も
無
い
ま
ま
に
、
任
期
を
一
年
延
長
し
て
五
三
年
三
月
に
退
職
し
た
。

　
以
上
が
私
と
東
大
東
洋
文
化
研
究
所
と
の
か
か
わ
り
の
す
べ
て
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
そ
の
後
研
究
所
と
の
縁
が
全
く
切
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
六
四
年
六
月
の
研
究
会
で
は
「
族
刑
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問

題
」
、
六
五
年
七
月
に
は
「
華
夷
思
想
の
形
成
」
、
六
八
年
二
月
に
は
「
春
秋
時
代
の
「
叛
」
」
と
題
し
て
発
表
し
、
最
後
の
も
の
に
つ
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い
て
は
『
紀
要
』
第
四
九
冊
に
「
陽
虎
と
公
山
不
狂
ー
春
秋
末
期
の
「
叛
」
」
の
論
文
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。

報
告
は
、
中
国
古
代
史
関
係
の
論
文
を
い
く
ら
か
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
私
へ
の
御
招
待
程
度
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

と
整
備
さ
れ
て
行
く
研
究
所
の
部
門
別
研
究
体
制
へ
の
本
格
的
協
力
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。

二

し
か
し
こ
れ
ら
の

こ
の
期
間
に
着
々

6東洋文化研究1号

　
名
称
は
同
じ
東
洋
文
化
研
究
所
で
も
私
が
着
任
し
た
頃
の
学
習
院
の
そ
れ
は
、
安
倍
能
成
院
長
が
所
長
を
兼
務
し
、
京
城
帝
国
大
学

時
代
か
ら
朝
鮮
史
研
究
で
知
ら
れ
て
い
た
図
書
館
長
の
末
松
保
和
教
授
が
主
事
を
つ
と
め
る
さ
さ
や
か
な
組
織
だ
っ
た
。
安
倍
院
長
自

ら
筆
を
執
っ
た
「
設
立
趣
意
書
」
（
」
九
五
二
年
五
月
）
は
高
い
調
子
で
、
真
に
西
洋
を
知
る
に
は
東
洋
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
東
洋

に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
西
洋
人
の
な
し
え
ぬ
こ
と
を
、
し
か
も
西
洋
の
学
問
的
方
法
を
会
得
し
て
閲
明
し
、
世
界
の
文
化
に
貢
献

す
る
の
が
日
本
人
の
責
任
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
第
一
期
の
事
業
計
画
と
し
て
、
「
学
習
院
図
書
館
所
蔵
の
東
洋
学
関
係
図

書
の
整
備
」
、
「
新
研
究
資
料
の
収
集
」
が
挙
げ
ら
れ
、
地
域
的
に
は
近
き
よ
り
遠
く
に
及
ぼ
す
、
つ
ま
り
隣
国
の
朝
鮮
関
係
の
資
料
か

ら
始
め
る
と
さ
れ
た
。

　
学
習
院
図
書
館
に
は
、
東
洋
史
学
の
開
基
の
東
大
教
授
白
鳥
庫
吉
が
学
習
院
教
授
時
代
に
購
入
し
た
と
思
わ
れ
る
多
量
の
漢
籍
、
洋

書
類
が
あ
っ
た
。
現
在
の
大
学
図
書
館
が
建
つ
前
の
書
庫
は
木
造
二
階
造
り
だ
っ
た
が
、
そ
の
真
っ
暗
な
庫
内
に
ラ
ン
プ
片
手
に
踏
み

入
る
と
、
木
箱
に
納
め
ら
れ
た
主
要
漢
籍
が
ズ
ラ
リ
書
棚
に
並
ん
で
い
る
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。
当
時
の
蔵
書
状
況
は
一
九
二
〇
年
代

に
刊
行
さ
れ
た
学
習
院
図
書
館
の
和
漢
書
、
洋
書
目
録
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
朝
鮮
、
満
州
か
ら
蒙
古
、

西
域
に
ま
で
ひ
ろ
が
っ
た
白
鳥
教
授
の
研
究
領
域
の
一
端
が
窺
え
る
。



　
厳
格
な
実
証
史
学
者
だ
っ
た
末
松
主
事
は
、
朝
鮮
関
係
資
料
整
備
の
手
初
め
と
し
て
、
朝
鮮
史
研
究
の
基
本
資
料
で
あ
る
『
李
朝
実

録
』
を
一
揃
え
備
え
た
い
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
は
東
洋
文
庫
所
蔵
の
元
京
城
帝
国
大
学
縮
印
本
を
原
本
と
し
て
「
普
及
版
」
を
つ

く
り
た
い
。
A
5
判
七
百
頁
平
均
と
し
て
全
部
で
二
百
冊
、
各
冊
五
百
部
作
成
す
る
と
い
う
こ
の
大
計
画
を
、
末
松
教
授
と
同
じ
く
京

城
帝
大
教
授
の
経
歴
も
あ
る
安
倍
院
長
は
支
持
し
て
、
毎
年
刊
行
費
を
特
別
予
算
に
組
ん
で
援
助
し
た
。

　
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
遠
大
な
計
画
だ
っ
た
。
第
一
冊
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
五
三
年
六
月
だ
が
、
そ
の
年
の
春
先
に
、
私
は
高

等
科
教
員
と
し
て
採
用
さ
れ
る
に
際
し
て
、
今
は
明
治
村
に
移
築
さ
れ
た
旧
院
長
官
舎
の
一
室
で
安
倍
院
長
の
面
接
を
受
け
た
。
そ
の

時
私
が
東
洋
史
を
担
当
す
る
と
聞
い
た
院
長
は
『
李
朝
実
録
』
刊
行
案
内
の
ビ
ラ
を
持
ち
出
し
て
、
私
に
も
買
っ
て
ほ
し
い
と
懲
悪
さ

れ
た
。
購
入
予
約
者
は
二
百
を
出
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
折
角
の
院
長
先
生
の
ご
依
頼
だ
っ
た
が
、
当
時
の
私
に
は
資
金
の
余

裕
も
な
く
、
ま
た
朝
鮮
史
に
積
極
的
関
心
が
な
か
っ
た
。
末
松
教
授
は
あ
る
時
、
「
津
田
左
右
吉
先
生
は
偉
い
。
自
分
に
は
こ
れ
か
ら

先
勉
強
す
る
余
裕
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
資
料
が
出
た
以
上
は
買
い
ま
す
、
と
予
約
さ
れ
た
」
と
私
に
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
今
も
っ
て

私
に
は
耳
が
痛
い
。

　
「
半
永
続
的
」
と
も
見
え
た
『
実
録
』
刊
行
事
業
だ
っ
た
が
、
い
く
つ
か
の
好
条
件
が
重
な
っ
て
一
九
六
七
年
ま
で
に
全
巻
刊
行
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
一
つ
は
文
部
省
の
刊
行
助
成
費
の
他
に
、
訪
日
し
た
中
国
科
学
院
郭
沫
若
院
長
の
は
か
ら
い
で
、
当
時
と
し
て
は

巨
額
な
前
払
代
金
七
二
五
万
円
が
学
習
院
に
振
り
込
ま
れ
た
こ
と
。
二
つ
に
は
写
真
複
製
技
術
の
長
足
の
進
歩
に
よ
っ
て
一
層
の
縮
刷

が
可
能
に
な
り
、
予
定
の
約
四
分
の
一
の
五
六
冊
に
全
部
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
。
そ
れ
に
何
よ
り
も
与
っ
て
力
と
な
っ
た
の

は
、
こ
の
間
に
お
け
る
末
松
主
事
の
た
ゆ
ま
ぬ
緻
密
な
実
行
力
で
あ
っ
た
。

　
末
松
教
授
の
停
年
退
職
後
、
一
九
七
五
年
四
月
か
ら
私
が
主
事
を
引
き
継
い
だ
。
『
李
朝
実
録
』
と
そ
れ
に
続
く
く
学
東
叢
書
V
の

刊
行
企
画
は
ほ
ぼ
終
っ
て
い
た
か
ら
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
在
庫
刊
行
物
の
寄
贈
や
販
売
等
の
残
務
整
理
が
仕
事
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
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に
郭
沫
若
資
金
で
潤
っ
た
予
算
も
底
を
つ
き
、
人
件
費
を
一
般
会
計
で
処
理
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
態
も
起
こ
っ
て
い
た
。

　
当
時
、
学
習
院
大
学
の
運
営
を
財
政
的
に
合
理
化
す
べ
き
だ
と
い
う
声
が
強
く
、
経
費
ば
か
り
か
さ
ん
で
収
入
の
な
い
部
門
は
切
り

捨
て
う
と
い
う
議
論
も
あ
っ
た
。
東
洋
文
化
研
究
所
な
ど
は
さ
し
あ
た
り
そ
の
標
的
と
さ
れ
た
。

　
主
事
と
な
っ
た
私
は
児
玉
幸
多
学
長
に
し
ば
し
ば
進
言
し
た
。
1
学
習
院
の
東
洋
文
化
研
究
所
は
『
李
朝
実
録
』
普
及
版
の
刊
行

で
内
外
に
声
名
を
高
め
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
研
究
所
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
「
設
立
趣
意
書
」
に
も
あ
っ
た
「
学
術
上
の

研
究
及
び
調
査
」
、
「
研
究
調
査
の
成
果
の
発
表
」
を
行
な
う
べ
き
だ
。
各
学
部
の
教
員
を
中
心
と
し
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
組
織
し

て
そ
の
成
果
を
発
表
す
る
こ
と
に
し
て
は
ど
う
か
。
1
幸
い
そ
の
意
見
が
学
内
で
承
認
さ
れ
た
結
果
、
二
年
後
の
七
七
年
四
月
か
ら

研
究
所
は
大
学
の
附
置
研
究
所
と
し
て
正
式
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
法
学
部
の
加
藤
秀
俊
教
授
が
初
代
所
長
と
し
て
選
任
さ
れ
た
。
助
手

二
名
が
置
か
れ
、
運
営
委
員
会
や
研
究
員
会
議
な
ど
の
組
織
が
整
備
さ
れ
て
行
く
の
も
こ
れ
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
初
年
度
に
発
足
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
に
私
が
主
査
と
な
っ
た
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
化
接
触
の
研
究
」
チ
ー
ム
が
あ
っ
た
。

「
主
査
」
と
は
調
査
の
主
任
の
意
味
の
よ
う
で
あ
る
。
法
学
部
か
ら
は
斉
藤
孝
・
安
井
達
弥
、
経
済
学
部
か
ら
は
島
野
卓
爾
、
文
学
部

か
ら
は
高
田
淳
・
林
友
春
の
諸
教
授
、
そ
れ
に
学
外
か
ら
は
客
員
研
究
員
と
し
て
武
田
幸
男
東
大
教
授
が
加
わ
り
、
不
定
期
の
研
究
会

を
開
く
と
と
も
に
、
各
自
の
研
究
成
果
を
七
八
年
か
ら
八
三
年
に
か
け
て
『
調
査
研
究
報
告
』
恥
4
、
喩
1
1
、
恥
1
3
、
恥
1
4
、
恥
1
5
と

し
て
発
表
し
た
。

　
こ
の
う
ち
の
恥
1
5
が
顧
頷
剛
『
西
北
考
察
日
記
』
全
文
の
翻
訳
・
脚
注
お
よ
び
原
文
の
復
刻
で
、
私
の
担
当
し
た
号
で
あ
る
。
こ
の

『
日
記
』
を
入
手
で
き
た
経
緯
に
つ
い
て
は
す
で
に
各
処
で
書
い
た
か
ら
繰
り
返
さ
な
い
。
脚
注
を
省
略
し
た
翻
訳
を
転
載
し
た
筑
摩

書
房
刊
『
抗
日
戦
下
の
中
国
知
識
人
－
顧
頷
剛
と
日
本
』
の
「
後
記
」
に
、
〈
専
門
家
〉
に
な
り
切
れ
ず
あ
れ
こ
れ
手
を
つ
け
て
き

た
私
の
仕
事
の
う
ち
で
、
こ
れ
は
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
編
集
者
の
言
を
苦
笑
ま
じ
り
に
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
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い
て
は
少
し
く
解
説
が
要
る
。

　
他
人
か
ら
〈
専
門
〉
は
何
で
す
か
と
訊
ね
ら
れ
れ
ば
、
中
国
古
代
史
で
す
と
答
え
る
こ
と
に
は
し
て
い
る
。
し
か
し
一
流
と
い
わ
れ

る
学
者
の
よ
う
に
無
心
に
研
究
対
象
に
の
め
り
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
深
く
の
め
り
込
め
ば
業
績
は
出
る
が
、
そ
れ
だ
け
視
野
は
狭

ま
る
。
対
象
の
、
例
え
ば
『
史
記
』
の
面
白
さ
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
な
が
ら
、
一
方
で
趣
味
に
溺
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
残

る
。　

〈
専
門
〉
研
究
と
は
い
っ
た
い
何
か
P
　
年
来
の
そ
の
疑
問
に
対
し
て
私
な
り
の
答
え
を
用
意
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
が
、
一

つ
は
中
国
近
代
史
研
究
を
め
ぐ
っ
て
沸
き
起
こ
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
ア
ジ
ア
・
フ
ォ
ー
ド
問
題
」
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
「
文
化
大
革

命
」
下
の
中
国
を
二
十
日
間
ほ
ど
旅
行
し
た
体
験
だ
っ
た
。

　
研
究
を
推
進
す
る
た
め
に
は
研
究
費
が
い
る
。
そ
の
カ
ネ
は
ど
こ
か
ら
も
ら
っ
て
も
い
い
も
の
か
。
中
国
政
府
と
敵
対
し
て
い
る
米

国
の
ア
ジ
ア
財
団
や
フ
ォ
ー
ド
財
団
か
ら
の
カ
ネ
で
、
当
の
中
国
近
代
史
の
研
究
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
も
い
い
の
か
。
ー
こ
う
い
う

疑
問
に
対
し
て
、
学
問
研
究
と
政
治
と
は
全
く
別
次
元
だ
か
ら
カ
ネ
は
ど
こ
か
ら
も
ら
っ
て
も
い
い
と
す
る
主
張
が
あ
っ
た
が
、
そ
う

し
た
考
え
方
に
私
は
一
種
の
安
易
さ
を
覚
え
た
。
こ
れ
で
は
明
治
以
来
ア
ジ
ア
政
策
の
線
に
沿
っ
て
発
達
し
た
日
本
ア
ジ
ア
学
に
な
ん

の
反
省
も
な
い
、
焼
き
直
し
の
戦
後
版
に
な
ら
な
い
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
東
洋
史
学
の
戦
後
的
課
題
」
（
『
現
代
の
眼
』
一
九

七
〇
1
一
〇
）
な
ど
で
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　
「
文
革
」
で
沸
き
返
る
中
国
の
印
象
は
、
多
く
の
礼
賛
者
と
は
異
な
り
私
に
は
異
常
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
が
、
同
時
に
不
思
議
な

面
白
さ
を
実
感
し
た
。
こ
の
不
思
議
な
面
白
さ
を
生
み
出
し
支
え
て
い
る
も
の
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
こ
う
い
う
中
国
の
存
在
は
、

同
時
代
を
生
き
て
い
る
日
本
人
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
の
こ
と
に
答
え
ら
れ
ぬ
中
国
〈
専
門
家
〉
は
研
究
者
と
し
て
の
責

任
を
果
し
て
い
る
の
か
。
i
こ
う
し
た
問
題
に
答
え
よ
う
と
し
て
帰
国
後
間
も
な
く
書
い
た
の
が
「
現
代
中
国
と
中
国
〈
専
門
家
〉
」
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（『

v
想
』
五
二
三
号
）
の
一
文
で
あ
る
。

　
そ
の
時
期
に
偶
然
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
『
古
史
辮
自
序
』
に
よ
っ
て
戦
前
か
ら
も
日
本
人
に
名
を
知
ら
れ
て
い
た
顧
頷

剛
と
い
う
人
物
の
時
代
と
の
か
か
わ
り
だ
っ
た
。
七
二
年
一
月
に
発
表
し
た
「
顧
頷
剛
と
日
本
」
（
『
理
想
』
四
六
四
号
）
は
、
中
国
古

代
史
〈
専
門
家
〉
と
し
て
の
顧
頷
剛
の
業
績
そ
の
も
の
の
紹
介
で
は
な
く
、
三
〇
年
代
以
降
の
日
本
の
中
国
政
策
が
落
し
た
騎
を
追
求

す
る
試
み
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
彼
が
関
わ
っ
て
い
た
『
萬
貢
』
と
い
う
雑
誌
が
盧
溝
橋
事
件
直
後
に
停
刊
と
な
り
、
そ
の
後
の
消
息
は

不
明
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
は
き
っ
と
何
か
あ
る
に
相
違
な
い
。
　
　
そ
う
思
い
な
が
ら
も
、
こ
の
論
文
を
書
い
た
時
点
で
は
、

顧
頷
剛
の
当
時
の
行
動
や
思
想
を
裏
づ
け
る
具
体
的
資
料
は
極
め
て
乏
し
か
っ
た
。
だ
か
ら
一
九
八
〇
年
秋
と
い
う
顧
頷
剛
氏
生
前
の

最
後
の
時
期
に
、
抗
日
戦
時
代
の
秘
録
と
も
い
う
べ
き
『
西
北
考
察
日
記
』
を
直
接
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
私
に
と
っ
て
ま

さ
に
千
載
一
遇
の
恩
恵
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
か
、
と
も
言
わ
れ
た
所
以
で
あ
る
。

　
「
文
化
摩
擦
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
部
と
し
て
『
調
査
研
究
報
告
』
恥
1
5
で
『
西
北
考
察
日
記
』
を
復
刻
・
翻
訳
し
た
あ
と
も
、
顧

氏
が
抗
日
戦
を
通
じ
て
援
助
し
続
け
た
と
い
う
通
俗
読
物
編
刊
社
発
行
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
入
手
し
た
い
希
望
を
持
ち
続
け
て
い
た
。

八
二
年
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
六
百
種
に
も
及
ぶ
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
中
の
十
一
冊
を
入
手
で
き
た
の
で
、
七
七
～
八
一
年
度
の
林

教
授
主
査
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
東
ア
ジ
ア
諸
民
族
に
お
け
る
文
化
接
触
と
そ
の
過
程
」
に
加
わ
っ
て
い
た
私
は
、
『
調
査
研
究
報
告
』

恥
1
7
に
十
一
冊
原
文
の
復
刻
と
、
そ
の
う
ち
三
冊
分
の
翻
訳
と
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
重
た
い
内
容
の
文
書
を

「
文
化
摩
擦
」
「
文
化
接
触
」
と
い
う
用
語
で
扱
う
に
は
い
さ
さ
か
躊
躇
す
る
気
持
が
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
の
機
会
を
通
じ
て
こ
れ
ら

を
日
本
に
紹
介
で
き
た
の
は
幸
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
以
上
が
私
に
と
っ
て
は
二
番
目
の
東
洋
文
化
研
究
所
時
代
に
経
験
し
た
こ
と
の
概
要
で
あ
る
。
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三

　
研
究
と
カ
ネ
の
こ
と
に
触
れ
た
際
に
、
ア
ジ
ア
・
フ
ォ
ー
ド
両
財
団
資
金
に
よ
る
中
国
近
代
史
研
究
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
。
当
時

日
本
政
府
は
台
湾
の
中
華
民
国
と
国
交
を
結
び
、
大
陸
と
は
民
間
の
交
流
だ
け
し
か
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
中
国
を
研
究
す
る
た
め
に
北

京
の
大
学
に
留
学
す
る
な
ど
思
い
も
よ
ら
ず
、
短
期
の
旅
行
さ
え
と
く
に
公
務
員
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
窮
屈
な

状
況
の
中
で
、
中
国
近
代
史
研
究
者
に
カ
ネ
を
援
助
し
よ
う
と
い
う
申
し
出
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
出
る
カ
ネ
で
あ
っ
て
も
有

難
く
頂
戴
し
て
よ
い
で
は
な
い
か
。
ー

　
こ
う
い
う
考
え
方
に
対
し
て
当
時
の
私
は
、
そ
れ
は
戦
前
の
日
本
の
ア
ジ
ア
学
の
轍
を
踏
む
こ
と
に
な
る
の
を
憂
え
た
。
も
ち
ろ
ん

そ
れ
は
研
究
者
の
主
体
性
の
問
題
と
し
て
で
あ
っ
て
、
中
国
敵
視
政
策
を
と
る
米
国
財
団
の
カ
ネ
だ
か
ら
問
題
に
す
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
そ
の
裏
返
し
に
中
国
か
ら
の
カ
ネ
な
ら
喜
ん
で
頂
戴
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
一
定
の
課
題
に
つ
い
て
研
究
費
を
提
供
す
る
側
は
、
当
然
そ
れ
に
も
と
つ
く
研
究
成
果
を
期
待
す
る
。
期
待
の
し
か
た
に
は
さ
ま
ざ

ま
あ
る
。
ク
イ
ズ
の
よ
う
に
即
刻
答
え
を
出
せ
と
い
う
よ
う
な
性
急
な
注
文
は
先
ず
な
い
だ
ろ
う
が
、
多
く
は
三
年
と
か
五
年
と
か
を

限
っ
て
研
究
成
果
を
ま
と
め
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
研
究
費
に
よ
っ
て
は
本
体
の
報
告
書
以
外
に
、
銀
行
利
息
ま
で
含
め
た
決
算
報
告

を
求
め
る
も
の
が
あ
る
一
方
、
か
な
り
大
ら
か
な
扱
い
で
済
ま
す
も
の
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
企
業
が
研
究
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、

な
ん
ら
か
目
に
見
え
る
収
益
が
生
じ
る
こ
と
を
期
待
す
る
だ
ろ
う
。
膨
大
な
資
金
量
を
擁
し
た
か
つ
て
の
国
策
会
社
「
満
鉄
」
で
す
ら
、

初
め
は
そ
の
満
鮮
歴
史
地
理
調
査
室
で
発
行
し
て
い
た
『
研
究
報
告
』
の
内
容
が
あ
ま
り
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
営
利
目
的
に
ふ
さ
わ
し

く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
発
行
元
を
東
京
帝
国
大
学
に
委
ね
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
国
が
巨
額
の
研
究
投
資
を
行
な
う
場
合
に
は
、
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国
際
的
な
研
究
水
準
に
追
い
つ
き
追
い
越
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
し
、
あ
わ
よ
く
ば
ノ
ー
ベ
ル
賞
級
の
研
究
成
果
を
挙
げ
て
ほ
し
い
と

こ
ろ
だ
ろ
う
。

　
研
究
費
を
受
け
る
側
か
ら
言
う
と
、
カ
ネ
だ
け
出
し
て
余
計
な
注
文
を
つ
け
な
い
の
が
望
ま
し
い
。
研
究
に
必
要
な
設
備
や
資
料
が

自
由
に
買
え
て
、
窮
屈
な
研
究
期
間
な
ど
は
設
け
ず
、
出
張
旅
費
も
自
由
に
使
え
、
報
告
書
提
出
の
義
務
も
な
い
。
そ
う
い
う
〈
ゆ
る

や
か
な
〉
条
件
あ
っ
て
こ
そ
研
究
の
質
は
高
ま
る
、
と
い
う
主
張
に
な
る
。
カ
ネ
の
出
処
は
ど
こ
か
ら
で
も
い
い
と
い
う
考
え
の
背
後

に
は
、
小
う
る
さ
い
口
出
し
を
し
な
い
注
文
主
が
い
る
場
合
が
多
い
。
研
究
職
と
し
て
安
定
し
た
終
身
ポ
ス
ト
が
保
証
さ
れ
な
い
と
優

れ
た
研
究
は
で
き
な
い
、
と
い
う
論
理
も
こ
こ
か
ら
生
じ
る
。

　
カ
ネ
の
出
し
手
と
カ
ネ
の
も
ら
い
手
の
立
場
は
原
理
的
に
相
反
す
る
。
が
、
全
く
相
反
し
て
し
ま
っ
た
ら
研
究
の
委
託
も
受
託
も
成

り
立
た
な
く
な
る
。
現
実
に
研
究
費
を
媒
介
と
し
た
研
究
が
成
立
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
点
に
い
わ
ば
妥
協
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
カ

ネ
を
出
す
側
の
先
見
性
に
も
と
つ
く
寛
容
さ
、
も
ら
う
側
の
責
任
意
識
の
モ
ラ
ル
が
、
個
々
の
研
究
の
場
で
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
。

カ
ネ
を
出
す
方
が
ゴ
リ
押
し
を
し
た
り
、
も
ら
う
方
が
安
易
に
流
れ
た
り
す
れ
ば
、
相
互
の
信
頼
は
失
わ
れ
カ
ネ
は
カ
ラ
回
り
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

　
妥
協
だ
か
ら
、
注
文
主
は
研
究
に
対
し
て
目
に
見
え
る
即
効
性
は
求
め
な
い
。
研
究
者
も
テ
ー
マ
か
ら
逸
脱
し
た
自
分
個
人
の
趣
味

は
抑
制
す
る
。
双
方
に
自
制
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
こ
そ
研
究
の
成
果
は
期
待
で
き
る
。

　
た
だ
し
こ
れ
は
研
究
費
を
媒
介
と
し
た
研
究
の
場
合
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
研
究
が
み
な
こ
の
よ
う
な
妥
協
の
場
で
行
な
わ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
深
淵
に
潜
む
〈
真
実
〉
を
心
身
を
磨
り
減
ら
し
て
追
い
求
め
る
営
み
は
過
去
に
も
あ
っ
た
し
、
現
在
も
将
来
も
絶
え

る
こ
と
な
く
行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
行
為
は
研
究
費
な
ど
と
は
無
縁
な
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
周
囲
か
ら
全
く
孤
立
し
、
場
合
に
よ

っ
て
は
李
卓
吾
の
よ
う
に
狂
人
扱
い
さ
れ
、
ガ
リ
レ
オ
の
よ
う
に
不
信
者
と
し
て
裁
か
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
妥
協
を
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排
し
自
己
の
信
じ
る
〈
真
実
〉
を
追
求
し
つ
づ
け
た
人
た
ち
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
研
究
は
本
来
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
無
償
の
行
為
だ
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
級
の
研
究
が
巨
額
な
研
究
費
に
比

例
し
て
出
る
と
は
限
ら
な
い
。
研
究
費
が
全
く
無
用
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
有
償
の
研
究
に
は
蜜
と
と
も
に
毒
が
あ
る
。
そ
の

こ
と
を
心
得
た
上
で
研
究
費
は
有
効
に
扱
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
学
習
院
大
学
長
）

小倉二つの東洋文化研究所と私13


