
〔
資
　
料
〕

陳
天
華

中
国
革
命
史
論

ま
え
が
き
　
　
こ
の
訳
稿
は
、
学
習
院
大
学
史
学
会
会
員
で
あ
る
伊

藤
桂
子
・
内
田
義
男
・
小
倉
芳
彦
・
金
谷
志
信
・
小
林
洋
子
・
佐
藤

広
金
・
須
賀
和
子
・
土
屋
憲
子
の
協
力
に
よ
っ
て
作
製
し
、
最
終
的

に
は
小
倉
の
責
任
に
お
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
訳
稿
完
成
の

過
程
で
、
会
誌
に
こ
れ
を
投
稿
す
る
こ
と
を
疑
問
と
す
る
意
見
も
参

加
者
の
一
部
か
ら
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
を
付
記
す
る
こ
と
で
、

投
稿
す
る
こ
と
自
体
に
は
意
見
の
一
致
を
見
た
。

　
は
じ
め
に
、
こ
の
『
中
国
革
命
史
論
』
が
書
か
れ
た
時
代
状
況
、

お
よ
び
、
著
者
陳
天
華
の
生
涯
に
つ
い
て
、
か
ん
た
ん
な
解
説
を
加

え
て
お
く
。

　
陳
天
華
、
字
は
星
台
、
号
は
思
黄
。
湖
南
省
新
化
県
の
人
。
　
一
八

七
五
ー
一
九
〇
五
。

　
一
九
〇
三
年
、
日
露
開
戦
の
前
年
、
二
八
才
の
陳
天
華
は
官
費
生

と
し
て
日
本
に
留
学
し
、
弘
文
書
院
に
籍
を
お
い
た
が
、
　
「
日
本
に

行
く
な
り
、
の
っ
け
か
ら
精
力
を
集
中
し
て
愛
国
の
宣
伝
活
動
に
従

事
し
た
の
で
、
半
年
た
っ
て
も
日
本
語
が
ひ
と
こ
と
も
し
や
べ
れ
な

か
っ
た
。
」
　
（
同
窓
生
石
酔
六
の
回
想
記
）
こ
の
年
の
春
、
ロ
シ
ア

は
露
清
間
に
結
ば
れ
た
ロ
シ
ア
軍
の
東
三
省
（
満
州
）
撤
兵
条
約
を

履
行
し
な
い
の
み
か
、
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
、
南
満
州
鉄
道
、
旅
順
・
大
連

の
軍
事
基
地
を
整
備
し
、
五
月
に
は
、
朝
鮮
鴨
緑
江
の
対
岸
の
竜
岩

浦
を
事
実
上
占
領
し
て
、
満
州
占
領
の
野
望
は
い
よ
い
よ
露
骨
に
な

っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
瓜
分
の
禍
」
が
迫
っ
て
く
る
の
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
シ
ヤ

し
て
、
留
日
中
国
人
学
生
は
「
拒
俄
義
勇
隊
」
を
結
成
し
、
軍
事

教
練
に
は
げ
ん
だ
が
、
こ
れ
は
、
名
は
「
拒
俄
」
だ
が
実
は
革
命
を

企
て
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
解
散
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
組
織
は
「
軍
国

民
教
育
会
」
と
改
名
し
た
。
陳
天
華
は
そ
の
運
動
員
と
な
り
、
　
「
瓜

分
の
禍
」
に
対
し
て
「
大
い
に
な
げ
き
悲
し
み
、
指
を
か
ん
だ
血
で

数
十
幅
の
書
を
つ
く
り
、
滅
亡
の
惨
を
陳
べ
、
内
地
の
各
学
校
に
郵

送
し
た
。
そ
れ
を
読
ん
だ
人
で
感
動
せ
ぬ
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
」

（
馬
自
由
『
革
命
逸
史
』
）

　
十
一
月
に
帰
国
し
た
と
き
、
黄
興
を
中
心
と
す
る
秘
密
結
社
の
華

興
会
に
参
加
し
た
。
そ
し
て
、
二
の
時
期
に
『
猛
回
頭
』
お
よ
び

『
現
世
政
見
の
評
訣
』
を
書
き
、
湖
南
・
江
西
の
青
年
た
ち
に
訴
え

た
。
清
朝
官
憲
は
、
そ
れ
に
対
し
て
弾
圧
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
で
、

一37一



一
九
〇
四
年
、
難
を
避
け
て
ふ
た
た
び
日
本
に
渡
り
、
法
政
大
学
に

入
学
し
て
『
警
世
鐘
』
を
著
わ
し
た
。
陳
天
華
の
『
猛
回
頭
』
『
警
世

鐘
』
は
、
郷
容
の
『
革
命
軍
』
と
と
も
に
有
名
だ
が
、
郷
容
の
は
文

語
体
で
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
陳
天
華
の
も
の
は
通
俗
的
な

口
語
体
で
書
か
れ
、
す
こ
し
で
も
文
字
の
読
め
る
人
に
ひ
ろ
く
読
ま

れ
た
と
い
う
。
な
お
郷
容
や
章
柄
麟
が
満
清
政
権
・
封
建
主
義
の
排

撃
を
主
眼
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
陳
天
華
は
列
強
帝
国
主
義
の

侵
略
の
危
機
を
強
調
し
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。

　
つ
い
で
彼
は
、
黄
興
を
総
指
揮
と
し
、
寄
老
会
の
頭
目
の
馬
福
益

ら
と
連
合
し
て
、
長
沙
起
義
を
計
画
し
た
。
そ
れ
は
、
一
九
〇
四
年

（
光
緒
三
十
年
）
の
旧
暦
十
月
十
日
を
期
し
て
、
西
太
后
六
十
才
の

誕
生
日
に
湖
南
省
の
官
吏
が
長
沙
に
集
ま
っ
て
式
を
お
こ
な
う
時

に
、
彼
ら
を
一
挙
に
爆
殺
し
、
同
時
に
各
地
で
い
っ
せ
い
に
蜂
起
す

る
、
と
い
う
計
画
で
あ
っ
た
が
、
直
前
に
発
覚
し
、
ふ
た
た
び
日
本

に
脱
出
し
た
。

　
一
九
〇
五
年
一
月
（
光
緒
三
十
年
十
二
月
）
、
陳
天
華
は
「
憂
傷
が

甚
だ
し
く
、
に
わ
か
に
奇
想
を
発
し
、
東
京
駿
河
台
の
我
国
留
学
生

会
館
に
建
議
し
て
、
全
留
学
生
の
名
儀
で
清
廷
に
立
憲
政
治
実
行
の

請
願
を
し
よ
う
と
主
張
し
た
。
思
う
に
恵
州
・
長
沙
の
二
回
の
起
義

の
失
敗
に
感
じ
て
、
別
の
方
法
を
計
画
し
、
党
人
の
勢
力
を
政
界

に
ひ
そ
か
に
拡
げ
て
、
そ
の
活
動
に
期
待
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
留
学
生
会
館
幹
事
は
、
各
省
同
郷
会
に
意
見
を
き
い
た
が
、
黄

克
強
・
宋
教
仁
・
馬
自
由
ら
は
み
な
反
対
し
、
各
同
郷
会
も
会
員
が

異
議
を
表
明
し
た
の
で
、
事
は
結
局
成
ら
な
か
っ
た
。
」
　
（
縞
『
革

命
逸
史
』
）

　
一
九
〇
五
年
八
月
二
十
日
、
孫
文
が
日
本
に
来
て
、
中
国
同
盟
会

（
中
国
革
命
同
盟
会
と
も
い
う
）
が
成
立
し
た
が
、
彼
は
そ
の
発
起

人
の
一
人
で
、
総
理
孫
文
、
庶
務
黄
興
の
も
と
に
、
書
記
、
規
約
起

草
委
員
と
な
り
、
機
関
誌
『
民
報
』
が
発
刊
さ
れ
て
か
ら
は
、
そ
の

選
述
員
と
な
っ
た
。
そ
の
創
刊
号
に
は
、
　
『
中
国
は
あ
ら
た
に
民
主

政
体
を
と
る
べ
し
』
と
『
中
国
革
命
史
論
』
の
二
つ
の
論
説
を
書
い

て
い
る
。
前
者
は
、
梁
啓
超
を
し
て
革
命
派
へ
の
反
駁
論
文
『
開
明

専
制
論
』
を
書
か
せ
る
動
機
と
な
り
、
以
後
の
改
革
派
・
革
命
派
の

論
争
の
契
機
と
な
っ
た
。
後
者
は
、
梁
啓
超
（
ペ
ン
ネ
ー
ム
　
「
中

国
之
新
民
」
）
が
『
新
民
叢
報
』
第
四
六
至
四
八
号
合
本
に
書
い
た

『
中
国
歴
史
上
革
命
之
研
究
』
へ
の
反
駁
を
試
み
た
も
の
で
、
彼
の

自
殺
（
後
述
）
に
よ
っ
て
未
完
に
終
っ
た
が
、
　
「
革
命
史
と
し
て
の

中
国
史
」
と
い
う
視
点
を
切
り
開
い
た
最
初
の
試
み
の
ひ
と
つ
と
し

て
評
価
さ
れ
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
活
躍
が
始
ま
っ
た
ち
よ
う
ど
そ
の
時
、
つ
ま
り
『
民

報
』
第
一
号
が
刊
行
さ
れ
て
一
か
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
日
本
文

部
省
が
「
清
国
人
ヲ
入
学
セ
シ
ム
ル
公
私
立
学
校
二
関
ス
ル
規
程
」
、

い
わ
ゆ
る
「
清
国
留
学
生
取
締
規
則
」
を
公
布
し
た
。
こ
れ
は
こ
の

時
点
で
い
ぎ
な
り
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
清
国
政
府
と
駐
清
日
本
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中国革命史論

公
使
と
の
間
に
何
度
も
協
議
が
く
り
か
え
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
衷

世
凱
・
張
之
洞
ら
の
洋
務
派
官
僚
に
よ
っ
て
、
教
育
制
度
が
改
め
ら

れ
て
科
挙
が
廃
止
さ
れ
、
日
本
留
学
生
出
身
者
を
こ
れ
ま
で
の
科
挙

出
身
者
に
か
わ
っ
て
官
僚
に
採
用
す
る
方
向
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ

に
は
駐
清
公
使
内
田
康
哉
な
ど
も
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
。

　
在
日
留
学
生
は
こ
の
「
取
締
規
則
」
に
対
し
て
非
常
に
憤
激
し
、

八
千
余
人
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
し
て
日
本
政
府
に
抗
議
し
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
目
本
の
各
新
聞
は
、
留
学
生
を
嘲
笑
し
、
　
『
朝
日
新
聞
』

に
至
っ
て
は
「
放
縦
卑
劣
」
と
ま
で
そ
し
っ
た
。
こ
れ
が
直
接
の
契

機
と
な
っ
て
、
陳
天
華
は
『
絶
命
書
』
を
残
し
て
大
森
海
岸
に
身
を

投
げ
て
自
殺
し
た
の
で
あ
る
。
彼
が
ど
の
よ
う
な
気
持
で
投
身
し
た

か
、
彼
の
中
国
の
将
来
に
対
す
る
展
望
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
は
、
　
『
絶
命
書
』
に
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
の
死
に
対
し
て
、
孫

文
は
南
洋
か
ら
哀
悼
の
意
を
表
し
、
香
港
の
同
志
鄭
貫
公
ら
は
追
悼

会
を
杏
花
楼
に
開
き
、
千
余
人
が
参
加
し
て
、
彼
の
死
を
惜
し
ん
だ

　
へ
　
　
　
　
む

と
、
う

　
陳
天
華
に
つ
い
て
の
日
本
人
の
研
究
論
文
に
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。

　
永
井
算
巳
「
陳
天
華
の
生
涯
」
　
（
『
史
学
雑
誌
』
六
五
－
一
一
）

　
里
井
彦
七
郎
「
陳
天
華
の
政
治
思
想
」
　
（
『
東
洋
史
研
究
』
一
七

　
　
－
三
）

　
伊
東
昭
雄
「
陳
天
華
の
思
想
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
」
　
（
『
中
国
近

　
　
代
思
想
史
研
究
会
会
報
』
三
、
四
）

武
藤
明
子
「
陳
天
華
と
楊
硫
麟
」
　
（
『
寧
楽
史
苑
』
一
四
）

「
清
国
留
学
生
取
締
規
則
」
問
題
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
は
、
さ

し
あ
た
っ
て
次
の
二
つ
で
あ
る
。

　
さ
ね
と
う
・
け
い
し
ゆ
う
『
中
国
人
日
本
留
学
史
』
　
（
く
ろ
し
お

　
　
出
版
　
一
九
六
〇
年
）

　
永
井
算
巳
「
所
謂
清
国
留
学
生
取
締
規
則
事
件
の
性
格
」
　
（
『
信

　
　
州
大
学
紀
要
』
二
）

な
お
、
こ
の
小
解
説
を
書
く
に
あ
た
っ
て
は
、

　
島
田
度
次
『
中
国
革
命
の
先
駆
者
た
ち
』
　
（
筑
摩
叢
書
　
一
九
六

　
　
五
年
）

　
島
田
度
次
・
小
野
信
爾
編
『
辛
亥
革
命
の
思
想
』
　
（
筑
摩
叢
書

　
　
一
九
六
八
年
）

を
主
に
参
考
に
し
た
。
前
者
に
は
陳
天
華
の
『
絶
命
書
』
と
『
獅
子

吼
』
が
、
後
者
に
は
『
警
世
鐘
』
が
、
島
田
氏
の
解
説
と
と
も
に
訳

載
さ
れ
て
い
る
。

　
本
訳
稿
の
末
尾
に
本
文
の
論
旨
理
解
に
必
要
な
限
り
お
に
い
て
、

か
ん
た
ん
な
訳
注
を
つ
け
た
。
原
文
に
は
数
か
所
に
陳
天
華
の
原
注

が
あ
る
が
、
　
『
史
記
』
か
ら
の
引
用
の
部
分
は
省
略
し
、
た
だ
〔
原

注
〕
と
し
て
区
別
し
て
、
そ
の
個
所
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
。
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一

緒

三△
両冊

　
中
国
の
革
命
を
、
今
日
の
目
で
見
る
と
、
近
年
の
西
欧
の
革
命
史
に
繰

り
入
れ
得
る
よ
う
な
も
の
は
、
き
わ
め
て
見
つ
か
り
に
く
い
。
し
か
し
、

た
だ
革
命
だ
け
だ
ろ
う
か
。
中
国
の
あ
ら
ゆ
る
事
業
の
中
で
、
今
日
の
西

欧
に
較
べ
得
る
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
。
し
か
し
中
国
に
歴
史
が
無
く

て
も
よ
い
と
は
け
っ
し
て
言
え
な
い
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ぽ
、
中
国
の
革

命
史
を
書
く
こ
と
を
や
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
最
近
『
中
国
歴
史
上
革
命
之
研
究
』
を
書
い
た
者
が
あ
る
。
彼
は
中
国

の
革
命
史
を
西
欧
の
革
命
史
と
比
較
し
て
、
そ
の
及
ば
な
い
点
七
つ
を
挙

げ
て
い
る
。
第
一
は
、
私
人
の
革
命
は
あ
っ
た
が
、
団
体
の
革
命
は
無
か

っ
た
こ
と
。
第
二
は
、
野
心
の
た
め
の
革
命
は
あ
っ
た
が
、
自
衛
の
た
め

の
革
命
は
無
か
っ
た
こ
と
。
第
三
は
、
上
等
な
い
し
下
等
の
社
会
の
革
命

は
あ
っ
た
が
、
中
等
社
会
の
革
命
は
な
か
っ
た
こ
と
。
第
四
は
、
革
命
の

段
階
が
西
欧
に
較
べ
て
複
雑
で
あ
っ
た
こ
と
。
第
五
は
、
革
命
の
期
間
が

西
欧
に
較
べ
て
長
か
っ
た
こ
と
。
第
六
は
、
革
命
家
と
革
命
家
が
互
い
に

殺
し
あ
っ
た
こ
と
。
第
七
は
、
革
命
に
乗
じ
て
、
外
民
族
勢
力
が
侵
入
し

た
こ
と
。
こ
こ
で
列
挙
さ
れ
た
事
実
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
彼
は
、
今
日

は
万
事
み
な
新
紀
元
を
開
く
べ
き
時
で
あ
り
、
故
事
を
援
用
し
て
論
じ
あ

う
こ
と
は
で
き
な
い
時
代
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
変
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

反
対
す
る
者
は
、
か
つ
て
の
煕
寧
年
間
の
事
例
を
根
拠
と
し
、
鉱
山
開
発

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
反
対
す
る
者
は
明
末
の
事
例
を
根
拠
と
す
る
。
煕
寧
年
間
や
明
末
の
事

業
の
す
べ
て
が
よ
い
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
法
を
変
え
ね
ば
な
ら

ず
、
鉱
山
を
開
発
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ば
あ
い
に
は
、
ど
う
し
て
煕
寧
年
間
や

明
末
の
先
例
に
よ
っ
て
と
り
や
め
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

　
世
の
中
に
名
称
が
同
じ
で
も
実
際
は
異
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
生

む
成
果
が
お
の
ず
と
異
な
っ
て
く
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
少
し
で
も
見

識
あ
る
老
な
ら
同
じ
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ど
う
し
て
革
命
の
ば
あ

い
に
は
疑
問
を
も
つ
の
か
。
ま
た
中
国
の
革
命
に
は
価
値
が
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
西
欧
の
革
命
に
価
値
が
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
世
に
な

っ
て
か
ら
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ァ
・
ロ
ー
マ
の
革
・
命
、
ド
イ
ツ
・

フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
諸
国
の
革
命
も
ま
た
、
か
つ
て
は
乱
立
あ
い
つ
ぎ

殺
繊
や
ま
な
か
っ
た
。
た
だ
中
国
は
私
人
の
革
命
だ
っ
た
の
に
、
西
欧
は

団
体
の
革
命
だ
っ
た
点
が
、
や
や
中
国
よ
り
ま
さ
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
中
心
勢
力
は
市
民
で
あ
っ
て
、
最
大
多
数

に
普
及
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
以
前
の
平
民
団
体
と
い

う
も
の
も
、
そ
の
範
囲
は
極
め
て
狭
く
（
ギ
リ
シ
ァ
の
市
民
、
ロ
ー
マ
の

公
民
の
数
は
極
め
て
少
く
、
大
多
数
は
奴
隷
だ
っ
た
）
、
そ
の
上
、
第
二
等

の
貴
族
団
体
で
し
か
な
か
っ
た
。
西
欧
に
は
中
古
以
前
か
ら
平
民
革
命
が

あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
表
面
の
こ
と
ば
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
実

際
は
中
国
の
方
が
、
秦
以
後
の
革
命
家
が
多
く
民
間
か
ら
立
ち
あ
が
っ
て

い
る
点
、
平
民
革
命
に
近
い
の
で
あ
る
。
革
命
を
し
た
後
に
自
由
を
享
受

す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
特
別
な
奴
隷
制
も
な
か
っ
た
。
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西
欧
の
方
で
革
命
に
よ
っ
て
自
由
を
得
た
の
は
第
二
等
の
貴
族
団
体
で
あ

り
、
多
数
の
奴
隷
に
何
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
ろ
う
。
西
欧
の
近
世
の
革

命
を
、
わ
が
国
の
む
か
し
の
革
命
に
較
べ
て
、
　
「
中
国
は
西
欧
に
及
ば
な

い
、
西
欧
は
革
命
が
で
き
る
が
、
中
国
は
革
命
が
で
き
な
い
」
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
言
う
人
は
、
あ
ま
り
西
欧
の
歴
史
を
よ
く
知
ら
な
い
者
な
の

で
あ
る
。

　
世
界
の
各
国
、
す
べ
て
進
化
の
法
則
に
従
わ
ぬ
も
の
は
な
い
。
雄
飛
突

出
し
て
今
日
あ
る
を
得
た
の
も
、
進
化
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
昔
か
ら
だ

っ
た
の
で
は
な
い
。
革
命
も
ま
た
そ
の
一
つ
の
例
で
あ
る
。
そ
の
更
新
の

時
期
に
お
い
て
、
革
命
を
恐
れ
る
者
た
ち
は
、
あ
た
か
も
現
代
の
人
が
歴

史
の
覆
轍
を
踏
み
は
し
な
い
か
と
ビ
ク
ビ
ク
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
が
、
　
二
、
　
三
の
仁
人
志
士
が
苦
心
し
て
組
織
し
、
事
業
を
完
成
さ
せ

て
、
従
来
の
汚
点
を
一
掃
し
て
し
ま
う
と
、
彼
ら
は
思
い
の
外
の
結
果
に

驚
喜
し
、
あ
と
か
ら
そ
れ
を
謳
歌
し
記
述
し
て
、
歴
史
の
上
に
顕
彰
す
る

よ
う
に
な
る
。
あ
と
に
な
っ
て
、
革
命
を
非
難
し
よ
う
と
す
る
者
が
い
て

も
、
あ
え
て
口
を
開
く
こ
と
は
し
な
い
よ
う
に
な
る
。
だ
か
ら
革
命
家

は
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
、
革
命
す
べ
ぎ
か
す
べ
か
ら
ざ
る
か
を
問
え
ば

よ
い
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
に
問
う
こ
と
は
必
ず
し
も
要
し
な
い
の
で
あ

る
。
自
分
の
考
え
で
こ
そ
事
を
始
む
べ
き
で
あ
る
。
も
し
創
始
す
る
者
が

な
け
れ
ば
、
歴
史
は
何
に
よ
っ
て
存
在
し
う
る
か
。

　
過
去
の
歴
史
の
意
義
と
し
て
は
、
　
「
法
」
　
（
手
本
）
と
「
戒
」
　
（
避
く

べ
ぎ
こ
と
）
と
が
半
分
ず
つ
を
占
め
て
い
る
。
歴
史
の
中
で
良
い
も
の
は

く
わ
し
く
書
い
て
後
世
の
規
範
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
歴
史
の
中
の
良
く

な
い
も
の
で
も
、
同
じ
よ
う
に
く
わ
し
く
書
い
て
、
子
孫
の
反
省
の
材
料

と
す
べ
き
で
あ
る
。
中
国
革
命
に
は
「
戒
」
と
す
べ
ぎ
こ
と
が
も
ち
ろ
ん

多
い
が
、
一
、
二
の
「
法
」
と
す
る
に
足
る
も
の
が
な
か
っ
た
わ
け
で
も

な
い
。
も
し
「
法
」
と
す
る
に
足
る
も
の
が
全
然
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ

こ
そ
病
巣
の
所
在
を
指
摘
し
て
、
後
に
起
る
も
の
が
こ
れ
を
改
良
す
る
の

を
促
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
私
が
中
国
革
命
史
を
書
こ
う

と
す
る
理
由
で
あ
る
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
革
命
が
成
功
し
た
原
因
は
、
　
「
中
等
社
会
」
が
主
導
権

を
握
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
中
国
の
革
命
が
成
功
し
な
か
っ
た
原
因
は
「
中

等
社
会
」
が
主
導
権
を
握
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
「
中
等
社
会
」
が
な
ぜ
革
命
の
中
心
勢
力
と
な
っ
た
か
と
い
う
と
、

歴
史
を
書
く
人
が
革
命
を
救
民
の
要
務
と
考
え
、
民
を
鼓
舞
激
励
し
、
後

世
の
人
々
を
し
て
風
を
聞
き
伝
え
て
起
ち
あ
が
ら
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
歴

史
書
が
与
え
る
影
響
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
中
国
の
ば
あ
い

は
、
そ
れ
と
反
対
で
あ
っ
た
。
身
を
つ
つ
し
ん
で
自
分
を
可
愛
が
り
が
ち

な
人
間
は
、
常
軌
を
逸
し
て
歴
史
書
の
非
難
を
蒙
る
よ
う
な
こ
と
は
し
よ

う
と
し
な
い
。
た
だ
一
、
二
の
染
雄
だ
け
が
ワ
ク
を
ふ
み
や
ぶ
っ
て
傲
然

と
か
ま
え
て
顧
み
ず
、
世
間
か
ら
大
悪
人
と
い
わ
れ
て
も
平
気
で
、
私
心

の
欲
す
る
こ
と
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
。
一
般
庶
民
は
と
い
う
と
、
飢
え

と
寒
さ
に
迫
ら
れ
て
、
突
如
と
し
て
危
険
を
お
か
す
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ

の
行
動
に
は
何
の
意
識
も
な
い
。
こ
れ
が
同
じ
革
命
で
あ
っ
て
も
成
果
が

一41一



異
っ
て
来
る
原
因
で
あ
る
。
先
人
が
こ
の
悪
因
を
作
っ
て
、
こ
の
良
く
な

い
結
果
を
我
々
に
残
し
て
い
る
以
上
、
我
々
は
す
み
や
か
に
良
因
に
改
造

し
て
、
良
い
結
果
が
生
ず
る
こ
と
を
願
わ
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の

こ
と
に
努
力
せ
ず
に
、
い
た
ず
ら
に
消
極
主
義
を
と
り
、
革
命
の
鎮
圧
に

従
事
す
る
こ
と
は
、
根
本
を
忘
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
無
益
な
ぼ
か
り
か

有
害
で
あ
る
。
願
わ
く
は
、
現
在
の
歴
史
を
書
く
人
が
こ
の
点
に
十
分
注

意
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
。

　
簡
単
に
言
え
ば
、
革
命
と
は
、
人
を
救
い
世
を
救
う
聖
薬
で
あ
る
。
永

久
に
革
命
が
な
け
れ
ぽ
、
い
つ
ま
で
も
暗
い
夜
が
続
く
で
あ
ろ
う
。
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

暴
君
汚
吏
が
其
の
民
を
犬
馬
土
芥
視
せ
ず
、
た
え
ず
舟
が
顛
覆
し
は
せ
ぬ

か
と
お
そ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
革
命
家
が
彼
ら
の
後
に
ひ
か
え
て
い
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
彼
ら
は
恐
れ
る
こ
と
が
な
い
か

ら
、
そ
の
暴
威
は
果
て
し
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
中
国
に
は
「
交
明
の
革

命
」
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
革
命
が
お
こ
な
わ
れ
た
以
上
は
、
必
ず
前
王
朝

が
失
政
し
た
原
因
を
反
省
し
、
人
民
を
保
つ
方
法
を
深
く
考
え
て
、
撫

繧
の
策
が
出
て
来
る
。
そ
れ
が
本
心
か
ら
出
た
こ
と
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
人
民
は
そ
れ
に
よ
っ
て
し
ぼ
ら
く
は
休
息
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以

前
の
深
湯
烈
火
の
下
に
あ
っ
た
状
態
に
較
べ
れ
ば
、
雲
泥
の
差
と
い
え
よ

う
。
そ
の
革
命
が
「
文
明
の
革
命
」
で
な
く
、
中
心
勢
力
が
直
接
国
民
に

も
と
つ
く
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
人
民
に
利
益
を
も
た

ら
し
得
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
中
心
が
国
民
で
あ
り
、
　
「
交
明
の
革

命
」
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
も
た
ら
す
利
益
は
、
は
か
り
し
れ
ぬ
で
あ
ろ

う
。
私
は
平
和
を
愛
す
る
が
故
に
革
命
を
愛
す
る
。
何
故
か
。
革
命
と

平
和
は
表
裏
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
革
命
が
な
け
れ
ぽ
平
和
は
な

く
、
腐
敗
の
み
、
苦
痛
の
み
。
と
て
も
言
う
に
堪
え
な
い
。

　
私
は
、
こ
こ
で
中
国
の
秦
末
よ
り
今
世
紀
に
い
た
る
古
今
の
革
命
を
述

べ
て
行
く
。
夏
・
股
・
周
三
代
の
革
命
は
多
く
貴
族
に
よ
る
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

か
ら
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
前
漢
の
呉
楚
七
国
の
乱
、
西
晋
の
八
王
の

　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
（
8
）

乱
、
明
代
の
燕
王
棟
の
乱
、
震
濠
の
乱
な
ど
は
、
王
家
内
部
の
癖
件
で
、

国
民
の
禍
福
と
は
な
ん
ら
関
係
な
い
か
ら
、
こ
れ
も
論
じ
な
い
。
そ
の
他

の
権
臣
が
国
を
寡
っ
た
り
、
夷
独
が
中
華
を
乱
し
た
り
、
あ
る
い
は
旗
を

か
か
げ
て
た
ち
ま
ち
起
ち
た
ち
ま
ち
滅
ん
だ
よ
う
な
連
中
の
こ
と
は
、
別

に
歴
史
が
書
か
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
革
命
に
混
入
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
、
こ
こ
で
は
述
べ
な
い
。
た
だ
時
の
君
主
の
失
政
の
た
め
に
、
不

満
の
徒
が
集
ま
り
英
雄
が
出
現
し
て
、
旧
政
府
を
顛
覆
し
た
ば
あ
い
は
、

こ
れ
を
と
り
入
れ
た
。
こ
の
文
章
の
中
で
は
、
乱
に
至
っ
た
原
因
、
当
時

の
革
命
の
経
過
や
革
命
後
の
影
響
な
ど
は
、
必
ず
詳
し
く
述
べ
、
事
実
を

明
ら
か
に
し
て
デ
タ
ラ
メ
は
書
か
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。
最
後
に
近
世
の

文
明
革
命
と
対
比
し
て
正
当
な
批
評
を
下
し
、
世
の
人
に
「
法
」
と
「
戒
」

の
所
在
を
知
ら
せ
よ
う
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
、
こ
ま
ご
ま
と
し
た
配
慮

も
、
時
勢
を
転
移
さ
せ
る
一
手
段
と
な
ろ
う
か
。

二

秦
末
の
革
命
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革
命
前
の
秦
国

　
夏
・
股
・
周
三
代
の
政
治
は
、
す
べ
て
貴
族
の
政
治
で
あ
り
、
君
主
の

専
制
は
完
全
に
は
発
達
で
き
ず
に
、
多
く
の
制
約
を
う
け
て
い
た
。
そ
の

よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
民
は
形
勢
を
左
右
す
る
力
を
か
な
り
も
っ
て
い

た
。
国
を
寡
お
う
と
欲
す
る
臣
は
、
い
つ
で
も
ま
ず
民
の
人
気
を
得
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
公
子
鞄
の
宋
に
お
け
る
、
陳
氏
（
田
氏
）
の
斉
に

　
　
〔
1
0
）

お
け
る
や
り
方
は
、
そ
の
は
っ
き
り
し
た
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
ま
た
晋
の

霊
公
が
君
道
を
踏
み
は
ず
す
と
、
趙
盾
は
そ
れ
に
乗
じ
て
、
霊
公
を
殺
す

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
民
気
の
盛
ん
な
こ
と
は
、
今
日
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
じ
と
ま
で
は
ゆ
か
な
い
と
し
て
も
、
後
世
の
人
に
は
と

て
も
及
び
も
つ
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
う
な
っ
た
原
因
は
、
l

　
e
　
言
論
自
由
の
権
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
「
工
は
芸
事
を
執
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な

以
て
諫
め
、
逡
人
は
木
鐸
を
以
て
路
に
徊
ふ
」
　
（
書
経
胤
征
）
と
あ
る
よ

う
に
、
上
に
在
る
者
は
民
間
の
言
を
熱
心
に
求
め
よ
う
と
し
た
。
ま
た
鄭

の
国
人
が
郷
校
に
集
ま
っ
て
時
の
政
治
を
批
判
し
て
も
、
当
時
の
制
度
は

す
こ
し
も
こ
れ
を
禁
じ
な
か
っ
た
（
左
伝
嚢
公
三
一
年
）
。
一
度
禁
止
し

た
ば
あ
い
、
す
な
わ
ち
周
の
属
王
が
衛
巫
を
設
け
て
諦
る
老
を
監
視
さ
せ

た
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、
そ
の
と
き
召
公
は
、
　
「
民
の
口
を
塞
ぐ
の
は
川

を
せ
き
と
め
る
よ
り
害
が
甚
だ
し
い
」
と
言
っ
て
、
つ
い
に
属
王
を
饒
の

地
に
流
し
、
そ
の
後
は
二
度
と
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
者
は
出
な
か
っ

た
（
史
記
周
本
紀
）
。
だ
か
ら
言
論
自
由
の
権
が
あ
っ
た
と
言
う
の
で
あ

る
Q

　
⇔
　
著
述
自
由
の
権
が
あ
っ
た
か
ち
で
あ
る
。
当
時
の
史
官
は
事
実
を

あ
り
の
ま
ま
に
書
き
、
少
し
も
陰
蔽
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
　
『
老
子
』
な
ど
の
書
の
ば
あ
い
は
、
礼
義
を
否
定
し
て
も

っ
ぱ
ら
「
自
然
」
を
重
ん
じ
た
が
、
当
時
か
ら
見
れ
ば
聖
人
を
非
難
し
法

を
無
視
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
当
時
の
法
網
に
か
か

る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
著
述
自
由
の
権
が
あ
っ
た
と
言
う
の
で
あ

る
。　

⇔
　
集
会
自
由
の
権
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
孔
子
は
「
文
を
以
て
友

を
会
し
」
、
弟
子
三
千
人
を
有
す
る
に
至
り
、
彼
ら
を
ひ
き
い
て
列
国
を

周
游
し
た
。
こ
れ
は
実
に
当
時
の
一
大
学
会
・
一
大
政
党
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
列
国
の
君
主
は
争
っ
て
彼
を
歓
迎
し
て
お
り
、
そ
の
非
を
論
ず
る

老
が
い
た
と
い
う
話
を
聞
か
な
い
。
そ
れ
を
、
後
世
の
、
講
学
に
よ
っ
て

罪
せ
ら
れ
、
書
院
を
殿
さ
れ
、
謎
責
が
弟
子
た
ち
に
ま
で
及
ん
だ
の
に
較

べ
る
と
、
な
ん
と
い
う
違
い
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
集
会
自
由
の
権
が
あ

っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
⑳
　
人
民
に
参
政
権
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
「
謀
、
庶
人
に
及
ぶ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

（
書
経
洪
範
）
、
　
「
歳
ご
と
に
万
民
を
召
し
て
之
に
詞
ふ
」
　
（
周
礼
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

か
、
晋
の
文
公
が
輿
人
の
調
を
聴
い
て
軍
の
進
退
を
ト
っ
た
と
か
、
そ
の

他
、
経
や
伝
に
の
っ
て
い
る
こ
れ
に
類
し
た
話
は
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど

で
あ
る
。
が
、
そ
れ
ら
が
み
な
飾
り
立
て
た
説
話
だ
と
は
言
え
な
い
。
当
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時
の
人
民
に
は
議
院
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
時
政
に
参
与
す
る
こ
と
は
で
き

た
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
君
権
が
そ
れ
ほ
ど
重
く
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
「
天
子
は
一

位
、
公
は
一
位
、
侯
は
一
位
、
伯
は
一
位
、
子
男
同
じ
く
一
位
」
で
（
孟

子
万
章
下
）
、
天
子
は
公
よ
り
爵
一
等
高
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
当

時
の
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
の
領
地
も
百
里
な
い
し
数
十
里
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
は
現
在
の
州
・
県
の
巡
検
司
て
い
ど
に
あ
た
る
が
、
み
な
天
子
に

直
結
し
て
い
た
点
が
ち
が
う
。
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
の
下
に
は
卿
・
大

夫
・
士
が
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
の
郷
紳
て
い
ど
に
あ
た
る
が
、
み
な
そ
の

職
守
を
も
っ
て
い
た
点
が
ち
が
う
。
天
子
の
権
は
諸
侯
に
制
約
さ
れ
、
諸

侯
の
権
は
卿
・
大
夫
・
士
に
制
約
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
操
縦
す

る
の
は
国
民
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
天
子
が
諸
侯
と
権
を
争
い
、
諸
侯
が

卿
・
大
夫
・
士
と
権
を
争
う
ば
あ
い
に
は
、
民
の
向
背
に
よ
っ
て
勝
敗
が

決
ま
っ
た
。
民
の
権
は
そ
れ
ほ
ど
盛
大
無
比
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り

　
㈹
　
教
育
が
普
及
し
た
か
ら
で
あ
る
。
　
「
識
ら
ず
知
ら
ず
、
帝
の
則
に

順
ふ
」
　
（
詩
経
大
雅
皇
　
）
、
こ
れ
が
、
霜
主
が
愚
民
を
治
め
え
た
理
由

で
あ
る
。
三
代
に
な
る
と
学
校
制
度
が
し
だ
い
に
完
備
し
て
き
て
、
学
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ご
　
に
な

な
い
人
が
少
な
く
な
っ
た
。
篠
を
荷
っ
た
丈
人
（
論
語
微
子
篇
）
や
、

も
つ
こ

萱
を
荷
っ
た
者
－
（
同
憲
問
篇
）
の
た
ぐ
い
は
、
下
賎
な
地
位
に
在
っ
て

も
、
み
な
世
に
ぬ
き
ん
で
た
見
識
が
あ
っ
た
。
君
主
政
治
に
不
満
な
も
の

が
あ
れ
ば
、
君
主
の
威
厳
は
そ
の
た
め
に
そ
こ
な
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

民
を
侮
れ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
㊨
兵
と
農
が
分
離
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
三
代
は
兵
農
が

一
致
し
て
い
た
か
ら
、
民
を
失
え
ば
同
時
に
兵
を
失
っ
た
。
だ
と
す
れ

ぽ
、
た
の
み
に
す
る
民
に
害
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
民
が
上
の

者
に
抵
抗
で
き
、
ま
た
上
の
者
が
頭
を
さ
げ
て
民
の
命
に
従
わ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
は
、
み
な
こ
の
た
め
で
あ
る
。
後
世
に
兵
と
農
と
が
分
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
民
が
も
し
怨
ん
で
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
こ
れ
が
、

民
権
が
衰
え
君
権
が
盛
ん
に
な
っ
た
大
ぎ
な
原
因
で
あ
る
。

　
㈹
　
地
権
が
等
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
井
田
制
で
は
人
は
み
な
田
百

畝
を
得
た
か
ら
、
民
に
は
極
端
に
富
む
者
も
な
く
、
極
端
に
貧
し
い
者
も

な
か
っ
た
。
余
暇
に
は
学
問
に
努
め
て
、
人
を
あ
て
に
す
る
こ
と
が
な
か

っ
た
の
で
、
自
尊
自
立
の
風
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
点
は
欧
米
に
較
べ
て

も
遜
色
が
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
以
上
八
つ
の
原
因
が
あ
っ
た
の
で
、
升
平
に
ま
で
は
進
ま
ず
据
乱
の
世

で
は
あ
っ
た
が
、
民
権
の
一
部
分
を
確
保
し
た
の
で
あ
り
、
自
由
に
近
か

っ
た
と
言
え
る
。
不
幸
に
し
て
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
井
田
の
制
が
ま
ず

す
た
れ
、
兼
併
の
風
が
お
こ
り
、
兵
と
農
が
し
だ
い
に
分
離
し
て
、
教
育

も
あ
ま
り
振
わ
な
く
な
っ
た
。
七
雄
が
争
い
あ
っ
て
領
土
を
日
々
に
拡
大

し
、
君
主
の
尊
厳
性
が
高
ま
っ
て
き
た
。
権
力
は
中
央
に
集
ま
り
、
君
主

が
独
裁
し
て
、
人
民
の
参
政
権
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
一
方
、
処
士

横
議
の
風
潮
も
ま
す
ま
す
さ
か
ん
に
な
り
、
貧
睦
で
も
人
に
驕
る
連
中
が

、
往
々
気
力
で
王
侯
を
く
じ
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
言
論
・
著
述
・

集
会
の
自
由
は
な
お
保
た
れ
て
い
た
か
ら
、
中
国
学
術
の
発
展
は
実
に
ご
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中国革命史論

の
時
に
極
点
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
物
質
的
な
自
由
に
は
い
く
ら
か
の
損

失
が
感
じ
ら
れ
て
も
、
精
神
的
な
自
由
は
か
え
っ
て
増
加
し
た
か
の
観
が

あ
っ
た
。
あ
た
か
も
十
八
世
紀
の
欧
州
で
は
、
学
界
の
名
声
が
な
け
れ
ば

政
界
の
大
立
物
に
な
れ
な
か
っ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　
秦
王
政
な
る
人
物
（
始
皇
帝
）
が
出
現
す
る
と
、
稟
惇
雄
桀
の
資
質
を

も
っ
て
、
孝
公
以
来
六
世
の
威
勢
に
乗
じ
、
長
鞭
を
と
っ
て
天
下
を
御

し
、
六
国
を
呑
み
こ
み
、
中
国
の
天
地
を
震
憾
さ
せ
、
前
代
の
聖
人
の
精

神
と
歴
代
の
典
章
を
み
な
掃
き
尽
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
川
を
傾
け
て

火
に
そ
そ
ぎ
、
東
海
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
大
地
に
注
ぎ
こ
む
ご
と
き
勢

で
あ
っ
た
。
山
川
は
昔
の
ま
ま
で
も
、
状
況
は
全
く
変
っ
て
、
隔
世
の
ご

と
く
な
っ
た
。
伏
義
・
黄
帝
以
来
二
三
千
年
の
古
制
は
、
こ
こ
に
至
っ
て

終
局
を
告
げ
、
一
大
頓
挫
の
中
か
ら
一
大
新
生
面
が
ひ
ら
か
れ
て
、
以
後

二
千
年
に
わ
た
る
政
界
の
新
出
発
点
と
な
っ
た
。
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
や
ピ

ー
タ
ー
大
帝
は
、
雄
猛
な
点
で
は
較
べ
ら
れ
て
も
、
暴
な
る
点
で
は
誰
も

始
皇
帝
に
及
ぼ
な
い
だ
ろ
う
。

　
あ
あ
、
欧
州
の
十
八
世
紀
か
ら
は
十
九
世
紀
の
自
由
が
産
み
出
さ
れ
た

の
に
、
中
国
の
戦
国
か
ら
は
秦
の
専
制
が
産
み
出
さ
れ
た
の
は
、
始
皇
帝

の
能
力
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
当
時
に
は
ル
ソ
ー
や
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
の
よ
う
な
人
た
ち
が
い
な
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
か
。
ど
れ
も
違
う

よ
う
だ
。
当
時
の
国
民
の
能
力
は
近
世
の
欧
州
に
及
ぽ
ぬ
の
に
、
始
皇
の

権
力
は
ル
イ
十
四
世
よ
り
さ
ら
に
は
な
は
だ
し
く
、
李
斯
の
徒
も
メ
ッ
テ

ル
ニ
ヒ
と
異
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
専
制
が
極
点
に
達
し
た
原
因
で
あ

　
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
欧
州
各
国
は
、
勢
力
が
平
均
し
て
い
て
、
一

　
国
に
よ
っ
て
統
一
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
国
際
間
の
争
い
は
、
激
甚
で
あ

’
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
民
に
知
恵
を
与
え
よ
う
と
努
力
し
て
、
国
内
の
専
制

　
が
行
な
わ
れ
難
い
条
件
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
六
国
の
ば
あ
い
は
秦
の

敵
で
は
な
く
て
、
秦
に
併
合
さ
れ
、
秦
を
あ
な
ど
る
者
も
な
か
っ
た
。
そ

　
こ
で
心
配
す
る
こ
と
は
と
い
え
ば
、
民
に
知
恵
が
つ
い
て
、
抵
抗
し
よ
う

　
と
思
う
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
思
慮
の
す
べ
て
を
さ
人
民
を

　
愚
弱
に
す
る
方
法
に
向
け
、
そ
の
他
に
は
、
ま
っ
た
く
心
を
労
す
る
こ
と

　
が
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
外
界
に
競
争
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、
共
和
を

　
行
な
え
ば
ま
す
ま
す
共
和
に
お
も
む
く
し
、
専
制
を
行
な
え
ば
ま
す
ま
す

　
専
制
に
お
も
む
く
。
こ
れ
は
必
然
の
成
行
で
あ
る
。
だ
か
ら
始
皇
の
政
策

　
の
第
一
は
、
人
民
の
言
論
・
著
述
・
集
会
の
三
大
自
由
を
剣
奪
す
る
こ
と

　
　
　
　
（
1
4
）

　
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
一
人
だ
け
智
者
と
し
て
誇
り
、
誰
も

　
こ
れ
を
非
難
で
き
ず
、
専
制
に
一
歩
を
進
め
た
の
で
あ
る
。
封
建
を
改
め

　
て
郡
県
と
し
て
、
地
方
の
自
治
の
権
を
削
り
、
兵
器
を
と
か
し
、
富
豪
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

威
陽
に
移
し
て
、
強
幹
弱
枝
の
計
を
な
し
た
の
も
、
専
制
を
さ
ら
に
一
歩

　
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
、
統
一
の
後
で
な
け
れ
ば
で
き
な

　
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
　
「
功
は
三
皇
を
兼
ね
、
徳
は
五
帝
を
あ
わ
せ

　
た
」
と
自
ら
思
い
、
　
「
皇
帝
」
と
改
号
し
て
、
古
今
に
比
類
が
な
い
こ
と

　
を
示
し
た
。
ル
イ
十
四
世
の
「
朕
は
国
家
な
り
」
の
言
葉
は
、
彼
の
立
場

　
に
近
い
。
国
民
は
彼
に
束
縛
さ
れ
駈
け
回
ら
さ
れ
て
、
ま
こ
と
に
牛
馬
が

　
綱
に
つ
な
が
れ
て
い
る
の
と
か
わ
り
が
な
か
っ
た
。
歴
史
に
は
、
　
「
始
皇
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帝
が
阿
房
宮
や
万
里
の
長
城
を
修
築
し
、
民
は
疲
れ
は
て
た
」
と
書
い
て

あ
る
が
、
不
自
由
の
苦
し
み
は
、
こ
れ
よ
り
も
も
っ
と
甚
だ
し
い
こ
と
を

知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
「
自
由
な
ら
ざ
れ
ば
、
む
し
ろ
死
せ
ん
」
と
い

う
言
葉
が
あ
る
。
秦
の
民
の
不
自
由
は
甚
だ
し
か
っ
た
。
始
皇
帝
が
神
聖
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
国
民
が
た
と
え
、
微
小
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

　
　
こ
ご
　
　
　
　
　
や
ぶ

「
足
寒
え
て
心
を
傷
り
、
民
怨
み
て
国
を
傷
る
」
の
理
に
照
ら
し
て
考
え

る
と
、
蟻
の
大
群
が
堤
防
を
こ
わ
す
日
が
な
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

だ
か
ら
博
狼
沙
事
件
は
始
皇
の
生
存
中
に
お
こ
り
、
彼
が
死
ん
で
ほ
ど
な

く
、
苦
心
し
て
ま
と
め
た
天
下
は
、
子
孫
万
世
の
財
産
と
し
て
残
し
て
お

こ
う
と
し
て
も
、
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　
革
命
中
の
秦
国

　
フ
ラ
ン
ス
の
専
制
君
主
は
ル
イ
十
四
世
で
あ
っ
て
ル
イ
十
六
世
で
は
な

い
。
し
か
る
に
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
が
滅
ん
だ
の
は
、
ル
イ
十
四
世
の
時
で
は

な
く
て
ル
イ
十
六
世
の
時
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
い
う
論
老
が
多

い
。
　
「
ブ
ル
ボ
ン
朝
が
転
覆
し
た
の
は
ル
イ
十
六
世
の
儒
弱
が
原
因
で
あ

っ
て
、
専
制
の
責
任
で
は
な
い
。
ル
イ
十
六
世
が
存
命
し
て
お
れ
ば
、
フ

ラ
ン
ス
国
民
が
い
か
に
憤
激
し
て
も
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
ろ
う
。
」

こ
ん
な
風
に
論
じ
て
、
さ
ら
に
論
を
秦
末
の
革
命
に
移
し
て
次
の
よ
う
に

言
う
。
　
「
始
皇
帝
の
暴
虐
な
政
治
を
人
は
み
な
心
中
で
嫌
っ
て
い
た
け
れ

ど
も
、
つ
い
に
だ
れ
も
反
乱
を
起
す
も
の
は
な
く
、
そ
の
死
ぬ
の
を
待
ち

か
ま
え
て
、
反
乱
を
あ
ち
こ
ち
に
起
し
た
。
も
し
胡
亥
の
才
武
が
始
皇
帝

の
後
を
継
ぐ
能
力
が
あ
っ
た
ら
、
革
命
軍
は
立
ち
あ
が
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
思
う
。
も
し
立
ち
あ
が
っ
て
も
、
た
や
す
く
撲
滅
さ
れ
た
だ
ろ

う
。
始
皇
帝
が
壮
年
で
死
に
、
そ
の
う
え
胡
亥
が
不
肖
だ
っ
た
の
は
、
天

が
奏
を
見
捨
て
た
か
ら
で
あ
る
。
故
に
秦
を
滅
ぼ
し
た
の
は
胡
亥
で
あ
っ

て
革
命
軍
で
は
な
い
。
公
子
扶
蘇
が
も
し
始
皇
を
つ
い
で
立
っ
て
、
急
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

で
救
亡
の
手
段
を
考
え
た
な
ら
、
革
命
な
ど
で
き
た
だ
ろ
う
か
L
と
。

　
あ
あ
、
こ
う
い
う
議
論
を
す
る
者
は
、
な
ん
と
因
果
関
係
の
と
ら
え
方

に
暗
い
の
か
。
そ
も
そ
も
世
の
中
に
は
原
因
の
な
い
結
果
は
な
い
。
始
皇

帝
や
ル
イ
十
四
世
が
そ
の
因
を
造
っ
た
の
は
、
一
日
の
こ
と
で
は
な
い
。

胡
亥
や
ル
イ
十
六
世
は
た
ま
た
ま
そ
の
果
実
を
食
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。
幸

に
し
て
自
分
自
身
が
そ
れ
に
出
く
わ
さ
な
い
で
す
ん
だ
の
は
、
そ
の
こ
ろ

は
果
実
が
ま
だ
熟
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
寿
命
が
延

び
て
、
胡
亥
や
ル
イ
十
六
世
の
時
代
ま
で
生
き
て
い
た
な
ら
ぽ
、
望
夷
宮

で
殺
さ
れ
た
の
は
胡
亥
で
は
な
く
て
始
皇
帝
で
あ
り
、
断
頭
台
に
登
っ
た

の
は
ル
イ
十
六
世
で
は
な
く
て
ル
イ
十
四
世
で
あ
っ
た
ろ
う
。
一
人
の
智

勇
で
万
民
の
憤
怒
に
歯
向
え
る
と
で
も
思
っ
て
い
る
の
か
。
扶
蘇
の
人
物

だ
と
て
も
、
ル
イ
十
六
世
と
た
い
し
て
変
わ
り
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
革

命
軍
が
立
ち
あ
が
っ
た
時
に
、
扶
蘇
の
名
号
を
か
り
る
と
、
人
々
が
争
っ

て
集
ま
っ
た
の
を
根
拠
に
、
人
心
の
帰
す
る
と
こ
ろ
、
も
し
扶
蘇
が
立
て

ば
必
ず
民
の
望
み
に
副
っ
て
、
禍
を
形
を
成
さ
な
い
う
ち
に
消
せ
た
で
あ

ろ
う
と
考
え
る
人
が
い
る
が
、
そ
れ
は
実
に
考
え
が
浅
い
。
そ
の
実
情
を

探
っ
て
み
る
と
、
秦
の
政
治
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
久
し
か
っ
た
の
で
、
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反
抗
す
る
者
が
現
わ
れ
さ
え
す
れ
ぽ
、
ワ
ッ
と
喜
ん
で
、
み
な
走
っ
て
こ

れ
に
従
い
、
中
心
人
物
が
誰
で
あ
る
か
見
分
け
る
暇
な
ど
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
怨
み
憎
し
み
の
深
さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
ほ

ん
と
に
扶
蘇
の
た
め
と
考
え
た
わ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
扶
蘇
が
立
っ
た

と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
は
大
改
革
を
実
行
し
て
失
な
わ
れ
た
人
心
を
取
り

戻
す
こ
と
は
で
ぎ
な
か
っ
た
ろ
う
。
も
し
で
き
た
と
し
て
も
、
時
す
で
に

遅
く
、
結
局
は
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
ろ
う
。
か
の
ル
イ
十
六
世
だ
と
て

も
ル
イ
十
四
世
と
ど
れ
だ
け
ち
が
っ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ

し
て
民
の
怨
み
を
解
く
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ん
や
秦
の
大

臣
や
貴
族
は
み
な
政
体
の
改
変
を
利
益
と
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
扶
蘇
が
実
行
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
実
施
で
き
た
は
ず
は
な
い
。
始

皇
帝
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
才
能
も
な
い
上
に
、
人
民
は
そ
む
き
親
戚
は
離

反
す
る
と
い
う
時
期
に
際
し
て
、
非
業
の
死
を
と
げ
な
い
で
、
宗
廟
を
守

り
ぬ
く
こ
と
が
扶
蘇
に
で
き
る
と
は
、
誰
で
あ
ろ
う
と
み
な
信
じ
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
わ
か
る
こ
と
は
、
専
制
の
禍
は
激
烈
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
は
じ
め
は
人
を
殺
す
が
、
最
後
に
は
自
分
を
殺
す
破
目
に

な
る
。
始
皇
は
つ
と
め
て
君
権
を
尊
び
民
権
を
お
さ
え
た
か
ら
、
民
の
君

を
見
る
こ
と
、
あ
た
か
も
虎
狼
に
近
づ
け
な
い
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
権
威

の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
命
令
の
と
ど
く
と
こ
ろ
、
あ
え
て
反
抗
す
る
者
は
な

く
、
真
偽
是
非
を
見
分
け
る
余
地
も
な
く
な
っ
た
。
趙
高
と
李
斯
が
始
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

の
長
子
扶
蘇
を
殺
し
た
の
は
、
こ
れ
を
利
用
し
た
で
あ
る
。
刻
薄
で
恩
愛

の
情
な
く
、
人
を
平
気
で
殺
し
、
自
分
に
右
利
な
こ
と
に
は
、
親
疏
を
区

別
し
な
か
っ
た
。
胡
亥
が
諸
公
子
・
公
主
を
皆
殺
し
に
し
た
の
は
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

を
手
本
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
次
第
だ
か
ら
、
も
し
革
命
家
た

ち
が
い
な
く
て
も
、
始
皇
の
子
孫
は
ま
さ
に
絶
え
か
け
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
な
の
に
億
兆
の
血
涙
を
流
さ
せ
、
愛
し
得
な
い
者
を
殺
そ
う
と

し
て
、
顔
色
も
変
え
ず
に
公
子
・
公
主
た
ち
を
刑
死
さ
せ
た
の
も
、
専
制

の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
思
う
に
立
憲
国
で
は
三
権
が
鼎
立
し
て
、
君
主
は
行
政
の
権
が
あ
っ
て

も
司
法
の
権
は
な
い
。
一
平
民
を
殺
し
た
ば
あ
い
で
も
、
そ
れ
が
明
ら
か

に
法
典
を
犯
し
て
お
れ
ば
、
司
法
者
が
そ
の
刑
を
合
議
し
、
再
審
し
て
誤

り
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
司
獄
の
手
に
渡
す
。
そ
う

で
な
い
場
合
は
、
君
主
の
詔
勅
で
あ
っ
て
も
、
人
に
罪
を
加
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
し
て
や
公
子
や
公
主
の
よ
う
な
身
分
の
場
合
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
も
し
秦
が
現
在
の
よ
う
な
立
憲
国
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
君
主
の

命
令
も
必
ず
法
典
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
、
法
典
を
越
え
た
も
の
は
無
効
と

な
る
か
ら
、
一
宙
官
の
身
分
で
、
皇
帝
の
命
令
と
い
つ
わ
っ
て
そ
の
後
嗣

た
ち
を
殺
し
つ
く
す
こ
と
な
ど
で
き
た
は
ず
が
な
い
。
だ
か
ら
、
は
じ
め

は
民
の
た
め
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
最
後
は
自
分
の
保
全
に
役
立
つ
の

が
立
憲
国
で
あ
り
、
は
じ
め
は
自
分
に
利
益
が
あ
る
よ
う
で
、
や
が
て
禍

が
身
に
及
ぶ
の
が
専
制
国
で
あ
る
。
始
皇
は
、
民
権
が
盛
ん
に
な
っ
て
、

君
位
の
世
襲
が
で
き
な
く
な
る
の
を
恐
れ
、
そ
の
君
権
を
保
持
す
る
た
め

に
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
つ
く
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
君
権
を
さ
っ
そ
く
他
人

一47一
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が
利
用
し
て
、
彼
の
子
女
を
殺
す
こ
と
に
な
る
の
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。

「
法
を
作
っ
て
自
ら
弊
る
」
と
は
、
始
皇
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
始
皇

は
一
秦
国
に
よ
っ
て
六
国
を
滅
ぼ
し
、
胡
亥
は
天
下
を
有
し
な
が
ら
漁
陽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の
戌
卒
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
武
器
の
優
秀
さ
、
将
の
有

能
さ
が
、
み
な
始
皇
の
時
に
及
ば
な
か
っ
た
の
か
？
　
そ
う
で
は
な
い
。

陳
勝
・
呉
広
・
劉
邦
・
項
羽
ら
の
知
識
力
量
が
、
す
べ
て
六
国
の
君
や
臣

よ
り
す
ぐ
れ
て
い
た
の
か
？
　
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
か
つ
て
六
国
が

そ
の
民
を
虐
待
し
た
程
度
は
秦
と
同
じ
だ
っ
た
が
、
民
は
ま
だ
国
民
主
義

な
る
も
の
を
聞
き
及
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
、
た
だ
君
主
の
奴
隷
で
あ
る

と
い
う
考
え
し
か
な
く
、
こ
ぞ
っ
て
強
者
に
服
従
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

秦
の
暴
虐
が
六
国
時
代
よ
り
も
一
層
甚
だ
し
い
の
を
見
る
に
及
ん
で
、
六

国
の
君
主
へ
の
怨
み
を
、
秦
一
つ
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
一
夫
が
旗
挙
げ
す
る
と
四
方
が
呼
応
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
爆
発
物
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
始
皇
が
爆
薬
を
い
っ
ぱ
い
に
つ
め
こ
ん
で

お
い
て
、
導
火
線
を
陳
勝
・
呉
広
に
授
け
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
陳

勝
・
呉
広
の
力
と
い
う
よ
り
も
、
始
皇
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
私
は
趙
高
が
二
世
を
籠
絡
し
て
し
ま
っ
た
方
法
を
見
て
、
専
制
君
主
が

臣
下
に
愚
随
さ
れ
る
点
は
、
昔
も
今
も
同
じ
で
あ
る
の
を
歎
か
わ
し
く
思

う
。
思
う
に
専
制
君
主
は
民
に
権
力
を
分
け
る
の
を
欲
せ
ず
、
自
分
自
身

が
更
に
楽
し
も
う
と
し
て
、
国
事
を
執
務
す
る
の
を
い
や
が
る
。
そ
こ
で

ひ
そ
か
に
、
そ
の
権
力
を
側
近
に
与
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
大
権
が
立

ち
去
っ
て
し
ま
え
ば
、
自
分
の
命
も
そ
れ
に
随
っ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う

も
の
で
あ
醜
二
世
が
国
民
に
殺
さ
れ
る
前
に
、
趙
高
の
手
で
さ
肇
殺

さ
れ
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
こ
の
た
め
で
あ
る
。
な
に
も
子
嬰
が
素
車
白
馬
す
る
時
に

な
る
ま
で
秦
の
運
命
は
わ
か
ら
ぬ
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
あ
あ
、
あ

あ
、
始
皇
は
そ
の
業
を
万
世
に
残
そ
う
と
し
た
が
、
三
世
に
も
な
ら
ず
に

滅
ん
だ
。
世
の
専
制
に
よ
っ
て
君
統
を
保
た
ん
と
欲
す
る
老
は
、
反
省
す

べ
き
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
三
　
革
命
後
の
影
響

　
国
民
の
革
命
な
る
も
の
が
あ
り
、
英
雄
の
革
命
な
る
も
の
が
あ
る
。
国

民
か
ら
出
た
ば
あ
い
は
、
革
命
後
に
自
由
を
ひ
ろ
め
、
共
和
制
を
設
立
す

る
。
そ
の
幸
福
は
革
命
前
に
比
し
て
万
倍
も
増
進
さ
れ
る
。
近
年
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
の
革
命
が
こ
れ
で
あ
る
。
革
命
が
英
雄
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

ば
あ
い
は
、
一
専
制
が
な
く
な
っ
て
も
別
の
専
制
が
到
来
す
る
。
古
を
捨

て
て
更
新
す
る
と
い
う
内
容
の
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
結
局
は
、
策
謀
か

ら
出
た
も
の
が
多
く
、
真
の
自
由
か
ら
出
発
し
た
も
の
は
少
な
い
。
あ
る

い
は
群
雄
が
角
逐
し
て
戦
争
が
や
ま
ず
、
相
持
す
る
こ
と
数
十
年
か
ら
百

年
に
及
ん
で
、
よ
う
や
く
統
一
さ
れ
る
ば
あ
い
は
、
幸
福
は
得
ら
れ
て
も

そ
れ
ま
で
の
痛
苦
を
償
う
に
は
足
り
な
い
。
中
国
の
こ
れ
ま
で
の
革
命
は

こ
う
で
あ
っ
た
。

　
秦
末
の
革
命
は
国
民
の
革
命
で
あ
っ
た
ろ
う
か
？
　
そ
れ
と
も
英
雄
の

革
命
で
あ
っ
た
ろ
う
か
？
　
始
め
は
国
民
の
革
命
に
近
か
っ
た
が
、
教
育

が
普
及
せ
ず
国
民
の
程
度
が
等
し
く
な
い
の
を
野
心
家
が
利
用
し
た
結

一48一
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果
、
英
雄
の
革
命
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
ぜ
は
じ
め
は
国
民
革
命
で
あ

っ
た
と
言
え
る
の
か
？
　
革
命
が
少
数
人
の
考
え
か
ら
出
て
く
る
場
合
は

国
民
の
革
命
と
は
言
え
な
い
が
、
革
命
が
多
数
人
の
考
え
か
ら
出
て
く
る

場
合
は
、
国
民
の
革
命
と
言
え
る
。
陳
勝
・
呉
広
が
乱
を
起
す
と
、
数
日

も
た
た
ぬ
う
ち
に
天
下
に
波
及
し
、
孔
鮒
は
先
聖
孔
子
の
子
孫
と
し
て
礼

器
を
抱
い
て
陳
勝
に
従
い
、
義
軍
の
向
う
と
こ
ろ
抵
抗
す
る
者
は
な
か
っ

た
。
と
す
る
と
、
少
数
人
の
考
え
か
ら
出
た
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
少
数
人
の
考
え
か
ら
出
た
の
で
な
い
以
上
は
、
秦
を
滅
ぼ
し
た
功

績
は
、
陳
勝
・
呉
広
・
劉
邦
・
項
羽
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
協
力
し

て
秦
を
滅
ぼ
し
た
多
数
人
に
帰
さ
ね
ぽ
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
私
は
、
　
「
は

じ
め
は
国
民
革
命
に
近
か
っ
た
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
変
し
て
英
雄
の
革
命
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
再
び
六
国

時
代
の
紛
争
が
現
わ
れ
、
楚
漢
の
激
戦
が
く
り
か
え
さ
れ
、
丁
壮
は
征
役

に
苦
し
み
、
老
弱
は
物
資
の
運
搬
に
疲
れ
、
何
年
も
か
か
っ
て
よ
う
や
く

止
ん
だ
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
は
、
実
際
数
言
で
言
い
尽
せ

る
も
の
で
は
な
い
が
、
大
筋
を
言
え
ば
、
当
時
、
共
和
の
学
説
が
ま
だ
な

く
て
、
君
主
制
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
い
た
い
、
同
時
に
な
ら

び
起
っ
て
勢
力
が
匹
敵
し
て
お
れ
ぽ
、
誰
が
甘
ん
じ
て
他
人
に
服
属
す
る

だ
ろ
う
か
。
勢
い
、
互
い
に
争
い
あ
い
、
群
雄
が
み
な
滅
ん
で
一
英
雄
だ

け
が
残
る
状
態
に
な
ら
な
け
れ
ぽ
、
民
の
禍
は
終
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
陳
勝
は
起
つ
と
す
ぐ
自
立
し
て
陳
王
と
な
り
、
ほ
ど
な
く
武
臣

は
自
立
し
て
趙
王
と
な
り
、
田
循
は
自
立
し
て
斉
王
と
な
っ
た
。
秦
が
滅

び
ぬ
う
ち
か
ら
、
こ
れ
ら
の
革
命
家
に
は
帝
と
な
っ
て
ほ
し
い
ま
ま
を
し

よ
う
と
い
う
下
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
甚
だ
し
い
場
合
は
、
張
耳
・
陳

余
は
刎
頸
の
交
わ
り
の
仲
で
あ
っ
た
の
に
、
互
い
に
攻
め
合
う
よ
う
に
な

っ
た
。
沸
公
が
関
中
に
入
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
兵
を
つ
か
わ
し
て
函
谷
関
を

守
ら
せ
た
こ
と
が
、
劉
邦
と
項
羽
が
憎
み
合
う
始
め
と
な
り
、
最
後
に
項

羽
を
倒
し
て
こ
れ
を
殺
す
こ
と
に
な
っ
た
。
朝
に
は
同
盟
を
結
ぷ
も
、
夕

に
は
仇
と
な
る
、
と
い
う
の
は
、
利
害
が
相
容
れ
な
か
っ
た
た
め
に
他
な

ら
な
い
。
ひ
と
つ
ま
み
の
私
人
の
競
争
の
た
め
に
、
無
数
の
国
民
の
血
を

流
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
私
は
、
功
名
心
か
ら
出
た
革
命
は
だ
め
で
あ
り
、
革
命
は
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね

任
感
か
ら
の
み
出
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
陳
勝
は
朧
の
上
で
耕
作

の
手
を
休
め
て
、
富
貴
に
な
り
た
い
と
歎
息
し
、
劉
邦
と
項
羽
は
始
皇
の

行
列
を
観
て
、
　
「
取
っ
て
代
わ
ら
ん
」
と
し
た
り
（
項
羽
）
、
　
「
大
丈
夫

ま
さ
に
か
く
の
如
く
な
る
べ
し
」
と
思
っ
て
い
る
（
劉
邦
）
。
と
す
る

と
、
彼
ら
は
責
任
感
か
ら
出
た
の
で
は
な
く
、
功
名
心
か
ら
出
た
の
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
責
任
感
か
ら
出
た
も
の
で
あ
れ
ぽ
、
功
は
必
ず
し
も

自
分
で
立
て
る
必
要
は
な
い
し
、
利
益
を
独
占
す
る
必
要
も
な
い
。
目
的

が
も
し
達
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
自
分
は
退
い
て
私
す
る
こ
と
は
な
い
。
功

名
心
か
ら
出
た
も
の
は
こ
の
反
対
に
な
る
。
も
し
項
羽
と
劉
邦
が
責
任
感

か
ら
出
た
の
だ
っ
た
ら
、
ど
ち
ら
か
一
人
を
択
ん
で
君
と
し
、
皆
が
そ
の

臣
と
な
っ
て
よ
い
は
ず
だ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
天
下
を
公
と
し
て
、
民

の
選
択
に
ま
か
せ
て
も
よ
い
は
ず
だ
。
項
羽
と
劉
邦
が
互
い
に
協
力
し
て
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中
国
の
こ
と
を
考
え
、
民
に
恵
み
を
与
え
れ
ぽ
、
中
国
の
民
が
安
泰
か
つ

強
力
に
な
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
ろ
う
。
民
の
気
力
が
回
復
し
、
民
の

経
済
力
が
満
ち
た
上
で
、
こ
れ
を
用
い
て
外
に
向
い
、
劉
邦
が
国
内
を
守

り
、
項
羽
が
将
と
な
っ
て
、
声
威
を
あ
げ
王
化
を
ひ
ろ
め
れ
ば
、
万
里
の

土
地
を
切
り
開
き
、
億
年
の
安
泰
を
続
け
る
こ
と
も
難
く
は
な
か
っ
た
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
方
針
を
と
ら
ず
に
、
項
羽
の
「
抜
山
蓋
世
」
の
気

概
を
夷
秋
に
向
け
て
使
わ
ず
、
同
胞
に
対
し
て
使
っ
て
、
人
民
を
塗
炭
の

苦
し
み
に
お
と
し
入
れ
、
飼
奴
を
居
な
が
ら
に
し
て
大
き
く
さ
せ
、
始
皇

が
苦
労
し
て
得
た
土
地
を
た
ち
ま
ち
失
わ
せ
、
（
始
皇
が
オ
ル
ド
ス
の
地
を

手
に
入
れ
て
県
を
お
い
た
の
で
、
旬
奴
は
遠
く
移
動
し
た
が
、
項
羽
と
劉

邦
の
戦
争
の
際
に
、
ま
た
旬
奴
に
と
り
も
ど
さ
れ
て
し
ま
っ
た
）
、
旬
奴

は
中
国
の
疲
れ
に
乗
じ
て
侵
入
し
て
、
数
千
年
間
常
に
そ
の
災
い
を
受
け

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
だ
か
ら
人
道
の
点
か
ら
言
え
ば
、
私
は
断
じ
て
劉
・
項
を
許
し
て
、
始

皇
を
憎
ま
ざ
る
を
得
ぬ
。
し
か
し
民
族
の
点
か
ら
言
え
ぽ
、
む
し
ろ
始
皇

を
許
し
て
、
劉
・
項
を
し
り
ぞ
け
た
い
。
幸
い
に
も
、
旬
奴
は
そ
の
頃
は
今

日
の
列
強
ほ
ど
強
く
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
両
雄
が
中
原

で
戦
闘
し
て
い
る
問
に
、
旬
奴
は
そ
の
隙
に
乗
じ
て
漁
夫
の
利
を
収
め
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
だ
か
ら
、
中
国
が
今
日
に
お
い
て

革
命
を
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
決
し
て
劉
・
項
の
覆
轍
を
踏
ん
で
は
い

け
な
い
。
そ
し
て
革
命
の
範
囲
は
な
る
べ
く
小
さ
く
し
よ
う
と
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
し
、
革
命
の
期
間
も
、
な
る
べ
く
短
く
し
よ
う
と
し
な
け
れ

　
　
　
　
（
2
3
）

ぽ
い
け
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
、
中
国
を
滅
亡
さ
せ
る
も
の
は
む
し
ろ

革
命
家
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
さ
に
天
下
を
家
と
す
る
私
心
を
遂
げ
さ

せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
も
そ
も
社
会
は
進
化
す
る
も

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
今
日
の
文
明
革
命
の
基
準
で
昔
の
人
を
責
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
今
日
も
な
お
私
人
の
革
命
が
あ
っ
て
、
国
民
の
革

命
が
な
い
こ
と
は
不
本
意
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
詳
し
く
議
論
し
て

き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
四
　
国
民
の
小
康
と
漢
の
高
祖
の
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
ん

　
詩
経
に
「
民
も
亦
労
す
、
迄
ど
小
康
す
べ
し
」
　
（
大
雅
生
民
）
と
あ
る

が
、
中
国
の
古
来
の
君
主
が
そ
の
民
を
繧
ん
じ
た
や
り
方
、
下
が
そ
の
上

に
求
め
た
や
り
方
は
、
み
な
消
極
的
な
方
法
に
す
ぎ
ず
、
積
極
的
な
方
法

を
持
っ
た
も
の
は
全
く
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
秦
の
暴
政
の
後
で
、
負
担

を
軽
く
し
、
束
縛
を
減
ら
す
人
が
出
れ
ば
、
感
激
し
て
涙
を
流
さ
ぬ
は
ず

は
な
い
だ
ろ
う
。
史
書
は
、
漢
の
高
祖
は
寛
仁
大
度
で
、
秦
の
苛
法
を
除

い
た
の
で
、
天
下
は
心
を
寄
せ
、
大
業
を
立
て
て
、
四
百
年
間
政
治
が
安

定
し
た
基
礎
は
こ
こ
に
存
す
る
、
と
ほ
め
た
た
え
て
い
る
。
い
っ
た
い
ほ

ん
と
う
に
漢
の
高
祖
が
寛
仁
大
度
の
人
物
な
の
で
、
秦
の
苛
法
を
除
け
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
他
は
い
ざ
知
ら
ず
、
挾
書
の
律
、
誹
諦
の
謙
、
夷
族
の

法
な
ど
は
、
漢
の
高
祖
の
時
代
に
は
一
度
も
、
除
去
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
民
の
獲
得
し
た
自
由
は
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
か
？
　
ま
さ
し
く
「
飢

、
兄
た
者
に
は
食
べ
さ
せ
や
す
く
、
渇
い
た
者
に
は
飲
ま
せ
や
す
い
」
の
類
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中国革命史論

に
す
ぎ
な
い
。
始
皇
と
二
世
が
賦
役
を
重
く
し
重
刑
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し

た
こ
と
を
漢
の
高
祖
に
較
べ
れ
ぽ
、
仁
と
暴
の
差
は
天
と
地
ほ
ど
の
差
が

あ
る
。
た
と
え
て
い
え
ぽ
、
炎
天
下
に
砂
漠
を
歩
い
て
い
て
日
蔭
が
あ
れ

ば
、
み
な
走
っ
て
そ
こ
に
行
く
。
そ
れ
が
悪
林
で
あ
っ
て
も
考
え
る
暇
が

な
い
よ
う
な
も
の
だ
。
漢
の
高
祖
が
寛
仁
大
度
の
評
判
を
得
た
の
は
、
悪

林
が
砂
漠
の
中
に
あ
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
彼
が
今
日
の
国
民

に
ぶ
つ
か
れ
ば
、
き
っ
と
第
二
次
の
革
命
が
起
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
、
漢
の
高
祖
の
心
の
用
い
方
は
、
始
皇
の
心
の
用
い
方
と
同
じ
で

あ
る
と
思
う
。
高
祖
の
行
な
っ
た
政
策
は
、
裏
で
は
始
皇
を
手
本
に
し
な

が
ら
、
表
で
は
こ
れ
に
反
対
し
て
お
り
、
そ
の
術
が
違
う
だ
け
な
の
で
あ

る
。
始
皇
は
厳
格
で
あ
っ
た
た
め
に
敗
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
改
め
て

柔
軟
と
し
た
。
始
皇
は
苛
砕
（
厳
し
く
こ
ま
ご
ま
す
る
）
に
よ
っ
て
滅
び

た
。
そ
こ
で
、
寛
大
に
改
め
た
。
そ
の
欠
陥
を
正
し
た
の
は
本
性
か
ら
出

た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
、
彼
が
功
労
老
や
親
族
故
旧
を
仮
借

な
く
珠
鐵
し
、
徹
底
し
て
猜
忌
し
な
が
ら
、
民
だ
け
は
愛
す
る
と
い
う
こ

と
が
で
ぎ
よ
う
か
？
　
始
皇
は
紛
争
を
勃
発
さ
せ
る
こ
と
を
恐
れ
、
封
建

を
改
め
て
郡
県
と
な
し
、
子
弟
功
臣
に
少
し
の
領
土
も
与
え
な
か
っ
た
。

漢
の
高
祖
は
、
秦
が
孤
立
し
た
の
に
懲
り
て
、
大
い
に
同
姓
の
劉
氏
一
族

を
封
じ
て
諸
侯
王
と
し
た
。
表
面
上
こ
れ
を
見
れ
ば
正
反
紺
の
立
場
に
立

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
量
見
の
点
か
ら
論
ず
れ
ば
全
く
同
じ
で
あ

る
。
何
が
か
？
　
二
人
と
も
そ
の
一
家
の
私
産
を
保
と
う
と
欲
し
た
点
で

あ
る
。

　
だ
か
ら
、
い
や
し
く
も
政
策
が
国
民
に
関
係
し
な
い
な
ら
、
優
劣
を
分

け
よ
う
が
な
い
し
、
得
失
も
論
じ
よ
う
が
な
い
。
い
つ
も
世
人
は
封
建
と

郡
県
に
つ
い
て
、
そ
の
優
劣
得
失
を
詳
し
く
論
じ
る
が
、
思
慮
の
足
り
な

い
こ
と
で
あ
る
。
始
皇
と
高
祖
の
相
違
す
る
大
き
な
点
は
、
始
皇
は
詩

書
を
焼
い
た
の
に
高
祖
は
詩
書
を
求
め
た
点
に
あ
る
。
私
は
こ
れ
が
高
祖

の
大
き
な
仕
事
だ
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
礼
は
朝
儀
だ
け
の
問
題
で
は
な

い
。
と
こ
ろ
が
高
祖
は
他
の
儀
制
の
こ
と
は
あ
と
に
し
て
、
ま
ず
叔
孫
通

に
命
じ
て
朝
儀
を
創
り
、
皇
帝
の
貴
を
定
め
上
下
の
区
別
を
厳
し
く
し

た
。
彼
が
詩
書
を
求
め
た
の
も
、
そ
れ
に
類
し
た
こ
と
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ

う
。
君
権
に
有
利
な
も
の
は
残
し
、
不
利
な
も
の
は
す
か
さ
ず
禁
じ
た
の

で
あ
る
。
始
皇
が
詩
書
を
焼
い
た
の
は
、
き
わ
め
て
迂
闊
な
手
段
で
民
を

愚
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
だ
か
ら
三
十
年
も
た
た
ず
に
消
滅
し
た
。

高
祖
が
詩
書
を
求
め
た
の
は
、
詩
書
を
利
用
し
て
民
を
愚
に
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
二
千
年
た
っ
て
も
そ
の
火
種
は
絶
え
て
い
な
い
。
始
皇

の
政
策
は
一
時
期
だ
け
だ
っ
た
け
れ
ど
、
高
祖
の
害
毒
は
千
古
に
わ
た
っ

て
続
い
て
い
る
。

　
総
じ
て
こ
れ
を
論
ず
る
な
ら
、
始
皇
の
悪
い
点
は
剛
に
あ
っ
た
が
、
高

祖
の
悪
い
点
は
柔
に
あ
っ
た
。
思
慮
の
聰
明
さ
は
始
皇
に
及
ば
ぬ
点
が
あ

る
。
始
皇
は
旬
奴
を
征
し
領
土
を
拡
げ
る
功
が
あ
っ
た
が
、
高
祖
は
飼
奴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

と
の
屈
辱
的
な
和
親
を
後
世
に
残
し
た
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
高
祖

の
罪
は
始
皇
以
上
で
あ
る
。
専
制
の
序
列
を
論
じ
る
な
ら
、
私
は
む
し
ろ

始
皇
を
次
祖
と
し
高
祖
を
始
祖
と
し
た
い
。
世
の
識
者
は
私
の
言
う
こ
と
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を
誤
り
と
す
る
ま
い
。

耀（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

「
ま
え
が
き
」
に
挙
げ
た
梁
啓
超
（
ペ
ソ
ネ
ー
ム
「
中
国
之

新
民
」
）
の
『
新
民
叢
報
』
所
載
の
論
交
。

煕
寧
は
北
宋
の
神
宗
在
位
中
の
年
号
（
一
〇
六
八
－
一
〇
七

七
）
。
こ
こ
で
煕
寧
年
間
の
事
例
と
い
う
の
は
、
王
安
石
の

新
法
実
施
が
政
治
的
な
対
立
・
混
乱
を
ひ
き
お
こ
し
た
こ
と

を
さ
す
。

明
末
の
万
暦
年
間
（
｝
五
七
三
－
一
六
二
〇
）
を
中
心
と
し

て
、
国
家
財
政
の
窮
乏
を
救
う
た
め
に
、
銀
鉱
の
開
発
・
商

税
の
増
徴
が
行
な
わ
れ
た
が
、
利
益
は
ほ
と
ん
ど
宙
官
の
懐

に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
「
破
・
税
の
禍
」
と
い
う
。

「
暑
の
・
臣
を
視
る
こ
と
、
犬
馬
の
如
く
な
れ
ぽ
、
則
ち
臣

の
・
君
を
視
る
こ
と
国
人
の
如
し
。
君
の
・
臣
を
視
る
こ
と

土
芥
の
如
く
な
れ
ぽ
、
則
ち
臣
の
・
君
を
視
る
こ
と
冠
離
の

如
し
。
」
　
（
孟
子
離
婁
下
）

原
交
に
は
「
東
漢
」
　
（
1
1
後
漢
）
と
あ
る
が
、
呉
楚
七
国
の

乱
は
前
漢
景
帝
時
代
に
お
こ
っ
た
呉
・
楚
を
は
じ
め
と
す
る

七
王
国
の
反
乱
だ
か
ら
（
前
一
五
四
）
、
「
西
漢
」
（
“
前
漢
）

の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

西
晋
宋
年
、
二
九
〇
年
に
武
帝
が
死
ん
で
恵
帝
が
立
つ
と
、

王
室
内
部
に
政
権
争
奪
戦
が
続
き
、
三
〇
六
年
に
い
ち
お
う

納
ま
っ
た
が
、
こ
の
混
乱
が
五
胡
の
侵
入
を
招
く
原
因
と
な

っ
た
。

燕
王
標
は
明
の
第
三
代
皇
帝
成
祖
永
楽
帝
の
こ
と
。
は
じ
め

燕
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
北
辺
に
備
え
て
い
た
が
、
洪
武
帝
の
死

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

後
、
建
交
帝
が
即
位
す
る
と
、
「
靖
難
の
師
」
と
称
し
て
挙

兵
し
、
建
文
帝
を
追
っ
て
即
位
し
た
。

震
濠
（
寧
王
）
は
明
の
皇
室
の
一
族
。
正
徳
帝
に
子
が
な
い

の
に
乗
じ
て
帝
位
に
つ
こ
う
と
し
、
一
五
一
九
年
に
南
昌
で

挙
兵
し
て
南
京
に
向
か
っ
た
が
、
王
守
仁
（
陽
明
）
は
南
昌

を
陥
れ
、
挙
兵
四
十
余
日
で
捕
え
ら
れ
た
。

宋
の
昭
公
の
庶
弟
で
あ
っ
た
公
子
飽
は
、
飢
謹
が
あ
る
と
国

人
に
穀
物
を
貸
し
出
し
、
七
十
才
以
上
の
者
に
は
み
な
贈
り

物
を
し
た
り
し
て
人
気
を
高
め
、
つ
い
に
狩
猟
に
乗
じ
て
昭

公
を
殺
し
た
（
左
伝
文
公
十
六
・
七
年
）
。

斉
の
貴
族
陳
氏
（
田
氏
）
は
、
民
に
穀
物
を
貸
す
と
き
に
は

大
き
な
枡
を
用
い
、
返
さ
せ
る
と
き
に
は
小
さ
い
枡
を
用
い

て
恩
恵
を
施
し
、
材
木
や
魚
塩
類
の
値
段
も
産
地
と
等
し
く

し
た
り
し
て
、
民
の
支
持
を
増
し
、
や
が
て
正
式
の
諸
侯
と

な
る
基
礎
を
固
め
た
（
左
伝
昭
公
三
年
、
史
記
田
敬
仲
完
世

家
）
。

晋
の
霊
公
は
重
税
を
奢
修
に
費
し
遊
興
に
ふ
け
っ
て
い
た
の

で
、
貴
族
の
趙
盾
が
諫
め
た
が
、
逆
に
伏
兵
を
し
か
け
ら
れ

た
り
、
猛
犬
を
放
た
れ
て
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
逃
げ
出

し
た
趙
盾
の
た
め
に
防
戦
し
た
の
は
、
霊
公
の
従
兵
の
霊
餓

と
い
う
人
物
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
む
か
し
飢
え
て
い
た

と
き
趙
盾
か
ら
食
事
を
分
け
て
も
ら
っ
た
恩
に
報
い
る
た
め

だ
っ
た
と
い
う
（
左
伝
宣
公
二
年
）
。
趙
盾
は
そ
の
ま
ま
亡

命
し
た
が
、
一
族
の
趙
穿
が
霊
公
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
そ

こ
で
趙
盾
が
晋
の
国
境
の
山
を
越
え
ず
に
都
に
帰
っ
て
来
た

の
に
対
し
て
、
史
官
が
「
趙
盾
、
其
の
君
を
斌
す
」
と
直
書

し
た
話
は
、
春
秋
の
筆
法
の
例
と
し
て
有
名
。
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（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

晋
の
文
公
が
曹
を
攻
め
た
と
き
、
戦
死
者
が
多
く
、
曹
の
城

門
に
さ
ら
さ
れ
た
。
輿
人
（
役
卒
）
の
謀
を
き
く
と
、
城
門

外
の
墓
地
の
上
に
陣
を
布
く
の
が
よ
い
と
言
う
。
そ
の
通
り

に
す
る
と
、
曹
の
国
人
は
墓
を
発
か
れ
る
の
を
恐
れ
て
、
戦

死
者
を
返
し
た
（
左
伝
僖
公
一
．
一
八
年
）
。

人
間
社
会
は
、
拠
乱
世
↓
升
平
世
↓
太
平
世
と
い
う
よ
う
に

進
化
し
て
行
く
と
見
る
公
羊
学
派
の
学
説
に
も
と
つ
く
。
清

末
の
立
憲
改
革
派
康
有
為
は
、
こ
の
学
説
を
軸
と
し
た
『
大

同
書
』
を
書
い
て
い
る
。

〔
原
注
〕
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
三
十
四
年
の
、
李
斯
の
建
議

に
よ
っ
て
焚
書
令
が
出
さ
れ
た
条
。

〔
原
注
〕
同
上
二
十
六
年
、
封
建
を
廃
し
て
天
下
を
三
十
六
郡

に
分
け
た
処
置
の
条
。

始
皇
二
十
九
年
の
東
巡
の
途
中
、
博
狼
沙
で
暗
殺
者
（
張
良

で
あ
っ
た
と
い
う
）
に
狙
わ
れ
た
事
件
を
さ
す
（
史
記
秦
始

皇
本
紀
）
。

始
皇
の
太
子
は
長
子
扶
蘇
だ
っ
た
が
、
末
子
胡
亥
の
側
近
の

宙
官
趙
高
の
策
謀
（
始
皇
臨
終
の
詔
を
偽
作
）
に
よ
っ
て
、

扶
蘇
は
自
殺
を
命
ぜ
ら
れ
、
胡
亥
が
二
世
皇
帝
と
な
っ
た
。

扶
蘇
の
悲
運
へ
の
同
情
が
あ
っ
た
た
め
か
、
秦
末
に
反
乱
を

お
こ
し
た
者
の
中
に
は
、
自
分
は
扶
蘇
で
あ
る
と
詐
称
す
る

者
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

〔
原
注
〕
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
三
十
七
年
、
始
皇
が
沙
丘
で

残
し
た
と
き
、
趙
高
が
李
斯
と
謀
っ
て
扶
蘇
へ
の
詔
を
偽
作

し
た
条
。
お
よ
び
李
斯
列
伝
の
、
扶
蘇
が
詔
書
を
奉
じ
て
自

殺
し
、
将
軍
蒙
悟
も
獄
に
つ
な
が
れ
た
次
第
を
述
べ
た
条
。

〔
原
注
〕
『
史
記
』
李
斯
列
伝
、
二
世
が
趙
高
の
意
見
を
容
れ

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

て
、
厳
法
刻
刑
に
つ
と
め
、
公
子
十
二
人
、
公
女
十
人
を
刑

鐵
し
た
こ
と
を
述
べ
た
条
。

二
世
元
年
七
月
、
漁
陽
（
河
北
省
北
部
）
に
諦
成
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
九
百
人
が
、
陳
勝
・
呉
広
に
ひ
き
い
ら
れ
て
大

沢
郷
で
反
乱
を
は
じ
め
（
史
記
陳
渉
世
家
）
、
そ
れ
が
口
火

と
な
っ
て
群
雄
蜂
起
し
、
秦
の
滅
亡
を
導
き
出
し
た
。

〔
原
注
〕
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
二
世
皇
帝
三
年
、
趙
高
が
そ

の
婿
の
閻
楽
に
命
じ
て
、
二
世
を
望
夷
宮
で
殺
さ
せ
た
条
。

二
世
が
趙
高
に
殺
さ
れ
た
あ
と
、
二
世
の
兄
の
子
公
子
嬰
が

秦
王
に
擁
立
さ
れ
た
が
、
先
手
を
打
っ
て
趙
高
を
よ
び
よ
せ

て
殺
し
、
威
陽
近
く
の
覇
上
に
ま
で
進
軍
し
て
来
た
劉
邦
の

軍
に
「
素
車
白
馬
」
で
降
服
し
た
。
素
車
（
白
木
の
ま
ま
の

車
）
、
白
馬
は
喪
儀
用
。

革
命
の
期
間
が
長
す
ぎ
る
こ
と
は
、
上
掲
梁
啓
超
論
文
の

（
五
）
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
革
命

が
一
、
二
年
で
カ
タ
が
つ
く
の
に
対
し
て
、
中
国
の
革
命
は

短
く
て
十
数
年
、
長
い
と
数
十
年
か
か
っ
た
こ
と
を
表
に
し

て
示
し
て
い
る
。
陳
天
華
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
同
意
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。

高
祖
即
位
七
年
（
前
二
〇
〇
年
）
、
侵
入
し
た
飼
奴
を
伐
つ

た
め
に
山
西
省
北
端
ま
で
進
出
し
た
漢
軍
は
、
冒
頓
単
干
の

大
軍
に
平
城
で
包
囲
さ
れ
、
大
敗
を
喫
し
た
。
そ
れ
以
来
、

武
帝
初
年
に
至
る
ま
で
、
漢
か
ら
は
公
主
を
降
嫁
さ
せ
、
毎

年
酒
米
類
を
贈
る
と
い
う
、
漢
に
と
っ
て
屈
辱
的
な
和
親
関

係
が
続
い
た
。
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