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中
華
文
明
か
ら

第
六
章

仕
掛
け
ら
れ
た
歴
史
戦
に

日
本
が
負
け
を
い
方
法
は



｢

日
本
は
世
界
の
た
め
に
歴
史
戦
に
負
け
て
は
な
ら
な
い

さ
て
､
本
¶
Uの
締
め
く
く
り
と
し
て
'
歴
史
戦
と
は
何
か
を
考
え
､
そ
し
て
台
湾
人
の
著
者
と
し
て
､
日
本
は

歴
史
戦
に
負
け
る
な
､
と
エ
ー
ル
を
送
り
た
い
｡

と
い
う
の
も
､
中
国
や
韓
国
か
ら
歴
史
戦
を
挑
ま
れ
て
日
本
が
負
け
る
の
は
､
ひ
と
え
に
日
本
に
と
っ
て
の

マ
イ
ナ
ス
な
の
で
は
な
い
O
た
え
ず
中
国
の
中
華
文
明
の
毒
気
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
台
湾
と
し
て
は
'
対
岸
の

火
事
で
は
な
く
､
台
湾
に
す
ぐ
に
飛
び
火
す
る
隣
国
の
火
事
で
あ
り
､
台
湾
の
た
め
に
も
切
に
負
け
な
い
で
欲

し
い
の
だ
｡

今
の
世
界
に
も
'
こ
れ
か
ら
の
世
界
に
と
っ
て
も
'
い
わ
ゆ
る
｢正
し
い
歴
史
認
識
｣
と
い
う
全
体
主
義
的
歴

史
観
を
拒
否
す
べ
き
で
あ
る
O
歴
史
か
ら
の
自
由
'
そ
し
て
｢歴
史
へ
の
自
由
｣
を
守
る
こ
と
が
､
｢価
値
の
自

由
｣
と
多
様
性
の
許
容
が
あ
る
社
会
を
守
る
た
め
に
'
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
左
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ

ム
お
よ
び
右
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
全
体
主
義
史
観
を
す
べ
て
拒
否
す
べ
き
な
の
だ
｡

こ
れ
ま
で
の
･L
iで
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
'
日
本
は
も
と
も
と
世
界
に
誇
れ
る
素
昭
ら
し
い
歴
史
を
持
っ
て

い
る
国
だ
O
人
を
殺
さ
ず
'
こ
れ
ほ
ど
高
度
な
文
化
を
築
い
た
日
本
は
､
世
界
の
師
表
で
あ
り
､
し
た
が
っ
て
日

本
が
中
国
や
韓
国
か
ら
仕
掛
け
ら
れ
た
歴
史
戦
に
負
け
て
沈
ん
で
し
ま
う
の
は
､
世
界
の
損
失
な
の
だ
｡

と
て
も
世
界
の
師
表
に
は
な
れ
な
い
中
華
文
明
の
す
ぐ
傍
で
､
日
本
は
海
と
い
う
天
然
の
要
塞
に
守
ら
れ

て
'
西
洋
流
の
国
家
文
明
た
る
国
家
を
早
く
か
ら
作
り
あ
げ
て
い
た
の
だ
｡
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け

て
へ
ア
ジ
ア
'
ア
フ
リ
カ
の
多
く
が
植
民
地
と
化
し
'
西
洋
の
白
人
支
配
が
世
界
を
招
っ
て
し
ま

っ
た
と
き
'
唯

一
強
力
に
独
立
を
守
り
'
ア
ジ
ア
の
植
民
地
を
解
放
し
て
､
人
柿
平
等
の
世
界
を
作
り
出
し
た
国
が
日
本
な
の

だ
｡こ

の
よ
う
な
人
頬
史
の
モ
デ
ル
を
築
い
て
き
た
日
本
が
'
今
､
中
国
や
相
国
か
ら
ゆ
え
な
く
歴
史
城
を
挑
ま

れ
､
艦
め
ら
れ
て
い
る
ご
し
れ
は
ひ
と
え
に
日
本
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
'
全
世
界
に
と
っ
て
の
問
題
な
の
だ
｡

歴
史
戦
と
は
何
か
.
特
定
の
国
が
､
他
の
特
定
の
国
の
歴
史
を
取
り
上
げ
て
､
非
難
し
､
脆
め
'
さ
ら
に
｢反

省
と
謝
罪
｣
を
強
要
し
'
時
に
は
賠
償
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

歴
史
戦
に
あ
っ
て
'
ま
ず
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
'
過
去
は
変
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

変
え
ら
れ
る
の
は
､
将
来
で
あ
る
｡
ま
た
､
過
去
に
､
た
と
え
非
難
に
値
す
る
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
､
こ
れ

を
現
時
点
で
取
り
上
げ
て
非
難
中
傷
す
る
こ
と
と
は
別
だ
｡
現
時
点
で
非
難
す
る
と
す
れ
ば
'
現
時
点
で
何
ら

か
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
と
き
だ
け
だ
o
そ
の
よ
う
な
問
題
が
な
い
の
に
非
緋
す
る
の
は
'

結
局
は
非
難
の
た
め
の
非
難
だ
｡
そ
れ
は
非
難
す
る
国
に
と
っ
て
も
'
さ
れ
る
国
に
と
っ
て
も
'
幸
せ
に
な
れ

る
こ
と
で
は
な
い
｡

中
国
が
日
本
を
非
難
す
る
の
は
'
現
在
の
中
国
を
支
配
す
る
中
国
共
産
党
が
'
国
民
か
ら
絶
え
ず
寄
せ
ら
れ

て
い
る
不
信
感
や
不
満
を
逸
ら
す
た
め
で
あ
る
場
合
が
多
い
｡
国
の
外
に
憎
想
す
べ
き
敵
を
作
り
､
国
民
に
そ

の
周
に
向
け
て
政
志
を
持
た
せ
る
の
は
､
中
国
共
産
党
に
と
っ
て
不
信
感
や
不
純
を
逸
ら
せ
る
の
に
役
立
つ
か



ら
だ
o

中
原
に
鹿
を
追
う
過
程
を
経
て
政
権
を
確
立
し
た
中
国
共
産
党
で
あ
る
か
ら
､
こ
れ
ま
で
の
天
子
と
同
様
に

嘘
を
つ
い
て
も
い
さ
さ
か
も
良
心
が
痛
ま
な
い
｡
強
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
何
を
し
て
も
よ
い
と
い
う
中
華
文
明

の
原
甥
の
下
､
自
ら
の
都
合
し
だ
い
で
歴
史
を
歪
め
躍
進
す
る
の
は
'
そ
れ
こ
そ
朝
飯
前
だ
｡

中
国
は
二
〇

1
五
年
,
ユ
ネ
ス
コ
に
圧
力
を
か
け
て
ユ
ネ
ス
コ
の
-世
界
記
憶
遺
産
に
'
昭
和
十
二
年

(
1
九
三
七
年

)に
日
本
軍
が
南
京
を
陥
落
さ
せ
た
際
､
l
般
市
民
を
三
〇
万
人
殺
･:*,3し
た
と
す
る
､
い
わ
ゆ
る

樫
造
し
た
｢南
京
事
件
｣
に
つ
い
て
関
係
史
料
だ
と
し
て
何
ら
か
の
史
料
を
登
録
し
た
｡
そ
れ
で
い
て
そ
の
史
料

は
公
開
し
な
い
の
だ
｡
｢南
京
事
件
｣
は
も
と
も
と
な
か
っ
た
事
件
だ
か
ら
'
初
め
か
ら
史
料
な
ど
あ
る
は
ず
は

な
い
か
ら
､
登
鎚
し
て
も
公
開
で
き
な
い
わ
け
だ
が
､
そ
れ
で
も
と
も
か
く
頗
引
に
登
録
し
た
O
巾
非
文
明
の

下
,
中
国
は
強
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
､
そ
の
強
く
な
っ
た
分
だ
け
,
何
を
し
て
も
よ
い
の
だ
と
い
う
の
を
､
ま
さ

に
実
際
に
実
行
に
移
し
た
の
だ
｡
自
ら
作
り
1
げ
た
歴
史
は
嘘
だ
ら
け
で
'
そ
れ
を
平
然
と
出
し
て
く
る
の
が

yuが

中
華
文
明
の
性
だ
か
ら
,
そ
の
描
く
歴
史
は
ま
さ
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
だ
｡

せ
い
じ

韓
国
に
つ
い
て
言
え
ば
･
例
の
慰
安
婦
の
強
制
連
行
だ
｡
昭
和
五
卜
七
年
(
1
九
八
二
年
)
､
土呂

満
治
と
い

う
人
物
が
､
韓
国
済
州
島
で
自
ら
も
日
本
の
官
架
の
1
人
と
し
て
加

わ
っ
た
と
称
し
て
'
日
本
留
意
が
若
い
朝

鮮
人
女
性
を
狩
り
集
め
て
慰
安
所
に
強
制
連
行
し
た
と
い
う
話
を
控
追
し
た
｡
そ
し
て
そ
の
体
験
談
と
す
る
話

が
朝

日
新
聞
に
載
っ
た
｡

も
し
そ
れ
が
真
実
で
あ
れ
ば
､
そ
れ
自
体
は
非
卿
に
値
す
る
事
実
で
あ
る
｡
し
か
し

一
〇
年
後
の
平
成
四
年
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二

九
九
二
年
)
へ
秦
郁
彦
民
ら
の
行
っ
た
済
州
島
で
の
実
地
調
査
で
､
苫
田
清
治
の
話
し
て
い
る
こ
と
は
ま
っ

た
く
の
作
り
話
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
｡

し
か
る
に
､
そ
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
後
で
も
'
韓
国
人
は
怒
り
に
怒
り
'
民
間
団
体
に

よ
っ
て
現
在
､
相
国
の
日
本
大
使
館
の
前
に
二
〇
方
人
も
性
奴
隷
に
し
た
と
い
う
プ
レ
ー
ト
つ
き
の
慰
安
婦
像

を
立
て
て
い
る
｡
そ
し
て
韓
国
国
内
だ
け
で
は

な
く
'
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
'
ア
メ
リ
カ
な
ど
世
界
各
地
に
立
て

続
け
て
い
る
｡

日
本
罪
に
慰
安
婦
施
設
が
あ
り
'
そ
こ
で
榊
脚
人
慰
安
婦
も
働
い
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
｡
が
､
慰
安

婦
の
収
入
は
極
め
て
高
く
'
応
募
者
は
多
く
､
強
制
連
行
や
桂
致
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
.
ま
た
慰

安
婦
施
設
に
対
し
て
'
慰
安
婦
の
衛
生
管
理
が
必
要
な
の
で
'
日
本
軍
が
良
い
意
味
で
関
与
し
て
い
た
こ
と
は

事
実
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
施
設
は
朝
鮮
戦
争
及
び
そ
れ
以
降
の
韓
国
で
'
ア
メ
リ
カ
兵
の
た
め
に
韓
国
政
府

自
身
が
設
粒
し
て
い
る
.

吉
田
清
治
の
､
朝
鮮
人
女
性
を
狩
り
出
し
て
強
制
連
行
し
た
と
い
う
嘘
の
話
を
､
嘘
だ
と
は
知
ら
な
い
で
抱

き
始
め
た
怒
り
で
は
あ
る
が
'
そ
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
以
降
も
怒
り
続
け
る

と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
｡

私
は
t
的
国
人
の
歴
史
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
対
応
を
､
フ
ァ
ン
タ
ジ
I
と
呼
ん
で
い
る
｡
朝
鮮
は
中
確
文

明
の
本
拠
地
､
黄
河
の
中
原
か
ら
は
距
離
が
あ
り
'
半
島
で
四
方
の
う
ち

一
方
だ
け
が
大
陸
に
接
し
て
い
る
｡

中
原
近
く
の
地
域
の
よ
う
に
四
方
八
方
か
ら
絶
え
ず
敵
が
押
し
寄
せ
て
く
る
の
と
は
違
っ
て
い
た
｡
そ
の
分
だ



け
敵
に
攻
め
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
C
し
か
し
中
原
の
あ
る
大
陸
と
紫
が
っ
て
い
る
こ
と
は
や
は
り
悲
劇

だ
っ
た
｡
大
陸
か
ら
押
し
寄
せ
て
く
る
敵
は
防
ぎ
よ
う
が
な
か
っ
た
.
ま
た
国
内
の
騒
乱
を
中
国
大
陸
の
兵
力

を
利
用
し
て
勝
利
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
｡
七
世
紀
の
新
緋
に
よ
る
朝
鮮
統

1
も
､
店
の
軍
部
力
を
利
用
し

た
も
の
だ
っ
た
｡
l
四
_世
紀
李
氏
朝
鮮
の
建
国
も
､
明
の
罪
車
力
を
背
け.爪
に
し
た
も
の
だ
っ
た
o
l
九
世
紀
の

李
氏
朝
鮮
の
王
朝
は
'
外
国
で
あ
る
は
ず
の
清
の
軍
事
力
を
使
っ
て
､
い
と
も
た
や
す
く
国
内
に
芽
生
え
た
改

革
の
芽
を
摘
ん
だ
｡

韓
国
人
が
そ
の
よ
う
な
過
去
の
歴
史
を
顧
み
て
'
無
念
さ
に
襲
わ
れ
る
の
は
分
か
る
O
中
国
ほ
ど
残
酷
な
歴

史
は
展
開
し
な
か
っ
た
も
の
の
'
絶
え
ず
実
現
す
べ
く
し
て
実
現
で
き
な
か
っ
た
も
の
が
'
連
綿
と
連
な
っ
て

ハン

い
る
｡
そ
こ
に
｢恨
の
文
化
｣
が
生
ま
れ
る
｡

朝
鮮
が
'
元
や
清
の
よ
う
に
主
役
と
し
て
中
華
文
明
の
中
心
に
居
座
っ
た
こ
と
は
な
い
｡
絶
え
ず
生
ま
れ
る

中
国
大
陸
内
の
強
力
な
王
朝
の
前
に
'
絶
え
ず
服
従
を
求
め
ら
れ
て
き
た
O
そ
う
し
た
如
州念
な
思
い
は
韓
国
で

恨
と
な
り
､
そ
し
て
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
生
み
出
す
｡
歴
史
は
こ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
思
い
込
み
が
､
幻
想
と
し

て
の
歴
史
に
な
る
の
だ
｡

道
徳
的
優
位
を
確
立
す
る
た
め
に
､
そ
れ
が
慰
安
婦
を
契
機
と
し
た
日
本
へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
だ
｡
小
中
華
と

し
て
い
つ
も
果
た
せ
ぬ
夢
を
抱
く
ゆ
え
に
､
日
本
に
弱
み
が
あ
る
よ
う
に
見
え
た
と
き
'
バ
ッ
シ
ン
グ
の
情
熱

が
湧
き
上
が
る
の
だ
｡

と
こ
ろ
で
'
｢南
京
事
件
｣
へ
の
非
難
は
主
に
中
国
共
産
党
の
都
合
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
ほ
ど

逮
.(
た
が
､
韓
国
の
場
合
は
､
政
治
体
制
は

忘

は
民
主
主
義
化
し
て
お
り
,
政
府
の
都
合
で
政
府
が
主
導
し

て
行
っ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
｡
韓
国
人
の
欲
求
不
満
の
捌
け
口
と
し
て
,
国
民
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

を
通
じ
て
発
散
し
て
い
る
も
の
で
,
政
府
は
人
気
取
り
の
た
め
に
そ
れ
に
乗
っ
か
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
､

あ
く
ま
で
主
導
し
て
い
る
の
は
国
民
だ
.

そ
の
た
め
に
斡
国
の
利
禁

ど
れ
ほ
ど
-

わ
れ
て
い
る
か
･
細
光
旅
行
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
ど
れ
ほ
ど
の

損
失
が
生
じ
て
い
る
か
｡
韓
国
に
と
っ
て
は
北
朝
鮮
の
脅
威
に
加
え
て
､
民
重

義
の
政
治
体
制
で
は
な
い
中

国
は
'
そ
の
分
い
っ
そ
う
大
き
な
脅
威
だ
｡
日
本
と
の
協
調
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
か
､
言
う
要

も
な
い
｡

韓
国
政
府
は
常
に
国
民
を
冷
静
な
状
態
に
導
い
て
い
く
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
国
民
に
恨
の
感
情
が

ぁ
っ
て
も
､
否
'
あ
る
が
ゆ
え
に
,
そ
れ
を
外
に
向
け
て
は
出
さ
な
い
よ
う
に
,
国
民
を
誘
導
し
て
い
か
な
け
れ

ばな
ら
な
い
｡
も
し
政
権
掌
-

が
,
国
民
の
感
情
に
乗
っ
て
人
気
-

を
し
よ
う
と
す
る
な
ら
･
そ
れ
は
韓

国
自
身
を
監

る
行
為
で
あ
り
,
真
の
意
味
で
は
反
国
民
的
行
為
な
の
で
あ
る
｡
も
と
も
と
あ
り
も
し
な
い
慰

安
婦
の
強
制
連
行
や
そ
こ
か
ら
飛
躍
し
て
性
奴
隷
だ
っ
た
と
し
た
非
難
は
,
韓
国
人
を
警

し
て
い
る
の
で
あ

る
が
'
韓
国
政
府
も
そ
れ
に
乗
っ
か
れ
ば
,
韓
国
は
さ
ら
に
醜
く
な
り
,
政
府
の
指
著

は
ま
さ
に
反

韓
国の

行
為
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

二
.
歴
史
観
に
必
要
な
巨
視
的
に
全
体
像
を
見
る
眼
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歴
史
を
ど
う
見
る
か
'
ど
う
語
る
か
に
つ
い
て
､
さ
ま
ざ
ま
な
｢史
観
｣
が
あ
り
'
｢史
説
｣
も
あ
り
'
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
私
は
ず
っ
と
議
論
し
て
き
て
い
る
｡

ど
う
見
る
か
の
｢史
観
｣
に
つ
い
て
よ
く
痛
感
す
る
の
は
'
歴
史
の
全
体
像
を
見
る
服
が
し
ば
し
ば
欠
け
た

場
合
､
そ
れ
は
独
断
と
偏
見
が
生
ま
れ
る
殺
大
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
｡
全
体
像
を
持
た
な
い
｢史
観
｣

は
､
｢史
観
｣
を
形
づ
く
る
以
前
に
歴
史
の
IEK実
を
見
よ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
O

た
と
え
ば
､
中
国
の
外
務
省
は
'
我
が
国
だ
け
外
国
を
侵
略
し
た
こ
と
が
な
い
と
よ
く
厚
か
ま
し
い
こ
と
を

言
う
｡

近
現
代
史
の
前
史
を
見
る
か
ぎ
り
'
世
界
は
ま
さ
し
く
帝
国
主
義
国
家
に
よ
る
領
土
大
拡
張
の
時
代
だ
っ

た
｡
ロ
シ
ア
も
ほ
ぼ
大
航
海
時
代
と
同
時
代
に
東
進
を
つ
づ
け
､
ベ
ー
リ
ン
グ
海
峡
を
わ
た
っ
て
､
ア
ラ
ス
カ

に
到
達
｡
そ
の
後
'
シ
ベ
リ
ア
か
ら
南
下
を
続
け
て
活
国
'
次
い
で
日
本
と
激
突
o
ア
メ
リ
カ
も
イ
ギ
リ
ス
か
ら

独
立
後
'
大
西
洋
岸
か
ら
西
進
'
太
平
洋
を
わ
た
っ
て
､
西
進
後
'
ス
ペ
イ
ン
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
取
っ
た
｡
イ

ベ
リ
ア
半
島
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
､
ス
ペ
イ
ン
に
つ
づ
い
て
'
オ
ラ
ン
ダ
も
海
に
出
る
o
英
仏
も
そ
の
後
に
続
い
て

五
大
陸
七
つ
の
海
ま
で
植
民
地
を
拡
大
し
て
い
る
.
満
州
人
も
大
桁
を
旗
揚
げ
し
､
計
上ハ
代
'
二
〇
〇
年
で
､
中

国
を
植
民
地
に
､
ジ
ュ
ン
ガ
ル
帝
国
を
滅
ぼ
し
'
西
域
と
チ
ベ
ッ
ト
ま
で
手
に
入
れ
､
明
の
時
代
よ
り
も
領
土

を
三
倍
も
拡
げ
た
｡
そ
れ
だ
け
見
て
み
て
も
'
ど
う
し
て
中
国
は
侵
略
し
た
こ
と
が
な
い
と
言
え
る
の
か
｡

大
治
の
八
旗
軍
は
｢万
満
れ
ば
天
下
無
敵
｣
で
あ
っ
て
も
､
そ
れ
以
上
領
土
を
拡
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
､
地

政
学
的
､
生
態
学
的
限
界
も
あ
る
が
'
国
際
力
学
や
ら
時
代
の
限
界
か
ら
来
て
い
る
こ
と
も
確
か
だ
O
西
洋
の

I62

航
海
の
時
代
は
列
強
を
生
み
､
大
清
の
侵
略
を
食
い
止
め
た
こ
と
も
歴
史
の
流
れ
の
一
つ
と
な
っ
た
｡

｢侵
略
｣
を
ど
う
定
義
す
る
か
｡
日
英
を
は
じ
め
と
す
る
列
強
の
｢中
国
侵
略
｣
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､

い
わ
ゆ
る
｢正
し
い
歴
史
認
識
｣
と
い
う
｢史
観
｣
｢史
説
｣
の
中
で
､
ほ
ぼ
｢定
説
｣
と
な
っ
て
い
る
が
'
私
の
史

観
で
は
､
む
し
ろ
逆
で
あ
る
｡
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
日
清
敬
争
､
そ
し
て
北
沼
事
変
に
至
る
ま
で
の
六
〇
年
に
わ

た
る
戦
争
は
､
｢列
強
の
中
国
侵
略
｣
と
い
う
よ
り
も
'
中
国
の
｢天
子
と
天
下
｣
の
俳
論
に
従
え
ば
'大
柄
が

｢洋
夷
(西
夷
)
｣
と
｢東
夷
｣
に
対
す
る
｢懲
罰
職
争
｣
を
仕
か
け
て
失
敗
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
｡
拓
は

1
八

けん･.'与て
い

じけうぜんち.t'Lん

世
紀
の
末
､乾
隆

帝

が
在
位
六
〇
年
で
'
1
0
の
地
域
の
対
外
戦
争
に
す
べ
て
勝
利
し
た
と
し
て
｢十
全
老
人
｣

か
け
いて
い

と
呼
ん
で
自
慢
し
た
が
'
帝
位
を
嘉
慶

帝

に
譲
位
し
て
上
皇
と
な
っ
た
翌
年
か
ら
'
白
蓮
教
の
乱
を
は
じ
め
'

内
戦
と
内
乱
が
二
〇
世
紀
の
文
革
終
結
に
至
る
ま
で
､
延
々
と

一
八
〇
年
も
続
い
た
｡
そ
の
間
'
太
平
天
国
の

シィ7⊥イ

乱
で
は
人
口
の
五
分
の
一
が
消
え
､
漢
人
の
武
装
集
団
に
よ
り
回
教
徒
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
｢洗
回
｣
で

イ
ス
ラ
ム
教
徒
人
口
の
九
割
が
殺
さ
れ
た
｡
こ
と
に
中
華
民
国
の
時
代
に
な
る
と
'
内
戦
が
さ
ら
に
泥
沼
化
L
t

こ
の
よ
う
な
カ
オ
ス
状
態
の
中
で
､
列
強
は
競
っ
て
虐
殺
と
殺
し
合
い
の
大
地
か
ら
逃
げ
て
し
ま
っ
た
O

｢歴
史
｣
は
｢金
太
郎
飴
｣
の
よ
う
に
､
ど
こ
か
ら
切
っ
て
も
同
じ
､
と
い
う
も
の
で
は
な
い
｡
歴
史
は
'
事
件

(
ハ
プ
ニ
ン
グ
)
の
積
み
重
ね
'
因
果
関
係
の
連
鎖
だ
か
ら
へ
全
体
像
で
と
ら
え
る
必
安
が
あ
る
o
戦
後
日
本
の

政
治
家
が
よ
く
ロ
に
す
る
｢過
去
の
1
時
I
J
と
い
う
セ
リ
フ
は
'
全
体
像
を
捉
え
て
い
な
い
ま
ち
が
い
で
あ

る
｡
空
間
の
ス
ケ
ー
ル
と
と
も
に
時
間
の
ス
パ
ン
を
も
っ
と
広
げ
､
延
ば
し
て
歴
史
を
児
な
い
と
全
体
像
は
つ

か
め
ず
､
｢木
を
見
て
森
を
見
ず
｣
と
い
う
こ
と
に
な
り
'
本
当
の
歴
史
観
に
は
な
ら
な
く
な
る
.
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な
い
こ
,?

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
･
鯛
鮮
半
島
史
で
は
､
高
麗
朝
も
統

1
新
経
も

内
証

(

内
ゲ
バ
へ
コ
ッ
プ
の
嵐
)
が
激

し
く
･
約
半
分
の
国
王
が
天
寿
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
李
朝
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
'
宮
廷
内

の
｢内
ゲ
バ
｣
が
さ
ら
に
外
に
広
が
り
､
朋
党
の
争
い
が
絶
え
な
か
っ
た
｡

逆
に
言
え
ば
･
半
島
史
上
'
｢超
安
定
｣
の
時
代
は
､
い
わ
ゆ
る
｢日
帝
三
六
%
J
､
さ
ら
に
統
監
時
代
ま
で
含

め
れ
ば
｢日
帝
四
〇
年
｣
の
時
代
で
あ
ろ
う
｡
｢日
帝
時
代
｣
こ
そ
未
曾
有
の
越
安
定
社
会
だ
っ
た
O
日
輪
併
合

(合
邦
)
後
に
,
神
代
か
ら
続
く
｢万
世

一
系
｣
の
｢日
本
型
超
安
定
シ
ス
テ
ム
｣
か
ら
生
ま
れ
た
｢文
明
開
化
､
殖

産
興
業
｣
と
い
う
近
代
化
の
波
が
'
半
島
に
打
ち
寄
せ
た
の
だ
Q

だ
が
,
半
島
名
物
の
朋
党
の
争
い
は
'
中
国
'
満
州
､
シ
ベ
リ
ア
へ
､
場
を
広
げ
､
場
外
乱
闘
を
繰
り
広
げ
た
｡

戦
後
に
な
っ
て
も
､
殺
し
合
い
は
続
き
'
朝
鮮
戦
争
後
へ
韓
国
に
お
け
る
五
年
ご
と
の
大
統
領
選
挙
は
'
｢易
姓

革
命
｣
の
よ
う
な
も
の
だ
｡

全
体
像
か
ら
す
れ
ば
'
｢枯
死
国
｣
状
態
か
ら
醗
国
'
鯛
鮮
の
近
代
化
が
可
能
と
な
っ
た
崩
大
の
歴
史
要
因
は
'

｢日
帝
時
代
｣
の
｢超
安
定
社
会
｣
と
見
る
べ
き
で
あ
る
.

中
国
史
も
同
様
な
現
象
が
見
ら
れ
る
｡
前
述
の
よ
う
に
1
八
-世
紀
末
の
白
蓮
教
徒
の
反
乱
か
ら
文
革
に
至
る

ま
で
,
中
国
の
近
代
史
は
､
内
乱
､
内
職
が
続
く
｡
私
が
｢日
中
牧
争
｣
(八
年
抗
職
)
に
つ
い
て
｢中
国
内
職
に
対

す
る
日
本
の
人
道
的
･
道
義
的
介
入
だ
｣
と
唱
え
る
の
は
､
l
八
世
紀
末
の
内
職
か
ら
､
巨
視
的
に
歴
史
を
見
る

歴
史
認
識
か
ら
だ
｡
こ
の
1
八
〇
年
間
の
内
戦
に
つ
い
て
は
'
人
叛
史
上
届
大
の
内
戦
と
い
わ
れ
る
｢太
平
天

国
｣
の
戦
乱
だ
け
で
も
人
口
の
五
分
の
l
が
消
え
'
国
民
党
内
戦
の
｢中
原
大
戦
｣
だ
け
で
も
'
南
京
政
府
と
北

64

京
政
府
と
の
対
決
で
｢
二
七
〇
万
人
｣
の
大
軍
が
動
員
さ
れ
､
国
共
内
戦
で
は
国
民
党
軍
側
だ
け
で
も
八
〇
〇
万

人
が
殺
さ
れ
て
､
人
民
共
和
国
の
建
国
と
な
っ
た
｡
だ
か
ら
'
｢過
去
の
7
時
糊
｣
の
｢反
省
と
謝
罪
｣
は
,
巨
視

的
に
近
現
代
史
を
見
る
限
り
'
日
本
政
府
の
劇
場
型
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
り
,
私
は
そ
れ
を
サ
ド
と
マ
ゾ

の
競
演
だ
と
呼
ん
で
い
る
｡
中
国
と
韓
国
が
唱
え
る
｢正
し
い
歴
史
認
識
｣
に
つ
い
て
は
,
私
が

1
日
し
て
｢逆

観
｣
｢逆
聴
｣
｢逆
読
｣
を
勧
め
る
の
は
'
こ
の
巨
視
的
に
見
た
全
体
像
の
中
で
と
ら
え
た
｢歴
史
観
｣
か
ら
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
る
｡

｢反
省
と
謝
罪
｣
な
ど
ま
っ
た
く
す
る
必
要
が
な
い
｡
歴
史
の
服
を
替
れ
ば
,
む
し
ろ
反
省
す
･(
き
は
･
中
国
･

韓
国
の
自
民
族
同
士
の
｢殺
し
合
い
｣
で
あ
っ
て
,
内
ゲ
バ
を
止
め
さ
せ
て
く
れ
た
日
本
に
対
し
て
｢感
謝
す
べ

き
だ
｣
と
考
え
ら
れ
る
の
は
､
巨
視
的
に
歴
史
を
見
る
眼
か
ら
で
あ
る
C

≡
.
歴
史
戦
に
勝

つ
た
め
に
は
ま
ず
は
日
本
国
内
を
整
え
よ

そ
こ
で
歴
史
戦
を
挑
ま
れ
て
い
る
日
本
の
国
内
に
問
題
が
あ
る
｡

昭
和
五
十
七
年
(
一
九
八
二
年
)
､
吉
田
清
治
と
い
う
人
物
の
,
朝
鮮
人
女
性
を
狩
り
出
し
て
尉
妾

姉
に
し
た

と
い
う
体
験
談
は
､
終
倣
直
後
の
時
点
な
ら
ば
'
日
本
人
は
当
時
の
状
況
を
生
々
し
く
知
っ
て
い
る
人
ば
か
り

だ
か
ら
'
こ
れ
は
作
り
話
だ
と
い
う
こ
と
は
す
ぐ
に
見
破
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
日
本
が
相
同
を
併
合
(日

輪
合
邦
)
し
て
い
た
こ
ろ
の
記
憶
が
風
化
し
て
,
当
時
の
状
況
を
生
々
し
く
思
い
出
せ
る
人
が
少
な
く
な
っ
た
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状
況
で
は
'
そ
れ
ま
で
の
自
虐
的
教
育
の
せ
い
も
あ
っ
て
'
こ
の
よ
う
な
作
り
話
が
本
当
の
こ
と
で
あ
る
か
の

よ
う
に
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
O
も
し
光
実
な
ら
ば
日
本
人
と
し
て
良
心
が
痛
む
o

も
っ
と
も
日
本
人
は
ndE
初
か
ら
こ
の
話
は
嘘
だ
と
見
破
っ
て
い
た
人
が
い
た
よ
う
だ
が
'
マ
ス
コ
ミ
の

攻
勢
の
中
で
異
論
を
唱
え
て
'
そ
の
判
断
を
社
会
に
広
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
し
か
し
平
成
凹
年

(
一
九
九
二
年
)
に
は
､
秦
郁
彦
氏
ら
に
よ
っ
て
明

確
に
躍
進
だ
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
｡

問
題
は
こ
の
時
の
日
本
政
府
の
対
応
だ
｡
海
外
か
ら
事
実
と
異
な
る
非
難
を
受
け
て
日
本
の
名
誉
が
汚
さ
れ

て
い
る
の
に
､
そ
う
い
う
事
実
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
発
信
し
て
､
日
本
の
名
誉
を
守
る
た
め
の
行
動
を
取
ら

な
か
っ
た
｡
事
実
で
な
い
な
ら
ば
事
実
で
な
い
と
発
信
し
て
日
本
の
名
誉
を
守
る
の
は
日
本
政
府
の
神
聖
な
職

務
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
職
務
を
果
た
す
政
府
機
関
は
ど
こ
か
.
言
う
ま
で
も
な
く
外
務
省
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
外
務

省
は
秦
郁
彦
氏
ら
に
よ
っ
て
吉
田
清
治
の
体
験
談
が
嘘
だ
と
分
か
っ
た
と
き
'
何
ゆ
え
に
そ
の
央
尖
の
事
実
に

つ
い
て
世
界
に
発
信
し
な
か
っ
た
の
か
｡

外
務
省
は
こ
の
と
き
へ
沈
黙
を
続
け
た
だ
け
で
は
な
い
｡
翌
年
の
平
成
五
年
(
l
九
九
三
年
)
､
慰
安
婦
の
強

制
遊
行
を
直
接
に
認
め
た
も
の
で
は
な
い
が
､
い
わ
ゆ
る
｢河
野
談
話
｣
を
発
表
し
､
そ
し
て
そ
れ
を
発
表
し
た

将
の
河
野
洋
平
官
房
長
官
の
コ
メ
ン
ト
で
実
質
的
に
は
強
制
連
行
を
認
め
た
こ
と
を
言
っ
た
｡

さ
ら
に
は
平
成
八
年
(
一
九
九
六
年
)
'
国
連
で
'
吉
田
清
治
の
評
言
を
元
に
し
た
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い

ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
報
告
が
出
た
と
き
'
こ
の
報
告
詔
に
反
論
す
る
反
論
文
TEyd
を

1
度
は
提
出
し
な
が
ら
､
撤
回
し

て
し
ま
っ
た
｡

)66

日
本
政
府
は
な
ぜ
日
本
の
名
誉
を
守
ら
な
い
の
か
｡
台
湾
を
初
め
,
外
国
か
ら
見
た
ら
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と

で
あ
る
｡
政
府
自
身
が
反
日
を
や
っ
て
い
る
の
だ
｡

さ
ら
に
私
ど
も
台
湾
人
か
ら
見
て
不
可
解
な
の
は
,
こ
の
際
の
日
本
国
民
の
対
応
だ
.
な
ぜ
国
会
で
･
外
務

省
の
怠
慢
を
巾11
め
な
い
の
か
｡
目
覚
め
た
日
本
国
民
は
職
後
七
〇
年
経
っ
て
､
職
後
の
占
納
期
の
ウ
オ
ー

･
ギ

くぴ●)

ル
ト
･イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
･プ
ロ
グ
ラ
ム
の
雛
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
と
嘆
く
が
､
な
ぜ
自
ら
努
力
し
て

自
由
に
な
ろ
う
と
し
な
い
の
か
｡
占
領
軍
が
巧
妙
だ
っ
た
と
い
う
の
は
七
〇
咋
も
経
っ
た
現
在
も
う
通
用
し
な

い
｡
日
本
人
白
身
の
努
力
が
足
り
な
い
の
だ
｡

日
本
の
外
務
省
が
自
虐
的
で
'
日
本
の
名
誉
を
ま
っ
た
く
守
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
が
マ
ス
コ
ミ
や
世
論
形
成

に
影
響
し
､
そ
の
影
響
の
下
で
､
マ
ス
コ
ミ
や
世
論
は
自
虐
的
な
ま
ま
で
い
る
O
そ
こ
で
ま
た
外
務
省
が
自
虐

的
な
ま
ま
で
い
る
の
に
､
日
本
国
民
は
な
ぜ
外
務
省
を
批
判
し
な
い
の
か
｡
鶏
が
先
か
卵
が
先
か
の
問
題
だ
が
､

外
務
省
は
日
本
の
名
誉
を
守
ら
な
い
こ
と
が
こ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
に
､
な
ぜ
日
本
人
は
外
務
省
に

対
し
て
怒
り
狂
わ
な
い
の
か
｡
堂
々
巡
り
に
な
る
け
れ
ど
も
,
韓
国
の
慰
安
婦
問
題
に
怒
髪
天
を
衝
く
ほ
ど
に

怒
っ
て
い
る
人
が
ゴ
マ
ン
と
い
る
で
は
な
い
か
･
な
の
に
,
確
固
に
は
怒
り
な
が
ら
､
ど
う
し
て
怠
怪
を
電
ね

る
外
接
省
に
は
批
判
の
矛
先
を
向
け
な
い
の
か
.

そ
れ
に
は
'
そ
う
し
た
外
務
省
を
放
任
し
て
き
た
与
党
,
自
民
党
に
も
問
題
が
あ
る
｡
自
民
党
は
,
こ
の
よ
う

な
名
常
を
守
ら
な
い
外
務
省
を
な
ぜ
放
化
し
て
き
た
の
か
｡
こ
れ
も
問
超
で
あ
る
.

慰
安
婦
関
越
は
日
本
と
韓
国
の
間
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
｡
世
非
が
迷
惑
を
受
け
て
い
る
の
だ
｡
韓
国
も
考
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え
方
し
だ
い
で
被
苫
者
と
言
え
る
の
だ
-

本
が
早
め
早
め
に
正
し
い
情
報
を
発
信
し
'
吉
田
清
治
の
話
は

理
た

道
で
あ
る
こ
と
を
外
務
省
が
早
く
か
ら
正
式
に
韓
国
に
伝
え
て
い
た
ら
,
柚
国
人
も
あ
そ
こ
ま
で
怒
り
を
溜

め

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

｢河
野
談
話
｣
に
つ
い
て
は
､
平
成
二
↑
六
年

(二

〇
1
四
年
)
,
山
田
宏
光
議
院
硬

岩

努
力
に
よ
っ
て
｢河
野

談
話
｣
を
発
表
し
た
と
き
の
石
原
信
雄
官
房
副
長

官
を
国
会
に
呼
び
出
し
た
｡
彼
の
誓

に
よ
れ
ば
'
｢河
野
談

話
｣
は
､
韓
国
の
要
求
を
受
け
て
讐

け
を
取
ら
な
い
で
作
成
し
た
も
の
で
､
日
本
側
の
資
料
で
は
強
制
連
行

を
証
拠
づ
け
る
も
の
は
な
か
っ
た
｡
事
実
は
す
べ
て
す
で
に
分
か
っ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
が
'
国
会
で
の
証
言

で
,
慰
安
婦
の
強
制
連
行
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
公
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

で
は
な
ぜ
韓
国
人
が
,
あ
れ
ほ
ど
｢慰
安
婦
｣
問
題
に
｢固
執
｣
す
る
の
か
｡
日
本
人
が
理
解
で
き
な
い
の
は
T

だ
ん
く
ん

朝
鮮
半
島
史
と
朝
鮮
文
化
に
つ
い
て
｢認
識
不
足
｣
だ
か
ら
だ
｡
そ
も
そ
も
牝
熊
か
ら
生
れ
た
と
い
う
｢檀
君
｣

の
伝
説
か
ら
,
朝
鮮
半
島
は
,
ず

っ
と
｢性
奴
隷
国
家
｣
で
あ
り
･
今
日
に
至
っ
て
も
'
｢売
埜

苗

｣
を
め
ぐ
っ

て
,
国
内
で
は
も
め
に
も
め
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
｢性
奴
隷
国

家
｣
と
｢売
肇

苗

｣
･
｢飢
健
の
国
｣
と
｢流
民
の
国
｣
,
と
い
う
文
化
風
土
か
ら
生
ま
れ
た
エ
ト
ス
(特
%1
)
と
ビ

ヘ
イ
ビ
ア
(掘
る
ま
い
)
は
･
日
本
人
に
と
っ
て
は
累
次
1蒜

世
界
で
,
牡
仰
す
る
ど
こ
ろ
か
'
想
像
さ
え
む
ず

か
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

石
原
宣
箭

長
官
の
証
言
の
あ
っ
た
後
,
吉
田
清
治
の
誓

を
掲
載
し
た
『

酬

品
聞』

が
'
慰
安
婦
関
連
の

掲
載
記
事
を
取
り
消
し
た
｡

石
原
官
房
副
長
官
の
証
言
が
影
響
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る三

二
年
ぶ
り
の
取
り

68

消
し
で
あ
る
｡

私
ど
も
台
湾
人
か
ら
す
れ
ば
三
朝
日
新
聞
』
の
慰
安
婦
報
道
は
間
違
い
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

久
し
い
の
に
'
何
ゆ
え
に
取
り
消
さ
な
っ
た
の
か
'
不
思
議
で
あ
る
.
こ
れ
ほ
ど
外
交
問
題
に
な
り
､
日
本
と
'

さ
ら
に
は
韓
国
に
も
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
傷
害
を
与
え
て
い
る
の
に
'
何
ゆ
え
に
『朝
日
新
聞
』
は
三
二
年
間
も
取

り
消
さ
な
か
っ
た
の
か
｡
F朝
日
新
聞
Jlは
日
本
国
民
を
表
切
る
%1
の
恋
い
新
聞
だ
と
言
う
よ
り
他
は
な
い
.

な
ぜ
日
本
国
民
が
こ
の
よ
う
な
新
聞
を
放
置
し
た
の
か
｡
『朝
日
新
聞
』
は
商
業
新
聞
で
あ
る
O
読
者
の
購
買

に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
｡
だ
と
し
た
ら
'
何
ゆ
え
に
か
く
も
問
題
の
あ
る
新
聞
の
肌
談
を
中
止
し
よ
う
と

し
な
い
の
か
｡
さ
す
が
に
こ
の
度
の
記
事
の
取
り
消
し
で
信
用
は
落
ち
､
鵬
買
者
も
減
っ
て
い
る
と
い
う
｡
こ

れ
ほ
ど
質
の
悪
い
新
聞
だ
か
ら
当
然
で
あ
ろ
う
｡
『朝
日
新
聞
』
を
読
む
人
は
知
的
に
低
い
と
､
私
は
思
う
｡

問
題
は
外
務
省
だ
｡
真
実
で
な
い
情
報
で
日
本
の
名
誉
が
汚
さ
れ
て
い
る
と
き
､
税
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て

い
る
外
務
省
が
何
も
し
な
い
と
い
う
の
は
､
日
本
国
民
に
対
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
な
の
か
｡
明
ら
か
に
国
民
へ

の
蛮
切
り
行
為
で
あ
る
｡
も
う

1
度
言
う
け
れ
ど
も
､
税
金
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る
日
本
政
府
が
'
日
本
の
名

誉
が
嘘
の
情
報
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
い
る
と
き
､
何
ゆ
え
に
正
し
い
情
報
を
韓
国
に
伝
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た

の
か
｡
そ
し
て
日
本
国
民
は
国
民
の
代
表
た
る
国
会
の
場
で
'
な
ぜ
そ
の
怠
慢
を
白
め
な
か
っ
た
の
か
｡
そ
し

て
韓
国
が
慰
安
婦
問
題
を
利
用
し
て
日
本
を
攻
撃
す
る
こ
と
に
怒
っ
て
い
る
日
本
国
民
は
い
く
ら
で
も
い
る
の

に
'
な
ぜ
国
会
や
政
府
に
怒
り
を
ぶ
つ
け
な
い
の
か
.
日
本
国
民
自
身
に
も
明
ら
か
に
怠
憶
が
あ
る
｡

度
々
言
う
よ
う
に
､
日
本
が
歴
史
戦
に
負
け
る
こ
と
は
'
日
本
国
民
だ
け
の
損
害
で
は
な
い
の
だ
｡
世
界
全



■

体
が
損
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
｡

日
本
国
民
に
も
う

三
一口'
ど
う
し
て
も
言
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
.
慰
安
婦
問
題
を
言
い
出
し
'
こ
じ

ら
せ
た
の
は
､
あ
る
特
定
の
日
本
人
で
あ
る
｡
国
連
に
｢性
奴
隷
｣
と
い
う
名
称
を
流
布
さ
せ
'
国
連
を
日
本
非

難
の
方
向
に
も
っ
て
い
っ
た
の
は
日
本
人
な
の
だ
｡
こ
う
し
た
日
本
人
は
､
外
か
ら
見
る
と
理
解
で
き
な
い
こ

と
な
の
だ
が
'
日
本
が
悪
く
な
り
損
失
を
被
る
こ
と
に
昔
々
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
人
格
破
綻
者
な
の
だ
.

こ
の
よ
う
な
反
日
日
本
人
を
な
ぜ
日
本
人
は
放
っ
て
お
く
の
か
｡
引
き
づ
り
出
し
て
､
批
判
に
さ
ら
す
べ
き
で

は
な
い
か
｡
こ
う
い
う
人
た
ち
に
よ
っ
て
､
韓
国
は
狂
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
'
韓
国
の
利
益
は
損
な
わ

れ
て
い
る
の
だ
｡

も
ち
ろ
ん
日
本
の
利
益
も
損
な
わ
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
は
両
国
だ
け
で
は
な
く
､
最
終
的
に
は
世
界
の
人
々

の
利
益
が
損
な
わ
れ
て
い
る
の
だ
｡

峨
後
､
米
ソ
が
し
か
け
た
日
本
に
対
す
る
歴
史
職
争
に
'
後
に
中
国
と
相
国
が
参
職
し
た
｡
日
本
に
対
し

て
米
ソ
お
よ
び
中
嬢
が
仕
掛
け
て
く
る
歴
史
職
争
と
言
う
よ
り
も
､
実
情
は
日
本
の
職
後
七
〇
年
に
わ
た
る

日
本
人
同
士
の
内
戦
の
色
が
浪
い
｡
そ
の
象
徴
と
な
る
も
の
が
卑
劣
な
手
段
を
訓
じ
て
成
立

し
た
平
成
七
年

(
T
九
九
五
咋
)
の
｢戦
後
五
〇
年
国
会
謝
罪
決
誠
｣
と
'
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
｢村
山
談
話
｣
で
あ
ろ

う
｡

四
.
国
連
な
ど
あ
ら
ゆ
る
国
際
組
織
を
活
用
す
る

こ
こ
ま
で
こ
じ
れ
て
し
ま
っ
た
｢南
京
事
件
｣
や
｢慰
安
婦
｣
の
問
題
の
こ
れ
か
ら
の
解
決
法
を
提
案
し
た
い
｡

何
と
言
っ
て
も
国
連
を
利
用
す
る
こ
と
だ
｡
評
判
の
悪
い
国
連
だ
け
れ
ど
､
日
本
は
国
迎
運
営
の
分
担
金
の

1
0
パ
ー
セ
ン
ト
を
負
担
し
て
お
り
､
ア
メ
リ
カ
に
次
い
で
二
位
で
あ
る
｡
こ
れ
だ
け
分
担
金
を
払
っ
て
い
る

の
だ
か
ら
'
日
本
の
外
交
に
か
か
わ
る
問
題
で
､
国
連
を
活
用
し
な
い
手
は
な
い
O

｢南
京
事
件
｣
や
｢別
心安
婦
｣
の
問
題
を
'
中
国
や
韓
国
と
の
二
国
間
の
外
交
問
題
と
し
て
限
定
し
て
扱
う
必
要

は
な
い
｡
世
界
中
で
あ
り
も
し
な
か
っ
た
こ
と
で
日
本
が
非
難
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
､
国
連
に
お
い
て
正

し
い
真
実
は
こ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
発
表
す
れ
ば
よ
い
の
だ
｡
そ
の
場
所
は
総
会
だ
｡
世
界
の
耳
目
の
集

ま
る
総
会
の
場
で
発
表
す
る
こ
と
は
'
真
実
を
世
界
に
伝
え
る
た
め
に
極
め
て
有
効
だ
｡
そ
し
て
さ
ら
に
は
､

中
華
文
明
の
歴
史
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
か
'
現
在
の
中
国
が
中
華
文
明
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
'

総
会
で
言
い
ま
く
れ
ば
'
歴
史
戦
の
防
衛
と
な
り
世
界
に
と
っ
て
の
啓
蒙
に
も
な
る
Q

も
ち
ろ
ん
'
国
連
だ
け
で
な
く
､
た
と
え
ば
G
7
や
C
20
な
ど
'
あ
ら
ゆ
る
国
際
会
合
を
活
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
O

そ
れ
で
も
効
果
が
な
か
っ
た
ら
'
世
界
の
歴
史
家
を
妹
め
て
'
し
っ
か
り
と
し
た
証
拠
を
元
に
国
連
の
中
で

学
術
的
試
論
を
す
れ
ば
よ
い
｡
も
し
国
連
の
中
で
で
き
な
け
れ
ば
､
日
本
政
府
の
主
雌
で
国
際
的
な
学
術
的
会

議
を
開
け
ば
よ
い
｡
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屈
後
に
国
連
は
､
二

1
世
紀
の
世
界
に
お
い
て
'
特
定
国
が
他
の
特
定
国
を
'
憎

想

す
る
た
め
の
敵
対
教
育

を
公
教
育
で
行
わ
な
い
t
と
い
う
国
際
条
約
を
埋
言
す
べ

き
だ
｡

こ
の
対
特
定
国
敵
対
教
育
頼
.g止
の
国
際
条
約
に
つ
い
て
は
､
教
科
臼
改
悲
運
軌
で
有
名
な
｢新
し
い
歴
史
教

科
む
を
つ
く
る
会
｣
で
す
で
に
平
成
二
十
六
年
(二
〇

1
四
年
)
に
嘩
I]Bし
て
い
る
よ
う
だ
が
'
と
も
か
く
こ
の

よ
う
な
敵
対
教
育
は
健
全
な
国
際
祉
会
を
作
っ
て

い
く
の
に
極
め
て
有
害
だ
o

私
は
以
上
の
提
案
は
､
現
実
的
で
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
｡
た
と
え
過
去
の
真
実
の
事
実
で
あ
っ
た
場
合
で

も
､
二

一
世
紀
の
現
時
点
で
非
難
を
練
り
返
す
の
は
問
題
で
あ
る
.
た
と
え
過
去
の
真
実
で
あ
っ
て
も
'
時
間

の
経
っ
た
現
時
点
で
非
難
す
べ
き
か
ど
う
か
は
'
別
の
問
題
で
あ
り
'
原
則
と
し
て
一
定
の
時
間
が
経
過
す
れ

ば
'
非
難
は
し
な
い
よ
う
に
し
向
け
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

五
.
領
土
問
題
も
国
連
な
ど
国
際
機
構
で
解
決
す
る

歴
史
職
に
多
少
は
関
わ
る
こ
と
な
の
で
､
日
本
の
領
土
問
題
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
く
｡

Ej=本
は
領
上
問
題
を
抱
え
て
い
る
｡
中
国
は
尖
閤
諸
島
の
簡
有
を

1
万
的
に
主
張
し
､
こ
れ
が
節
実
上
'
領

土
問
題
と
な
っ
て
い
る
｡
日
本
の
外
務
省
は
尖
閤
諸
島
は
日
本
固
有
の
領
土
で
あ
り
'
中
国
と
の
間
に
領
土
問

題
は
な
い
と
言
い
続
け
て
い
る
が
t
L
か
し
こ
れ
を
舶
…人
畠
の
ま
ま
に
し
て
い
て
は
､
中
国
の
言
い
分
を
何
ら

か
の
程
度
は
汲
ん
だ
こ
と
に
な
る
｡
中
国
を
刺
激
す
る
か
ら
と
し
て
､
日
本
の
領
土
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

気
象
観
測
施
設
､
漁
業
施
設
､
あ
る
い
は
防
衛
施
設
の
建
設
を
行
わ
な
い
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
｡
こ
れ
で
は

い
か
に
中
国
と
の
間
に
領
土
問
題
は
な
い
と
言
い
な
が
ら
､
事
実
と
し
て
は
中
国
が
言
い
張
る
主
張
に
根
拠
を

与
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
｡
中
国
は
公
船
に
よ
る
領
海
侵
犯
を
繰
り
返
し
'
そ
れ
を
既
成
部
実

と
し
て
重
ね
､
ま
さ
に
領
土
を
奪
取
し
よ
う
と
進
め
て
い
る
｡

尖
閣
諸
島
問
題
は
台
湾
に
も
様
々
な
深
刻
な
影
響
が
あ
る
｡
台
湾
の
近
辺
で
'
棚
土
問
題
で
軍
部
衝
突
が
起

こ
る
こ
と
は
非
常
に
困
る
の
だ
｡
と
い
う
よ
り
世
界
に
と
っ
て
､
中
国
の
圧
力
に
よ
っ
て
日
本
が
領
土
を
失
う

こ
と
は
先
例
と
な
り
'
中
国
の
横
暴
を
い
っ
そ
う
許
す
こ
と
に
な
る
O
だ
か
ら
尖
㈲
諸
島
の
問
題
は
日
本
と
中

国
と
の
間
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
｡
日
本
は
世
界
の
た
め
に
も
'
断
E回
と
し
て
中
国
の
圧
力
を
静
ね
返
さ
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
｡

そ
の
た
め
に
活
用
で
き
る
の
が
､
国
連
な
ど
国
際
機
関
の
場
だ
O
世
界
の
た
め
に
､
日
本
は
中
国
と
の
間
で

領
土
問
題
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
t
と
国
際
連
合
に
訴
え
る
｡
そ
の
た
め
に
尖
闇
に
防
衛
施
設
を
作
る
の
だ

と
説
明
し
'
世
界
の
理
解
を
得
て
'
尖
閣
諸
島
に
防
衛
施
設
を
設
け
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
｡
防
衛
施
設
を
建

設
す
る
の
に
､
中
国
と
の
間
で
話
し
合
い
す
る
必
要
は
な
い
｡
た
と
え
話
し
合
っ
て
も
実
現
で
き
る
は
ず
は
な

い
｡
領
土
問
題
を
引
き
起
こ
さ
な
い
と
い
う
日
本
の
持
つ
国
際
的
な
i]
任
の
下
に
､
建
設
す
る
こ
と
の
平
和
的

意
義
を
訴
え
な
が
ら
'
防
衛
施
設
を
設
け
れ
ば
よ
い
｡
そ
し
て
必
輩
で
あ
れ
ば
'
気
象
観
測
施
設
や
独
英
価
殻

や
､
梅
の
安
全
の
た
め
の
価
設
を
建
設
す
れ
ば
よ
い
｡
そ
う
す
れ
ば
中
国
と
の
閥
の
徹
土
問
題
は
沈
静
化
L
t

世
界
の
利
益
に
な
る
｡



韓
国
と
の
間
の
､
竹
島
の
問
題
は
ど
う
か
｡
こ
れ
は
占
領
下
で
日
本
に
力
が
な
い
と
き
に
'
韓
国
の
大
統
領

り
し■うb
･L

李
承
晩
に
よ
っ
て
昭
和
二
十
七
年
(
1
九
五
二
年
)
1
月
'
1
方
的
に
不
法
占
拠
さ
れ
､
今
日
に
至
っ
て
い
る
｡

竹
島
問
題
の
解
決
は
､
占
領
末
期
の
不
手
際
も
あ
っ
て
'
こ
の
時
点
で
は
解
決
で
き
な
か
っ
た
が
'
昭
和
四
十

年
(
一
九
六
五
年
)
の
日
韓
基
本
条
約
締
結
の
時
解
決
す
べ
き
だ
っ
た
｡
日
韓
の
正
常
な
関
係
の
樹
立
を
目
的

に
し
た
条
約
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
時
こ
そ
竹
島
問
題
は
解
決
し
て
お
く
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
｡
日
韓
の
友
好
親

善
を
考
え
れ
ば
､
碩
土
間
題
を
残
し
て
お
く
こ
と
は
日
本
の
た
め
に
も
搾
国
の
た
め
に
も
な
ら
な
い
ご
｣
の
時

点
で
返
還
を
実
現
し
な
か
っ
た
日
本
政
府
に
は
盛
大
な
手
落
ち
が
あ
っ
た
｡
日
柵
の
話
し
合
い
だ
け
で
は
永
遠

に
解
決
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
'
国
連
を
利
用
す
べ
き
だ
｡
こ
れ
は
外
務
省
の
仕
事
で
あ
る
｡
重
要
な
と
き
に

決
定
的
な
判
断
の
で
き
な
い
外
務
省
を
持
っ
た
日
本
は
気
の
毒
だ
け
ど
'
叱
噂
し
て
や
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡ソ

連
'
現
ロ
シ
ア
と
の
間
の
北
方
領
土
問
題
は
ど
う
か
｡
言
う
ま
で
も
な
く
､
国
後
､
択
捉
､
歯
舞
､
色
丹
の

諸
島
は
'
安
政
二
年
(
一
八
五
五
年
)
､
日
露
和
親
条
約
で
確
認
し
合
っ
た
日
本
の
固
有
の
領
土
だ
｡
こ
れ
が
第

二
次
世
界
大
戦
終
結
に
と
も
な
っ
て
旧
ソ
連
に
よ
っ
て
不
法
に
占
拠
さ
れ
'
ロ
シ
ア
に
引
き
継
が
れ
た
｡
日
本

の
領
土
た
る
北
方
踊
土
が
､
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
不
法
に
占
拠
さ
れ
て
い
る
｡

も
と
も
と
ソ
連
が
第
二
次
世
界
大
戦
末
に
日
本
に
向
け
て
侵
攻
し
た
こ
と
自
体
が
'
重
大
な
国
際
法
違
反

だ
っ
た
｡
日
本
と
ソ
連
と
の
間
に
は
'
昭
和
十
六
年
(
一
九
四

一
年
)
四
月
十
三
日
に
日
ソ
中
立
条
約
が
結
ば
れ

て
い
た
.
同
年
六
月
二
十
二
日
'
ド
イ
ツ
と
ソ
連
と
の
間
で
独
ソ
戦
が
始
ま
っ
た
.
日
本
は
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
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ア
と
の
間
で
昭
和
十
五
年
(
1
九
凹
〇
年
)
'
日
独
伊
三
国
同
盟
を
結
ん
で
い
た
の
で
'
ド
イ
ツ
に
味
方
し
て
ソ

連
を
攻
撃
す
る
こ
と
も
実
際
に
は
可

能
だ
っ
た
｡
し
か
し
日
本
は
､
日
ソ
中
立
条
約
を
守
っ
て
ソ
連
を
攻
撃
し

な
か
っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
'
ソ
連
は
対
日
戦
に
備
え
て
い
た
軍
隊
を
対
独
戦
に
回
す
こ
と
が
で
き
､
か
ろ
う
じ
て

勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
た
.
ソ
連
の
対
独
職
は
ア
メ
リ
カ
の
莫
大
な
る
軍
事
援
助
に
よ
っ
て
勝
ち
得
た
こ
と
は

確
か
だ
が
､
日
本
軍
が
シ
ベ
リ
ア
に
侵
攻
し
て
い
れ
ば
ソ
連
が
対
独
機
で
敗
北
し
た
の
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
か
っ

た
｡ソ

連
は
'
日
本
が
守
っ
て
ソ
連
の
窮
地
を
救
っ
た
と
こ
ろ
の
'
そ
の
日
ソ
中
立
条
約
を
破
っ
て
'
昭
和
二
十

年
(
1
九
四
五
年
)
八
月
九
日
'
突
如
日
本
に
侵
攻
し
て
き
た
｡
二
〇
世
紀
'
国
家
と
国
家
と
の
間
で
こ
れ
ほ
ど

卑
劣
な
表
切
り
は
な
い
O
確
か
に
同
年
二
月
の
ヤ
ル
タ
会
談
で
'
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
ソ
連

の
ス
タ
ー
リ
ン
に
対
日
侵
攻
を
要
請
し
た
こ
と
は
事
実
で
､
そ
の
旨
の
密
約
が
結
ば
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
｡
し
か
し
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
密
約
は
無
効
な
も
の
と
し
て
い
る
｡
た
と
え
ア
メ
リ
カ
が
有
効
と
し

て
い
た
と
し
て
も
､
日
本
と
の
関
係
で
は
､
ヤ
ル
タ
の
密
約
は
効
力
の
な
い
も
の
だ
｡

日
本
が
日
ソ
中
立
条
約
を
守
っ
た
こ
と
の
恩
義
か
ら
す
れ
ば
'
ソ
連
は
た
と
え
日
本
に
侵
攻
す
る
の
が
や
む

を
え
な
い
と
し
て
も
'
少
な
く
と
も
停
戦
を
求
め
て
'
そ
れ
を
日
本
が
受
け
入
れ
な
い
場
合
に
限
っ
て
侵
攻
す

る
と
い
う
良
低
限
の
道
義
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
.

ソ
連
が
'
日
本
が
守
っ
た
中
立
条
約
を
ば
突
如
破
っ
て
'
日
本
に
侵
攻
し
た
の
は
明
ら
か
に
国
際
法
造
反
だ

と
す
れ
ば
'
ア
メ
リ
カ
と
の
間
に
ヤ
ル
タ
の
密
約
が
あ
ろ
う
と
､
こ
れ
は
ソ
連
が
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い



条
約
遼
反
で
あ
る
｡

そ
の
よ
う
に
し
て
参
城
し
た
ソ
連
が
'
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
約
束
と
し
て
取
り
つ
け
て
終
戦
時
に
北
方
領
土
を

占
拠
し
た
の
だ
｡
二
〇
世
紀
で
最
も
大
き
く
道
義
に
反
す
る
条
約
違
反
で
､
ソ
連
に
は
正
当
性
が
な
い
｡
そ
の

不
道
徳
性
を
絶
え
ず

国
連
で
訴
え
､
領
土
返
還
を
叫
び
続
け
れ
ば
､
現
ロ
シ
ア
は
悲
鳴
を
上
げ
て
'
還
さ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
'
い
つ
か
は
思
う
の
で
は
な
い
か
｡
じ
つ
さ
い
ト
ル
コ
は
'
い
か
な
る
歴
史
に
か
か
わ
る
｢非

難
｣
に
対
し
て
も
､
国
連
を
利
用
し
て
､
自
国
の
名
誉
を
守
っ
て
き
て
い
る
｡

要
す
る
に
'
日
本
は
国
連
で
､
こ
と
あ
る
ご
と
に
'
現
ロ
シ
ア
の
北
方
領
土
占
拠
に
正
当
性
の
な
い
こ
と
を

訴
え
る
べ
き
だ
o
プ
ー
チ
ン
大
統
領
と
会
談
を
い
く
ら
重
ね
て
も
'
解
決
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
.
｢タ
ナ
あ
げ
｣

も
｢現
状
維
持
｣
も

一
時
の
方
便
に
す
ぎ
な
い
｡

国
際
連
合
は
正
し
く
は
｢連
合
国
｣
と
言
い
'
連
合
国
と
敵
対
し
た
ド
イ
ツ
や
日
本
に
対
し
て
は
'
今
な
お

〟

敵
国
条
項
″
が
残
っ
て
い
る
｡
安
保
理
の
常
任
理
事
国
は
､
ア
メ
リ
カ
､
イ
ギ
リ
ス
､
フ
ラ
ン
ス
､
ロ
シ
ア
､
中

国
の
五
か
国
に
限
ら
れ
､
強
い
拒
否
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
ど
の
よ
う
な
提
案
で
も
'
一
か
国
で
も
反
対
が

あ
れ
ば
不
採
用
と
な
る
｡
世
界
の
状
況
の
変
化
に
対
応
し
て
改
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
'
ど
の
よ
う

な
改
革
案
を
作
成
し
て
も
､
常
任
理
事
国
の
ど
こ
か
が
拒
否
権
を
使
う
｡
国
連
は
重
要
な
国
際
機
関
な
の
に
永

遠
に
改
革
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
国
連
は
す
で
に
健
全
な
国
際
機
関
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
に
で

あ
る
.

だ
が
､
解
決
法
が
な
い
で
は
な
い
｡
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
も
含
め
て
'
改
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
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い
る
主
要
国
が
改
革
案
を
持
っ
て
､
国
連
を
脱
退
し
て
新
し
い
国
連
を
結
成
す
れ
ば
よ
い
｡
多
く
の
加
盟
国
が

現
在
の
国
連
を
脱
退
し
て
新
し
い
国
連
に
加
況
す
れ
ば
よ
い
の
だ
.
も
し
か
す
る
と
､
新
し
く
選
ば
れ
た
ア
メ

リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡

国
連
も
そ
の
よ
う
な
段
願
に
来
て
お
り
､
改
革
は
真
剣
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
O

六

.

歴
史
戦
は
存
在
し
て
ほ
な
ら
な
い
も
の

人
間
は
歴
史
に
ど
う
立
ち
向
か
う
べ
き
か
を
ま
と
め
た
い
｡

我
々
が
通
常
言
っ
て
い
る
｢歴
史
｣
は
'
客
偶
的
に
存
在
す
る
過
去
の
事
実
で
は
な
く
て
､
認
識
さ
れ
た
過
去

かた▲

の
事
実
で
あ
り
'
そ
の
た
め

1
般
に
偏

り

や
歪
み
が
あ
る
t
と
い
う
こ
と
を
第

1
車
で
述
べ
た
O
色
々
な
こ
と

に
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
は
あ
る
が
'
そ
れ
ぞ
れ
に
偏
り
や
歪
み
が
あ
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
｡
偏
り
や
歪
み
は
あ
る
｡

人
間
が
よ
り
幸
せ
に
健
全
に
な
っ
て
い
く
た
め
に
は
自
己
へ
の
歴
史
認
識
が
必
要
な
の
で
､
事
実
と
認
識
と

か
い
り

の

戒

離

は
寛
容
に
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

自
己
の
歴
史
認
識
は
'
本
人
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
で
あ
っ
て
'
他
人
の
認
識
や
押
し
っ
け
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
D
も
ち
ろ
ん
認
識
主
体
(本
人
)
の
歴
史
認
識
が
不
十
分
の
場
合
､
他
人
が
行
う
､
そ
の
人
へ
の
歴
史
認
識
の

方
が
は
る
か
に
当
た
っ
て
い
て
､
参
考
に
供
し
た
方
が
良
い
例
は
し
ば
し
ば
生
じ
る
｡
そ
の
結
果
､
歴
史
認
識

が
豊
か
で
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
な
る
こ
と
は
あ
る
が
'
こ
の
場
合
'
他
人
が
歴
史
認
識
を
強
要
し
た
わ
け
で



I

は
な
い
｡
自
己
の
歴
史
認
識
は
､
あ
く
ま
で
も
自
身
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
,
決
し
て
他
人
か心とし

ら
強
制
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
｡
だ
か
ら
､
他
人
の
歴
史
認
識
に
対
し
て
､
声
高
に
強
制
し
､
さ
ら
に
は
舵

はん

め
る
の
は
ほ
ん
ら
い
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
｡
｢恨
｣

や
ら
｢怨
｣
か
ら
の
政
治
目
的

の
ため
に
､
あ
り
も
し
な
い
歴

史
の
｢創
作
｣
は
な
お
さ
ら
も
っ
て
の
ほ
か
だ
｡
つ
ま
り
'
歴
史
認
識
は
自
由
だ
と
い
う
こ
と
だ
｡

国
単
位
で
考
察
す
れ
ば
､
他
国
の
歴
史
を
非
獅
す
る
こ
と
は
ほ
ん
ら
い
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
｡
ま
し
て
,
あ

り
も
し
な
い
こ
と
を
言
い
た
て
て
､
舷
め
る
こ
と
は
究
極
の
ル
ー
ル
違
反
で
あ
る
｡

も
ち
ろ
ん
現
在
の
人
間
関
係
､
ま
た
は
国
と
国
と
の
関
係
は
､
原
則
と
し
て
す
べ
て
過
去
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
て
い
る
｡
そ
の
た
め
に
'
過
去
の
歴
史
を
引
っ
提
げ
て
議
論
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
し
ば
し
ば

あ
る
｡

た
と
え
ば
前
述
の
領
土
問
題
で
あ
る
｡
ロ
シ
ア
と
の
領
土
問
題
は
､
北
方
領
土
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯

に
あ
る
の
か
を
点
検
す
る
プ
ロ
セ
ス
は
避
け
ら
れ
ず
､
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
論
争
は
避
け
ら
れ
な
い
O
竹
出
は
,

そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
に
あ
る
の
か
､
韓
国
の

一
方
的
占
拠
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
行
わ
れ
た
の

か
､
過
去
の
事
実
に
関
わ
る
試
論
に
入
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
尖
閤
諸
員
も
中
国
と
の
過
去
の
経
緯

が
大
切
で
'
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
議
論
は
避
け
ら
れ
な
い
｡

単
に
過
去
の
史
実
を
取
り
上
げ
て
､
道
徳
的
に
腔
め
て
も
､
そ
こ
に
何
ら
建
設
的
な
も
の
は
な
い
｡
他
人
の

歴
史
に
貨
だ
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
､
=Tq
焚
す
る
の
は
構
わ
な
い
｡
だ
が
'
他
人
の
歴
史
に
た
と
え
非
難
に

値
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
'
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
指
摘
し
て
非
難
す
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
｡

7R

自
己
な
い
し
自
国
の
歴
史
の
優
位
を
示
そ
う
と
し
て
'
他
人
の
歴
史
の
非
難
を
始
め
る
の
で
あ
ろ
う
が
'
こ
れ

は
健
全
な
人
間
と
し
て
'
あ
る
い
は
国
と
し
て
､
歴
史
に
対
す
る
正
し
い
対
応
の
仕
方
で
は
な
い
o
歴
史
認
識

は
ほ
ん
ら
い
は
自
己
な
い
し
自
国
を
豊
か
に
健
全
に
導
い
て
い
く
た
め
の
行
為
な
の
だ
か
ら
､
仙
人
や
他
国
の

歴
史
へ
の
非
難
は
す
る
必
要
が
な
く
'
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
歴
史
認
識
の
自
由
を
絶
対
に

侵
し
て
ほ
な
ら
な
い
の
だ
｡

他
人
の
歴
史
を
非
難
し
自
己
の
歴
史
の
優
位
を
示
し
た
い
と
い
う
の
は
､
生
の
衝
動
と
し
て
の
歴
史
の
在
t
l

方
の

1
両
と
し
て
仕
方
が
な
い
の
だ
t
と
い
う
見
方
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
o
L
か
L
t
生
の
衝
動
の
も
う

l

面
､
人
類
は
平
和
共
存
す
べ
き
だ
と
い
う
道
徳
的
理
念
に
照
ら
し
て
'
他
人
の
歴
史
を
舷
め
て
自
己
の
優
位
を

図
る
と
い
う
の
は
､
理
性
で
も
っ
て
抑
制
す
べ
き
で
あ
り
､
歴
史
戦
は
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

中
国
は
'
昭
和
十
二
年
(
一
九
三
七
年
)
､
旧
日
本
軍
が
南
京
で
三
〇
万
人
の
民
間
人
を
虐
殺
し
た
と
か
'
韓

国
は
日
本
が
二
〇
万
人
の
女
性
を
強
制
連
行
し
性
奴
隷
に
し
た
と
非
難
し
て
い
る
.

両
国
に
よ
る
歴
史
職
は
'
生
の
衝
動
と
し
て
の
歴
史
が
'
ま
さ
に
生
の
衝
動
ゆ
え
に
'
他
人
を
脆
め
自
己
の

優
位
を
図
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
O
仙
人
へ
の
悪
を
も
っ
て
'
自
分
の
善
を
証
明
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
こ
と
を
'
ま
ず
自
分
で
知
る
べ
き
だ
｡
理
性
的
に
対
処
し
て
い
く
べ
き
で
あ
り
'
そ
う
し
た
歴
史
戦
は

し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
｡

中
国
､
韓
国
か
ら
の
非
難
に
は
､
あ
り
も
し
な
い
史
実
の
理
進
が
含
ま
れ
て
お
り
'
い
っ
そ
う
日
本
へ
の
対

立
感
情
を
掻
き
立
て
て
い
る
｡
百
歩
譲
っ
て
､
た
と
え
事
実
で
あ
っ
て
も
､
遠
い
過
去
の
事
実
を
持
ち
出
し
て
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非
難
を
続
け
る
の
は
建
設
的
で
は
な
い
o
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
歴
史
で
あ
る
｡

現
在
生
じ
て
い
る
政
治
的
対
立
に
は
､
や
む
を
え
ず
､
他
国
の
過
去
に
つ
い
て
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場
合
も
あ
る
が
､
そ
れ
で
も
歴
史
戦
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
､
国
と
国
と
の
問
の
歴
史
戦
は
､
ほ
ん

ら
い
あ
っ
て
ほ
な
ら
な
い
も
の
'
存
在
し
て
ほ
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
0
第

一
章
で
述
べ
た
歴
史
学
か
ら
見
た

｢歴
史
と
は
何
か
｣
に
あ
る
諭
旨
を
改
め
て
確
認
し
た
い
｡

七
.
歴
史
戦
を
超
え
て

平
成
二
十
八
年
(二
〇
1
六
年
)
五
月
二
十
七
日
に
､
歴
史
戦
に
反
省
を
求
め
る
山
来
朝
が
あ
っ
た
.
ア
メ
リ

カ
の
オ
バ
マ
大
統
領
が

原
爆
投
下
の
地
広
島
を
'
原
爆
投
下
よ
り
七

1
年
日
に
訪
問
し
た
｡

武
器
を
持
た
な
い
1
般
市
民
の
頭
上
に
原
爆
を
投
下
し
た
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
o
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
､

オ
バ
マ
大
統
簡
は
日
本
で
行
わ
れ
た
G
7
首
脳
会
誠
を
機
に
広
島
を
訪
れ
'
謝
罪
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
'
原

爆
慰
霊
碑
に
花
輪
を
捧
げ
た
.
そ
し
て
被
爆
者
と
対
話
し
た
｡

被
爆
者
も
オ
バ
マ
大
統
領
の
広
島
訊
問
を
受
け
入
れ
た
｡
そ
し
て
謝
罪
は
求
め
な
か
っ
た
｡
ア
メ
リ
カ
に
は

ア
メ
リ
カ
な
り
に
謝
罪
が
で
き
な
い
事
情
の
あ
る
こ
と
を
察
し
'
そ
れ
で
も
広
島
を
訪
れ
た
オ
バ
マ
大
統
領
の

決
断
を
歓
迎
L
t
原
爆
慰
霊
碑
に
花
輪
を
奉
げ
る
の
を
許
し
た
の
だ
｡

こ
れ
は
'
過
去
を
う
や
む
や
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
｢歴
史
の
虫
実
｣
は
可
能
な
か
ぎ
り
'
明
確
に

ノβか

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
歴
史
は
実
際
に
は
主
観
が
入
る
か
ら
､
｢歴
史
の
真
実
｣
は
日
本
と
ア
メ
リ
カ

と
で
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
そ
の
違
い
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
非
難
を
し
合
う
の
で
は
な
く
､
違
い
は
速

い
と
し
て
認
め
な
が
ら
'
将
来
に
向
け
て
和
解
L
t
新
し
い
時
代
を
築
い
て
い
く
へ
き
な
の
だ
｡

日
本
か
ら
見
て
､
過
去
に
責
め
る
に
借
す
る
'
許
さ
れ
ざ
る
行
為
が
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
｡

し
か
し
そ
れ
を
七
〇
年
経
っ
て
穎
い
て
非
難
し
て
も
､
将
来
に
向
け
て
は
好
ま
し
い
こ
と
は
何

1
つ
起
こ
ら
な

い
.
日
本
に
お
い
て
も
'
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
｡
過
去
に
確
か
に
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
な
が
ら
'

過
ち
を
犯
し
た
側
と
犯
さ
れ
た
側
と
が
和
解
を
し
た
の
で
あ
る
｡

オ
バ
マ
大
統
徹
は
自
ら
折
っ
た
と
い
う
折
り
紙
を
原
爆
資
料
紺
に
残
し
た
｡
こ
の
折
り
紙
は
'
耶
和
三
十
年

(
1
九
五
五
年
)
'
十
二
歳
で
原
爆
症
で
亡
く
な
っ
た
佐
々
木
禎
子
と
い
う
女
生
徒
が
'
病
床
で
折
り
鶴
を
折
り

続
け
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
｡
平
和
公
園
に
建
つ
原
爆
の
子
の
像
は
､
彼
女
を
モ
デ
ル
に
し
た
像
で
'
折
り
鶴

を
高
く
掲
げ
て
い
る
｡

彼
女
の
兄
の
'
佐
々
木
雅
弘
氏
は
現
在
ア
メ
リ
カ
で
､
原
爆
投
下
の
命
令
を
出
し
た
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の

孫
に
当
た
る
ク
リ
フ
ト
ン
･
ト
ル
ー
マ
ン
･ダ
ニ
エ
ル
氏
と
､
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
へ
の
理
解
を
深
め
､
平

和
を
築
く
た
め
の
N
P
O
を
立
ち
上
げ
て
い
る
｡

原
爆
投
下
は
本
当
に
許
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
o
L
か
L
t
い
つ
ま
で
も
許
せ
な
い
と
非
難
す
る
の
で
は
'

日
本
に
と
っ
て
も
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
も
､
建
設
的
で
は
な
い
｡
ど
ん
な
に
許
せ
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
'
良

い
時
間
を
経
れ
ば
'
い
つ
か
は
許
し
､
和
解
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
よ
う
な
悲
劇
が
も
う
二
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度
と
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
双
方
努
力
を
誓
い
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
こ
そ
が
'
長
い
時
間
が
過
ぎ
た

後
に
､
原
爆
を
投
下
し
た
側
と
投
下
さ
れ
た
側
の
人
た
ち
の
な
す
べ
き
こ
と
だ
｡

歴
史
戦
と
い
う
も
の
は
い
か
に
あ
っ
て
ほ
な
ら
な
い
も
の
か
｡
オ
バ
マ
大
統
領
の
広
島
訪
問
は
そ
の
こ
と
を

教
え
て
く
れ
て
い
る
｡

tた

太
平
洋
に
跨

が
る
日
米
搬
争
の
結
束
､
日
本
が
負
け
て
か
ら
'
す
で
に
七
〇
年
余
が
経
っ
て
い
る
.
日
本
を

め
ぐ
る
｢歴
史
城
争
｣
は
'
日
本
の
対
外
職
争
と
い
う
よ
り
も
'
｢歴
史
内
戦

の
七
〇
年
｣
と
い
う
色
合
い
が
強

い
｡
中
国
や
韓
国
の
行
う
歴
史
戦
に
つ
い
て
'
い
つ
も
そ
の
材
料
を
提
供
し
て
い
る
の
は
'
日
本
国
内
に
い
る

ば
'
こ

反
日
勢
力
だ
Q
そ
の
反
日
勢
力
の
践

雇

を
許
し
て
い
る
の
は
'
日
本
人
自
身
だ
.
日
本
人
は
､
日
本
人
の
た
め
に

も
'
世
界
の
人
の
た
め
に
も
'
こ
の
間
題
を
見
過
ご
し
て
ほ
な
ら
な
い
の
だ
.

最
後
の
ま
と
め
と
な
る
が
'
私
が
こ
こ
数
十
年
来
よ
く
と
り
あ
げ
る
､
日
に
見
え
な
い
歴
史
城
で
テ
ー
マ
に

な
っ
て
い
る
も
の
に
は
今
な
お
二
つ
あ
る
｡

一
つ
は
靖
国
問
題
だ
｡
ほ
ん
ら
い
｢歴
史
認
識
｣
や
｢靖
国
参
拝
｣
な
ど
は
､
あ
く
ま
で
心
や
魂
に
属
す
る
内
な

る
問
題
の
は
ず
で
あ
る
o
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
､
い
つ
し
か
'
内
政
問
題
と
な
り
｢外
交
問
題
｣
に
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
は
'
ほ
ん
ら
い
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
日
本
で
は
外
務
省
が
外
務
省
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
て
い
な
い
の
で
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
こ
じ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
｡

I.†■.u;I

二
つ
に
は
､
日
本
の
文
化
'
文
明
は
､
｢破
戒
｣

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
､
｢過
去
｣
よ
り
も
｢現
在
｣
と
｢未
来
｣

へ
の
前
向
の
特
質
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
｡
い
つ
し
か
'
｢過
去
の
歴
史
｣
ば
か
り
に
こ
だ
わ
り
｢後
向

き
｣
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
｡
こ
れ
も
日
本
国
民
の
自
覚
が
足
ら
ず
'
健
全
な
方
向
に
向
け
て
の
努
力
が
不
足

し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
｡
日
本
人
の
油
断
と
不
党
か
ら
く
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

そ
の
精
神
的
｢敗
戦
｣
は
目
に
見
え
な
い
が
'
日
本
人
の
精
神
的
'
あ
る
い
は
文
化
的
放
牧
で
あ
り
'
そ
れ
は

うハ

｢日
本
の
自
殺
｣
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
憂
い
て
い
る
c
r反
省
｣
す
べ
き
こ
と
は
む
し
ろ
そ
の
精
神
的
敗

北
の
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡


