
第三章

中
国
の
残
虐
を

戦
争
の
歴
史
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中
国
古
代
の
戦
争
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,_I

城
争
に
い
っ
さ
い
の
制
限
が
な
か
っ
た
の
が
'
黄
河
文
明
を
淵
源
と
す
る
中
鱒
文
明
で
あ
る
｡
豊
か
で
肥
沃

ひんt,ん

な
土
地
で
あ
る
中
原
に
農
耕
す
る
農
民
が
､
戦
争
に
強
い
騎
馬
遊
牧
民
に
頻
繁
に
製
わ
れ
職
争
が
絶
え
な
か
っ

た
｡
時
代
と
と
も
に
資
源
争
奪
を
め
ぐ
っ
て
職
争
は
激
し
く
な
る

一
方
で
'
そ
の
中
原
か
ら
中
国
全
土
に
広

が
っ
た
の
が
中
華
文
明
だ
｡

以
下
'
歴
史
の
記
録
を
た
ど
り
な
が
ら
､
い
か
に
中
華
文
明
が
残
虐
に
し
て
凄
惨
な
戦
争
､
戦
乱
の
歴
史
を

展
開
し
た
か
を
見
て
み
よ
う
｡

中
華
文
明
の
始
ま
り
は
三
皇
五
帝
と
い
う
八
人
の
帝
王
の
伝
説
と
し
て
今
に
伝
わ
る
D
こ
の
う
ち
五
帝
の

h

▲う
しeん

う

尭

'舜

'
両

の
時
代
は
理
想
の
時
代
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
暴
れ
る
釣
河
の
治
水
が
大
い
な
る
誹
題

で
'
こ
の
治
水
工
事
が
葬
か
ら
宛
へ
'
窮
か
ら
雨
へ
と
引
き
継
が
れ
る
｡
爾
以
降
か
ら
記
王
朝
と
な
る
が
'
第

け
つ
おう

とう
お･r･

いん

L.ゆう
乃+

十
七
代
S
X
王

の
時
､
商
の
湯

王

に
倒
さ
れ
般

王
朝
と
な
る
｡
そ
し
て
股
の
窮
三
十
代
村
王
の
と
き
'
周
に
倒

さ
れ
て
周
王
朝
の
時
代
に
入
る
｡
周
王
朝
が
始
ま
る
の
が
紀
元
前
約
千
年
少
し
前
で
あ
る
O
そ
し
て
こ
の
周
が

うく
tう

都
を
洛
邑
に
移
し
た
紀
元
前
七
七
〇
年
か
ら
紀
元
前
凹
〇
三
年
ま
で
を
春
秋
時
代
と
い
う
｡
そ
し
て
紀
元
前

二
二

一年
'
秦
に
よ
っ
て
中
国
全
土

が
統

1
さ
れ
る
ま
で
を
戦
国
時
代
と
い
う
｡

中
国
史
上
､
春
秋
時
代
は
か
な
り
戦
争
が
頻
発
し
た
時
代
で
あ
る
D
L
か
L
t
決
し
て
後
年
ほ
ど
に
は
激
し

い
戦
乱
の
時
代
と
は
言

え

な

か
っ
た
｡
こ
と
に
救
国
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
諸
子
百
家
が
輩
出
す
る
な
ど
'
学

術
'
思
想
の
活
動
は

自

由

な
時
代
で
も
あ
っ
た
o
L
か
し
や
は
り
城
争
の
国
､
中
国
で
あ
る
O
春
秋
時
代
三
六
七

年
の
間
､
諸
侯
の
間
の
戦
争
は
四
四
八
回
に
も
適
し
た
｡
続
く
戦
国
時
代
に
な
っ
て
か
ら
は
城
争
の
頻
度
は
さ

ら
に
多
く
な
り
へ
規
模
も
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
｡
大
規
模
な
職
争
だ
け
で
も
二
二
二
回
に
達
し
'
小
さ
な
衝

突
は
数
え
き
れ
な
い
｡

そ
こ
で
'
初
期
の
'
ま
だ
戦
い
方
に
美
意
識
の
残
っ
て
い
た
こ
ろ
の
事
例
を
紹
介
し
よ
う
｡
日
本
で
も
有
名

千,f･じ▲,r･

や
'▼
い

ゼ
い

な
｢
宋
表
の
仁
｣
で
あ
る
｡
春
秋
時
代
'
前
六
三
八
年
の
弧
水
の
戦
い
で
あ
る
｡
春
秋
五
胡
の
筆
頭
で
あ
っ
た
斉

かん
こ
っ

じ▲'こ
'

てい

の
桓

公

が
死
ん
だ
後
'
諸
侯
の
盟
主
を
名
乗
っ
た
の
が
乗
の
袈

公

だ
っ
た
O
乗
が
郷

国
を
討
っ
た
こ
と
が
き
っ

せ
い右う

か
け
で
'
時
の
大
国
で
あ
る
'
楚
の
成

王

と
戦
う
こ
と
に
な
る
O

た
い
じ

楚
と
宋
は
弘
水
を
挟
ん
で
対

峠

し
た
が
､
楚
の
大
軍
の
前
に
末
の
不
利
は
明
ら
か
だ
っ
た
｡
楚
軍
が
川
を
渡

もく
い

り
始
め
た
｡
末
の
重
臣
で
あ
る
日

東

は
｢散
が
陣
を
整
え
る
前
に
攻
撃
し
よ
う
｣
と
進
言
し
た
が
､
裏
公
は
｢君

子
は
む
や
み
に
人
を
苦
し
め
る
こ
と
は
し
な
い
｣
と
し
て
こ
れ
を
退
け
た
｡
結
局

川
を
渡
り
き
っ
た
楚
の
軍
に

末
は
大
敗
L
t
褒
公
も
矢
傷
を
負
っ
て
'
そ
れ
が
も
と
で
死
ん
だ
O
当
然
な
が
ら
中
国
で
は
そ
の
後
｢宋
袋
の

仁
｣
と
は
｢撫
用
の
情
け
｣
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
'
以
後
こ
の
よ
う
な
例
は
な
い
｡
し
か
し
こ
の
こ
ろ
､
正
々

堂
々
と
合
戦
に
向
き
合
う
戦
い
方
を
美
意
識
で
見
る
見
方
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
.

中
国
の
戦
後
時
代
に
あ
た
る
紀
元
前
三
凹

一
年
､
城
国
七
雄
の
う
ち
瓢
と
斉
が
徽
突
し
､
斉
が
大
勝
を
収
め

は
り▲与

た
.
世
に
言
う
馬

陵
の
拙
い
で
あ
る
｡
燭
陵
の
職
い
の
翌
年
､
弱
体
化
し
た
雛
に
早
く
も
追
い
打
ち
を
か
け
た
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】

し▲･りおう

の
が
秦
だ
っ
た
.
秦
の
名
臣
'
南
牧
は
以
前
か
ら
親
交
の
あ
っ
た
秋
の
将
C2
.
公
子
卯
に
討
闇
を
送
り
､
旧
知

の
卯
と
轡
っ
気
は
な
い
こ
と
'
和
議
を
粁
ん
で
撤
兵
し
た
い
こ
と
を
告
げ
た
｡
敗
戦
直
後
で
国
力
も
充
分
で
な

か
っ
た
卯
は
こ
の
申
し
出
を
喜
び
'
上
機
嫌
で
和
議
の
宴
席
に
IE
て
き
た
｡
し
か
し
そ
こ
に
武
装
し
た
兵
士
が

製
い
か
か
っ
て
卯
を
捕
虜
に
し
て
し
ま
っ
た
｡
こ
れ
に
よ
り
秋
は
ま
た
も
大
敗
し
た
｡

か
いt:･r

ほんろ･0

楚
も
ま
た
秦
に
振
り
回
さ
れ
た
国
で
あ
る
｡
楚
の
懐

王

は
や
は
り
秦
の
策
略
に
翻

弄

さ

れ
て
大
敗
し
､
さ
ら

おもむ

く
つけん

に

前

二
九
九
年
に
は
お
び
き
出
さ
れ
て
秦
に
赴
き
'
そ
の
ま
ま
幽
閉
さ
れ
て
し
ま
う
｡
楚
の
重
臣
だ
っ
た
屈
原

は
秦
が
信
用
で
き
な
い
こ
と
を
再
三
訴
え
た
が
､
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
に
左
遷
さ
れ
､
最
後
に
は
楚
の
将
来
を
菱

い
て
入
水
自
殺
し
た
｡
毛
沢
東
は
楚
の
国
の
人
で
あ
る
｡
訪
中
の
田
中
角
栄
に
わ
ざ
わ
ざ
屈
原
の
『楚
辞
』
を

贈
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
'
日
本
の
中
国
専
門
家
た
ち
は
'
楚
の
人
々
の
そ
の
本
心
に
つ
い
て
語
ら
な
い
｡
楚
の

国
(漸
南
)
は
'
民
国
以
後
'
1
時
｢連
省
自
治
｣
(連
邦
制
)
運
動
の
中
心
地
だ
っ
た
o
独
自
の
｢湖
南
怨
法
｣
を
つ

く
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
｡
毛
沢
砧
も
大
中
華
に
反
対
し
｢湖
南
独
立
｣
と
中
国
を
二
七
国
に
分
相
し
て
そ
れ
ぞ

れ
独
立
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
｡
毛
沢
東
は
青
年
時
代
だ
け
で
な
く
､
生
艦
の
大
半
を
北
京
の

｢巾
南
海
｣
に
公
ら
し
な
が
ら
'
そ
れ
で
も
中
国
語
(北
演
語
)
が
で
き
な
か
っ
た
o
中
国
を
見
る
と
き
､
楚
人
の

地
方
性
を
視
点
の
1
つ
と
す
る
べ
き
だ
｡

秦
か
ら
は
後
に
始
皇
帝
が
出
て
'
史
上
初
の
中
国
紙

1
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
が
､
秦
の
出
現
に
よ
っ

て
戦
争
は
苛
酷
に
な
り
い
っ
そ
う
不
道
徳
な
も
の
と
な
っ
た
｡

二
.
中
国
初
期
の
二
見
観
｣
と
｢万
人
坑
｣
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

り
l
i･
ヽ

｢
荒

牧

｣

と
｢
坑

｣

と
い
う
残
酷
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
記
し
て
お
こ
う
｡
｢京
観
｣
と
は
城
争
に
勝
っ
た
将

しかけL)

筒
が
自
ら
の
武
勲
を
誇
る
た
め
'
敵
の
職
死
者
の
屍
を
大
路
の
両
側
に
税
み
上
げ
,
土
を
か
ぶ
せ
て
固
め
た
金

字
塔
の
こ
と
で
､
武
軍
と
も
呼
ぶ
｡

こl
て
い

こ
の
習
慣
は
古
代
か
ら
す
で
に
見
ら
れ
て
い
た
｡
中
国
の
成
立
は
伝
説
の
祖
先
帝
の
征
伐
戦
争
か
ら
は
じ

ま
り
'
戦
争
立
国
か
ら
歴
史
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
戦
争
の
常
態
化
は
､
伝
説
の
東
,
舜
の
時
代
か

bJつ
しけん

ら
だ
ろ
う
か
ら
'
そ
の
こ
ろ
か
ら
す
で
に
戦
争
に
お
け
る
城
意
の
昂
揚
,
人
を
殺
す
こ
と
へ
の
胆
力
を
つ
け
､

快
感
さ
え
琴
芸

よ
う
に
す
る
た
め
'
死
体
を
見
せ
つ
け
る
戦
争
の
風
習
は
す
で
に
あ
っ
た
よ
う
だ
.
紀
元
前

五
九
七
年
､
南
蛮
の
楚
軍
が
中
原
の
晋
軍
を
破
っ
て
大
勝
利
を
あ
げ
た
｡
こ
の
と
き
楚
で
は
大
臣
播
党
が
｢
こ

はん
と
'

の
武
功
を
子
孫
に
伝
え
る
た
め
'
敵
の
死
体
で
京
観
を
造
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
聞
き
ま
す
｣
と
建
議
し
た

と
こ
ろ
'
楚
王
は
｢昔
は
大
悪
の
者
で
京
観
を
作
る
こ
と
が
筈
告
と
な
っ
た
が
,
こ
の
職
役
で
死
ん
だ
者
は
自

L
●し▲
く

国
の
社
稜

に忠
益
を
尽
く
し
た
人
た
ち
だ
｡
ど
う
し
て
彼
ら
で
京
概
な
ど
を
作
れ
よ
う
か
｣
と
言
い
,
晋
兵
の

埋
葬
を
命
じ
て
い
る
｡
楚
王
の
思
い
や
り
は
中
国
の
古
代
を
思
わ
せ
る
が
､
逆
に
こ
の
言
非
か
ら
当
時
す
で
に
,

京
概
は
盛
ん
に
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

屋

記
』
に
は
｢坑
｣
と
い
う
言
柴
が
よ
く
見
ら
れ
る
｡
例
え
ば
秦
の
始
皇
帝
は
幼
少
の
こ
ろ
過
ご
し
た
郎
榔
を

か
んL.ん
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攻
略
す
る
と
'
か
つ
て
自
分
を
い
じ
め
た
人
間
を
｢坑
殺
｣
し
た
と
あ
る
.
ま
た
凹
六
〇
人
以
上
の
儒
生
(儒
学

Lん]eん

者
)
を
｢坑
｣
し
た
と
も
.
あ
る
い
は
項

羽

が
｢袋
城

の

守
罪
を
坑
殺
し
た
｣
｢新

安

で
二
〇
数
万
の
泰
雄
の
捕
虜

を
坑
殺
｣
し
た
と
も
あ
る
が
'
｢坑
｣
は
す
な
わ
ち
生
埋
め
(穴
埋
め
)
で
あ
る
.

おう
も･p

さんだ
つ

りけうしん
てせ
せ
41･･上.r･め
い
かく
こう

『漢
ュF
』
に
は
､
王
芥
が
漢
王
朝
を
墓
奪
し
た
と
き
､
自
分
に
反
対
し
た
劉
信
'
雑
益
､
他
明
'
程
鵬
や
そ
の
親

族
を
全
て
｢坑
殺
｣し
た
と
あ
る
｡
同
書
に
掲
載
さ
れ
る
こ
の
事
件
に
関
す
る
王
芥
の
詔
m
E

は
､
こ
れ
ら
の
死

体
で
｢縦
横
六
丈
(方
六
丈
)
'
高
さ
六
尺
の
京
観
を
築
い
た
｣
と
あ
る
｡

｢坑
｣
の
話
は
ひ
ど
い
｡
琴

垂

で
も
述
べ
た
が
'
戦
国
時
代
紀
元
前
二
六
〇
年
､
秦
と
越
の
総
力
戦
が
あ
っ

ち▲フヘい

た
｡
｢長
平
の
役
｣
で
'
遊
軍
四
十
余
万
人
が
秦
軍
に
投
降
し
た
の
だ
が
､
あ
ま
り
に
大
壷
の
捕
虜
を

一
度
に
処

はく
き

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
処
置
に
困
っ
た
秦
将
の
白
起
は
､
l
夜
で
全
員
を
穴
埋
め
に
処
し
た
O
秦
は
明
ら
か

に
峨
争
を
よ
り
残
虐
非
道
の
も
の
へ
進
め
た
O

長
期
龍
城

戦
の
出
現
で
戦
争
は
残
虐
化
が
さ
ら
に
進
む
｡
龍
城
し
｢人
の
骨
を
砕
い
て
薪
に
し
て
炊
き
'
子

丁
いJ<)

と
子
を
取
り
琴
見
て
食
ら
う
｣
と
の
記
録
は
春
秋
城
国
時
代
に
あ
る
｡
楚
軍
が
朱
の
那
雌
陽
を
囲
ん
だ
碓
陽
の

しん上う

職
､
知
'
緋
､
鈍
が
晋
の
都
胃
腸

を
囲
ん
だ
晋
陽
の
職
を
紹
介
す
る
｡

前
五
九
凶
年
九
月
'
楚
王
の
軍
は
乗
の
都
､
雌
腸
を
包
囲
し
た
｡
翌
年
五
月
に
な
っ
て
も
囲
み
は
解
け
ず
'
城

か
け
ん

し
りん

内
は
危
急
に
淋
し
､
つ
い
に
食
擬
が
尽
き
た
｡
乗
の
宰
相
､撃

九
は

枝
中
密
か
に
矩
将
の
子

反

と
会
い
､
子
反
は

モ･フお･'

こ
れ
を
荘

王

に
告
げ
た
｡
王
は
子
反
に
｢朱
の
城
内
は
ど
う
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
ろ
う
か
｣
と
聞
く
と
､
子
反
は

｢人
の
骨
を
砕
い
て
薪
に
し
て
炊
き
'
子
と
子
を
取
り
替
え
て
食
っ
て
い
る
｣
と
報
告
す
る
と
'
荘
王
は
｢ま
こ

と
に
さ
も
あ
ろ
う
｡
我
軍
に
し
て
も
二
日
分
の
兵
糧
し
か
な
い
の
だ
か
ら
｣
と
1pll=
い
'
華
元
が
真
実
を
告
げ
た

こ
と
で
'
楚
軍
は
職
い
を
や
め
て
去
っ
た
｡
こ
の
と
き
の
楚
軍
の
行
動
は
中
国
古
代
の
美
談
に
位
置
づ
け
る
べ

き
も
の
で
あ
り
､
や
は
り
後
世
と
比
べ
れ
ば
美
し
い
｡

前
凹
五
四
～
四
五
三
年
'
過
を
滅
ぼ
す
ペ
く
知
'
純
､
秋
の
三
軍
は
1
年
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
賀
陽
(山
西
省

･一んす
い

大
原
)
を
攻
め
'紛
水

(粉
河
)
の
水
を
引
い
て
趨
氏
の
晋
陽
城
に
注
ぎ
入
れ
た
｡
城
は
水
面
か
ら
わ
ず
か
三
版

(
一
版
は
二
尺
)
を
あ
ま
す
だ
け
で
､
城
中
は
釜
を
炊
き
､
子
を
取
り
替
え
て
食
べ
た
｡
群
臣
は
み
な
離
反
の
心

一り▲うJ,フたん

を
い
だ
き
､
城
主
の
遇
薬
子
に
対
す
る
礼
も
お
ろ
そ
か
に
な
っ
た
｡
惑
子
は
恐
れ
て
､
授
半
に
宰
相
の
張

妄

談

を
つ
か
わ
し
て
韓
'
秋
と
内
通
さ
せ
た
｡
韓
'
殊
は
超
と
認
識
し
'
三
国
で
逆
に
知
を
滅
ぼ
し
'
そ
の
土
地
を
分

割
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
｡
群
臣
は
離
反
の
心
を
抱
き
'
袈
子
も
恐
れ
を
覚
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
'

ま
だ
戦
時
に
お
け
る
人
食
い
も
初
期
の
も
の
と
い
え
る
｡

≡
.
侯
景
の
引
き
起
こ
し
た
｢南
京
大
虐
殺
｣

し

じ

っ

わ~
ん

漢
代
に
は
内
戦
が
少
な
い
た
め
'
攻
城
戦
も
少
な
か
っ
た
｡
そ
の
た
め
､『
讃

治

過

鑑

』

な
ど
諸
史
の
中
で
'
天

災
か
ら
く
る
飢
倭
に
誘
発
さ
れ
た
民
衆
の
共
食
い
の
記
録
は
少
な
く
な
い
も
の
の
､
鞄
城
搬
中
の
市
民
の
比
ハ食

こ'LLていりe･r･しけう

い
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
記
録
が
な
い
.
比
較
的
重
要
な
記
録
は
'
王
葬
の

凋

落

か
ら
光

武

帝

劉

秀

に
よ
る
後
快

～.んじ▲▲′

成
立
ま
で
の
過
浪
期
で
あ
る
紀
元
二
三
年
の
宛

城

の

攻
囲
職
､
二
三
～
二
五
年
の
長
安
の
轍
乱
､
二
七
年
の
荊
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】

城
の
攻
閉
戦
'
さ
ら
に
後
排
の
末
期
か
ら
三
国
･L_b
代
に
か
け
て
の

1
九
凹
年
の
長
安
攻
防
職
､
1
九
六
年
の

雑

'9l
丘
の
職
'
同
年
の
海
西
攻
城
戦
等
に
共
食
い
の
記
録
が
見
ら
れ
る
｡
ほ
と
ん
ど
が
王
朝
の
交
背
側
で
起
こ
っ
た

おうしeう

ろん
こ･r

戦
乱
に
よ
る
共
食
い
で
あ
る
｡
模
代
馳

l
の
大
政
諭
家
王

充

(

二
七
～

1
0
0
咋
頃
)
は
'
そ
の
名
著
『論
衡

』

の

I.･<し.1く

中
で
､
｢敗
乱
の
と
き
､
人
々
は
相
喫

食

す
る
｣
と
論
じ
て
お
り
共
食
い
は
当
時
す
で
に
戦
乱
中
の
普
遍
化
し
た

現
象
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
｡

し
か
し
漢
の
時
代
と
て
､
城
攻
め
し
て
城
を
落
と
し
た
側
が
ど
う
振
る
舞
う
か
は
別
だ
｡
紀
元
三
五
年
､
後

f
うきゆう

せ
い
と

淡
の
光
武
帝
は
喝
に
向
か
っ
て
出
撃
し
た
｡
そ
し
て
三
六
年
戚
宮
の
率
い
る
大
軍
が
苛
の
成
都
を
攻
撃
'
こ
れ

し■くもう
こ
つモんじ○つ

に
対
し
て
覇

王
公

孫

述

は
自
ら
数
万
の
軍
勢
を
指
揮
し
て
短
時
間
に
111度
の
合
戦
に
臓
利

し
たも
の
の
'
飯
も

食
う
暇
も
な
い
兵
士
は
疲
れ
果
て
､
つ
い
に
後
洪
軍
に
よ
っ
て
城
門
を
突
破
さ
れ
た
O
城
内
で
も
激
戦
が
続
い

iんしん

て
公
孫
述
は
戦
死
'
将
軍
延

琴

は
降
伏
し
た
.

か
く
し
て
翌
日
'
後
洪
軍
に

よ
る
居

城

が
始
ま
っ
た
.
ま
ず
公
孫
述
の
妻
子
や

1
族
'
そ
し
て
延
琴
の

1
族

を
皆
殺
し
に
L
t
つ
い
で
宮
殿
内
'
市
街
に
お
い
て
略
奪
､
放
火
'
そ
し
て
殺
人
を
ほ
し
い
ま
ま
に
L
t
城
内
だ

け
で
も

一
万
人
以
上
が
殺
さ
れ
た
｡
戚
宮
も
､
兵
士
の
暴
虐
ぶ
り
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
戦
い
の
た
め
に
食
入
が
横
行
す
れ
ば
'
危
機
に
際
し
て
'
妻
子
を
提
供
し
て
そ
の
肉
を
振
る
舛

I.eう
ぴ
_rん
とく

りけフあん

う
こ
と
が
美
談
と
な
る
｡
m
ll国
志
演
義
』
で
司
の
劉

備

玄

徳

が
戦
い
に
破
れ
て
同
姓
の
猟
師
劉

安
の
家
を
訪

ね
た
と
き
､
貧
乏
な
猟
師
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
潤
沢
な
肉
料
理
を
出
し
て
も
て
な
し
て
く
れ
た
｡
翌
朝
'

帰
り
際
に
ふ
と
厨
房
を
覗
く
と
妻
の
死
体
が
あ
っ
た
と
い
う
美
談
だ
｡

94

士てっこう

後
攻

1
九
六
年
､
戚
洪
が
妻
妾
を
犠
牲
に
し
た
話
が
あ
る
｡
彼
は
東
郡
の
太
守
と
し
て
､
東
武
陽
(
薙

丘

)

杏

▲･)し一う

守
っ
て
い
た
｡
軍
閥
の

一
人
'去
紹

の
兵
に
囲
ま
れ
た
.
や
が
て
食
指
が
尽
き
､
救
援
の
部
隊
も
な
か
っ
た
の

で
'
洪
は
死
は
避
け
ら
れ
な
い
と
観
念
L
t
部
下
を
逃
が
そ
う
と
し
た
｡
だ
が
､
武
将
､
官
吏
た
ち
は
泣
き
な
が

ら
､
逃
げ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
｡
や
が
て
食
物
が
な
く
な
る
と
､
戚
洪
は
つ
い
に
愛
妾
を
殺
し
'
兵
士
た
ち
に

ふ
る
ま
っ
た
｡
兵
士
た
ち
は
み
な
泣
き
す
く
ん
で
､
洪
を
厄
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
.
城
が
攻
め
落
と

さ
れ
る
ま
で
'
男
女
あ
わ
せ
て
七
､
八
千
人
が
折
り
束
な
っ
て
死
ん
だ
｡
離
反
し
た
も
の
は

l
人
も
い
な
か
っ

た
O
後
世
で
は
こ
の
戚
洪
の
話
は
食
入
の
規
模
が
小
さ
か
っ
た
の
で
､
大
乱
の
続
く
中
国
で
は
'
忠
義
食
入
の

模
範
と
は
な
っ
て
も
'
戚
洪
の
こ
と
は
中
国
の
歴
史
で
忘
れ
ら
れ
た
｡

後
漢
か
ら
三
国
時
代
に
か
け
て
の
飢
健
と
戦
乱
に
か
か
わ
る
食
入
の
記
録
を
見
て
み
る
O
後
漢
は
洛
陽
を
都

と
し
た
｡
洛
陽
は
現
在
の
河
南
省
西
北
部
に
あ
る
西
安
(長
安
)
と
並
ん
で
中
国
の
口瀬
も
著
名
な
古
都
で
あ
り
'

昔
か
ら
の
兵
家
必
争
の
地
で
あ
る
｡
用
の
時
代
は
洛
呂
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
'
戦
国
時
代
か
ら
洛
陽
と
名
が
変

わ
っ
た
｡
後
漢
の

一
〇
九
年
と

1
五
五
年
に
､
首
都
洛
陽
は
大
飢
健
に
み
ま
わ
れ
､
市
民
の
共
食
い
が
発
生
し

た
｡
後
漢
末
に
洛
陽

城
と
長
安
城
が
職
乱
と
共
食
い
に
よ
っ
て
廃
城
と
な
っ
た
.
三
国
の
秋
と
西
晋
の
両
朝
と

;_＼▲
.
.=･.
=一

も
供
の
洛
陽
旧
城
に
洛
陽
城
を
再
建
し
た
が
'
三

二

年
六
月
､
洛
陽
は
劉

雌

､
王

弥

ら
に
よ
っ
て
攻
め
落
と

か
いて
い

さ
れ
た
.
晋
の
懐

帝

は
'
数
日
間
は
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
な
す
と
こ
ろ
な
く
､
洛
陽
の
城
中
は
飢
餓
が
深
刻
で
'

市
民
が
殺
し
合
っ
て
人
肉
を
売
り
へ
百
姓
は
逃
げ
ま
わ
っ
た
.
十
人
中
八
㌧九
人
が
死
ん
だ
.

先
に
見
て
き
た
よ
う
に
､
城
内
の
住
民
大
虐
殺
で
あ
る
｢屠
城
｣
は
中
国
の
戦
争
文
化
の

1
つ
で
あ
る
｡
中
国
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I

の
郡
市
は
城
壁
に
囲
ま
れ
て
お
り
'
敵
軍
に
攻
略
さ
れ
れ
ば
'
城
内
の
住
民
は
逃
げ
場
を
失
い
'
掠
奪
､
そ
し
て

殺
敬
の
対
象
と
な
る
の
だ
｡
こ
こ
で
陥
'
唐
の
始
ま
る
少
し
前
の
梁
の
時
代
の
､
南
京
の
大
虐
殺
を
紹
介
し
て

お
こ
う
｡

こう
け
い

南
京
は
当
時
'
建
康
と
呼
ん
で
'
梁
の
都
だ
っ
た
｡
こ
こ
で
五
四
八
年
に
侯
累
の
乱
が
起
こ
る
｡
俣
崇
は
も

じ
し
小,<い

とう
r

.}～
かん

と
北
瓢
の
守
備
兵
卒
の
出
身
で
あ
る
が
'
実
力
者
の
爾
来

栄

に
用
い
ら
れ
'
つ
い
で
爽

秋

の
高

歓

が
権
力
を

握
る
と
そ
の
下
に
走
っ
た
｡
そ
し
て
高
歓
が
死
ぬ
と
東
軌
に
背
き
､
所
部
の
州
軍
を
率
い
て
梁
の
武
帝
(在
位

くだ

五
〇
二
～
五
四
九
年
)
に
降

っ
た
.
し
か
し
'
梁
と
東
瓢
と
の
間
で
南
北
和
議
が
成
立
し
か
け
る
と
'
不
安
を
覚

え

て
武
帝
に
背
い
て
兵
を
挙
げ
'
五
四
八
年
に
都
の
建
康
(南
京
)
に
迫
り
､
翌
年
'
建
康
を
攻
め
落
と
し
た
o

武
帝
は
幽
禁
さ
れ
て
餓
死
し
た
｡
そ
し
て
三
年
間
に
わ
た
る
大
虐
殺
が
始
ま
っ
た
O

南
京
の
城
壁
は
岩
石
と
レ
ン
ガ
づ
く
り
で
あ
る
o
l二
国
時
代
後
の
晋
の
時
代
に
は
二
重
城
壁
で
あ
る
が
'
南

朝
の
梁
の
時
代
に
は
三
重
の
城
壁
に
な
っ
た
｡
梁
の
武
帝
の
と
き
'
人
口
は

t
〇
〇
万
を
超
え
て
い
た
｡
梁
王

朝
は
仏
教
を
崇
信
す
る
仏
教
国
家
で
､
建
康
城
内
に
は
仏
寺
が
多
く
み
ら
れ
'
僧
尼
だ
け
で
も
十
万
人
を
数
え

た
｡
『梁
か
』
に
よ
る
と
､
武
帝
の
と
き
に
は
長
干
苛
の
仏
舎
利
を
迎
え
る
大
法
変
で
､
祭
り
に
参
加
し
た
盛
男

と
げく

信
女
は
数
十
万
人
と
い
う
か
ら
'
空
前
の
盛
況
で
あ
る
｡
唐
末
の
詩
人
杜

牧

の
詩
の
中
に
も
'
｢南
朝
四
百
八
十

寺
､
多
少
の
楼
台
煙
雨
の
中
｣
と
あ
る
ほ
ど
､
有
名
だ
.

こ
の
建
康
城
の
繁
栄
の
夢
を
破
っ
た
の
が
'
武
帝
に
叛
旗
を
ひ
る
が
え
し
た
五
凹
八
年
の
侯
崇
の
乱
､
そ
れ

が
も
た
ら
し
た
｢南
京
大
虐
殺
｣
で
あ
る
｡

『蛍
治
通
鑑
』
染
紀
は
､
｢石
頭
城
(南
京
城
の
別
称
)
常
平
諸
倉
を
食
い
尽
く
し
た
後
t
等
中
で
は
食
糧
が
欠
乏

し
た
の
で
､
士
卒
を
放
っ
て
民
間
の
米
穀
'
財
宝
'
子
女
を
掠
申
し
ま
わ
っ
た
｡
や
が
て
米
は

1
升
に
つ
き
七
'

八
万
銭
に
ま
で
値
上
が
り
'
人
び
と
は
共
食
い
､
餓
死
者
は
十
人
中
に
五
､六
人
も
い
た
｣
(五
四
八
年
)
と
記
し

て
い
る
｡

ま
た
｢は
じ
め
'
城
攻
め
の
日
に
は
男

女
十
余
万
'
兵
士
二
万
余
人
が
あ
っ
た
｣
｢死
者
は
十
人
中
に
八
､九
人

で
'
∩鞭
後
に
城
内
に
残
っ
た
者
は
四
千

人
に
も
満
た
な
か
っ
た
O
み
な
痩
せ
こ
け
､
街
道
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

しかげj)

えんじゆ

は
屍

が
折
り
重
な
っ
て
こ
ろ
が
り
､
腐
汁
は
流
れ
出
て
'椀
と

柳
が
植
え
ら
れ
て
い
る
街
路
沿
い
の
純
を
満
た

し
て
い
た
｣
と
『資
治
通
鑑
J)に
書
か
れ
て
い
る
｡

梁
が
建
康
に
都
を
定
め
た
当
時
'
戸
数
は
二
八
万
戸
で
あ
っ
た
が
'
侯
景
が
反
乱
し
て
以
来
'
道
路
が
途
絶

え
た
｡
数
か
月
の
間
に
人
々
が
た
が
い
に
食
い
あ
う
に
至
っ
て
も
､
餓
死
を
免
れ
な
か
っ
た
｡
生
き
残
っ
た
も

かんば
つ

こうが
い

の
は
'
百
人
中
に
､
一
'
二
人
し
か
い
な
か
っ
た
｡
こ
の
と
き
'
江
南
は
'
連
年
早

魅

と
蛭

害

が

あ
い
つ
ぎ
'
江

州
と
揚
州
は
さ
ら
に
ひ
ど
か
っ
た
｡
民
衆
は
抗
亡
L
t
あ
い
た
ず
さ
え
て
山
谷
'
江
湖
に
入
り
､
草
の
根
'
木
の

おお

葉
､
菱
の
実
を
採
取
し
て
食
用
し
た
｡
そ
の
結
果
'
至
る
と
こ
ろ
で
食
い
尽
く
さ
れ
'
死
者
が
野
原
を
蔽

っ
た
｡

千
盟
の
地
に
炊
煙
が
絶
え
'
人
跡
は
ま
れ
に
し
か
見
え
な
い
.
白
骨
は
積
み
重
な
っ
て
､
丘
の
よ
う
に
な
っ
た
｡

四
.
唐

の
時
代
は
食
入
文
化
の
最
盛
期
だ

っ
た
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偶
や
店
は
'
日
本
か
ら
は
遣
隔
使
､
遣
唐
使
の
印
象
で
き
ら
び
や
か
な
印
象
を
与
え
る
が
､
中
岡
の
食
入
文

化
か
ら
見
れ
ば
崩
感
期
だ
っ
た
の
だ
｡

けん
そ
'て
い

]e

ん

し

日
本
で
有
名
な
玄
宗
帝
の
八
世
紀
に
至
っ
て
'
玄
宗
末
期
の

安

史

の

乱
以
後
は
食
入
の
崩
縄
糊
で
も
あ
っ

た
｡

ろ

･つ

i.レ▲
与

こ
の
こ
ろ
が
食
入
文
化
の
全
盛
期
で
あ
る
こ
と
は

､

龍

城

職

で
起
こ
っ
た
城
民
の
共
食
い
に
関
す
る
現
存

の
記
録
の
う
ち
'
当
時
の
も
の
が
じ
つ
に
三
分
の

一
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
｡
ま
た
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
､
人
肉
と
内
臓
が
難
病
治
療
の
漢
方
医
薬
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
'
こ
の
時
代
か
ら
で
あ

る
｡
当
時
は
人
肉
が
市
場
で
公
然
と
市
販
さ
れ
'
さ
ら
に
民
衆
を
徴
用
し
'
そ
の
人
肉
は
食
糧
に
さ
れ
'黄
巣

し▲う
N
さ
い

さ
いruつ
む

の
よ
う
に
人
間
屠
殺
加
工
場
の
｢春
磨
非
｣
を
大
局
に
設
け
へ
あ
る
い
は
軍
隊
に
｢宰
殺
務
｣
と
い
う
食
用
人
間

1
1
し

を
専
門
に
飼
育

･
屠
殺
す
る
役
務
を
創
設
し
て
い
る
｡
人
間
の
内
臓
を
取
り
山
L
t
塩
で
つ
め
る
｢塩
P

｣
(P
は

しかtlb
屍
)
も
天
日
で
乾
か
す
乾
P
な
ど
を
大
n血
に
つ
く
り
､
兵
糧
に
供
す
る
こ
と
も
唐
宋
か
ら
だ
っ
た
O
華
夷
の
な

わ
ぼ
り
を
め
ぐ
る
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
の
中
で
､
:3
桝
民
が
も
っ
と
も
悩
ん
で
い
た
の
は
兵
粗
の
問
題
で
あ
る
｡

こ
の
問
題
は
近
現
代
に
な
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
解
決
で
き
な
か
っ
た
.

わん
ろくざ
ん

L
L
め
い

けん
上う

b
L
ゅ
う

L
.
い
え

人
心
･,

店
の
七
五
九
畔
､
安
禄

山

の
盟
友
の
蕃
将
史

思

明

が
弛

陽
の
精
兵
を
あ
げ
て

眺
州

を

攻
め
招
と
し
､

大

輔

王

しAt･つ▼
い

と
自
称
し
た
｡
そ
の
と
き
､
官
軍
は
逆
越
し
て
城
を
閉
み
､
泣
水
を
引
い
て
跳
州
城
に
注
ぎ
こ
ん
だ
.し▲シ▲つ
_
】

そ
の
と
き
城
民
は
子
を
取
り
替
え
て
食
用
に
供
し
た
O
そ
の
後
､
史
思
明
と
反
目
し
た
実
子
の
史

朝

頚

は

父

上

はん
上う

親
の
拠
る
氾
陽
城
を
囲
み
'
城
中
の
死
者
は
数
日
で
数
千
人
に
な
っ
た
｡
当
時
､
反
乱
軍
に
よ
っ
て
落
と
さ
れ

た
洛
陽
周
辺
数
百
里
四
方
は
｢人
相
食
む
｣
状
況
と
な
り
'
州
県
は
こ
と
ご
と
く
廃
城
と
な
っ
た
｡

.-N▼A

さ
ら
に

一
世
紀
後
の
八
八

1
年
四
月
､
黄
巣
等
が
長
安
市
民
を
屠
っ
た
.
以
来
､
数
年
続
い
て
長
安
は
共
食

い
の
都
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
'
官
軍
と
賊
軍
の
人
肉
の
交
易
市
場
に
も
な
っ
た
｡
そ
し
て
そ
の
首
都
周
辺

一

博
は
'
官
軍
と
賊
軍
が
民
衆
を
捕
食
す
る
狩
場
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
黄
巣
軍
団
が
特
設
の
｢春
磨
薬
｣
を
設

け
､
日
に
数
千
の
民
衆
を
食
っ
た
と
あ
る
｡

軍
隊
が
民
衆
を
捕
食
す
る
唐
末
の
記
録
を
見
る
と
､
例
え
ば
八
八
七
年
か
ら
八
九

1
年
の
五
年
間
'
『預
治
通

鑑
』
唐
紀
の
中
だ
け
で
も
'
以
下
の
よ
う
に
軍
隊
が
民
衆
を
捕
食
す
る
記
録
が
あ
る
｡

①
八
八
七
年
六
月
'
｢揚
州
城
中
は
食
糧
が
欠
け
'
き
こ
り
の
道
も
跡
絶
え
た
の
で
､
宣
州
の
軍
人
は
つ
い
に

民
衆
を
食
べ
始
め
た
｣り

か▲
し

②
八
八
八
年
二
月
､
｢李
苧
之
の
部
隊
は
､
正
業
を
営
ま
ず
に
'
も
っ
ぱ
ら
操
守
で
財
損
を
貯
え
､
民
衆
を
捕

ら
え
て
食
用
に
供
し
て
い
た
｣

†
しヽ一

③
八
九

1
年
七
月
､
｢孫
借
は
揚
州
の
人
家
を
こ
と
ご
と
く
焼
き
は
ら
い
'
壮
年
及
び
婦
女
を
駆
り
立
て
て
'

長
江
を
わ
た
り
､
老
弱
を
殺
し
て
食
用
に
供
し
て
い
た
｣

歴
代
王
朝
の
軍
人
が
民
衆
を
捕
食
す
る
諸
史
の
記
録
は
'
隔
'
唐
以
後
か
ら
急
増
し
て
い
る
が
'
元
以
後
も

こ
の
気
風
は
衰
え
な
い
｡

陥
'
店
と
そ
れ
に
続
く
五
代
(後
梁
'
後
唐
､
後
晋
'
後
淡
､
後
周
)
の
時
代
に
開
花
し
た
食
入
文
化
は
'
や
が

て
中
国
歴
代
王
朝
の
食
入
文
化
の
範
例
と
な
り
'
そ
れ
以
後
の
龍
城
職
の
食
入
の
流
儀
や
要
領
は
､
ほ
と
ん
ど
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防
府
五
代
を
見
習
っ
た
も
の
と
な
っ
た
｡

日
本
は
仏
教
'
律
令
制
な
ど
多
く
の
桁
や
唐
の
文
化
を
取
り
入
れ
た
が
'
出
府
俳
を
中
止
し
た
は
末
の
時
期

は
､
ま
さ
し
く
中
国
食
入
文
化
の
花
嘆
く
維
旧
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
.

店
が
終
わ
り
､
九
〇
七
年
か
ら
九
六
〇
年
に
か
け
て
の
末
代
十
回
の
時
代
'
罪
中
に
｢宰
殺
務
｣
の
役
職
が
設

け
ら
れ
'
専
門
に
｢
高
等
峨
乳
動
物
｣
で
あ
る
霊
長
類
の
万
物
の
長
を
飼
育
し
'
食
用
に
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
｡
｢宰
殺
務
｣
職
に
関
す
る
正
式
の
記
録
と
し
て
は
'
『資
治
通
鑑
』
後
梁
太
祖
の
九
〇
九
年
の
項
に
み
ら

り●うL
■こう

そうL'つ

れ
る
｡
当
時
'
燕
の
軍
閥
劉

守

光

が
治

州

を
囲
ん
だ
た
め
､
城
中
の
食
糧
が

尽き
､
民
衆
は
粘
土
を
食
べ
'
軍

り
▲
こん

tuく
めん

と
さ
つ

人
が
民
衆
を
食
べ
た
｡
こ
の
と
き
'
｢呂

蓑
は
男
女
強
弱
を
選
び
分
け
て
'
麹
麺

で
飼
い
､
屠

殺

し
て
軍
食
に
充

て
た
｡
い
わ
ゆ
る
等
殺
務
と
い
う
｣
と
あ
る
｡

こ
う
モ
う

因
み
に
後
梁
太
祖
と
い
う
の
は
弱
体
化
し
た
唐
末
期
反
乱
を
起
こ
し
た
黄
巣
の
配
下
で
あ
り
な
が
ら
､

哉

巣

し
小ぜ
んち'う

が
不
利
に
な
る
と
官
軍
に
つ
き
'
唐
十
八
代
皇
帝
よ
り
朱
全

忠

の
名
を
も
ら
い
な
が
ら
'
店
を
倒
し
て
､
後
染

を
建
て
た
人
物
で
あ
る
｡

さ
ら
に
食
入
文
化
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
｢攻
城
｣
と
い
う
労
の
大
き
い
崩

ド
策
を
と
ら
ず
､
｢食
入
｣
と
い

う
労
の
小
さ
い
nlB
上
の
策
で
散
人
の
心
に
恐
怖
を
与
え
'
概
略
目
標
を
達
成
す

る
｢食
入
機
略
｣
も
'
中
国
職
史

上
で
よ
く
見
ら
れ
る
O

り

し
▲
う
ん

北
宋
初
期
の
九
六
三
年
'
中
国
制
覇
を
目
指
す
乗
等
が
漸
南
に
南
征
す
る
際
'
派
追
さ
れ
た

李

処

瓦

の

｢食

ど
,r･さんさ
い

入
概
略
｣
は
異
彩
を
放
つ
｡
宋
軍
が
故

山

砦

に
至
る
や
､
敵
衆
は
砦
を
す
て
て
逃
げ
去
り
'
多
く
の
兵
士
が
捕
え

ら
れ
た
｡
処
転
は
部
下
に
命
じ
て
､
体
の
肥
っ
て
い
る
も
の
数
十
人
を
殺
し
'
肉
を
食
っ
た
｡
若
く
て
強
い
捕
虜

に
入
.q
L
t
さ
き
が
け
て
朗
州
に
入
城
す
る
よ
う
に
命
じ
た
｡
彼
ら
が
入
城
す
る
や
い
な
や
'
『捕
虜
は
こ
と
ご

と
く
食
わ
れ
た
』
と
い
う
噂
が
た
ち
ま
ち
ひ
ろ
が
っ
た
｡
朗
州
の
住
民
は
大
い
に
恐
れ
'
つ
い
に
火
を
放
ち
'
城

を
炊
き
は
ら
っ
て
逃
げ
去
っ
た
｡

▼
いL]l

米
の
太
祖
は
部
下
か
ら
推

戴

さ

れ
て
皇
帝
と
な
り
'
乗
を
槌
国
し
た
が
､
そ
れ
ま
で
つ
か
え
て
い
た
五
代
十

国
の
局
後
の
後
周
の
幼
い
皇
帝
と
そ
の
家
族
を
保
誠
し
､
太
祖
の
死
後
帝
位
は
功
孤
の
あ
っ
た
弟
を
太
宗
と
し

て
浪
し
た
O
中
国
の
皇
帝
と
し
て
は
程
や
か
な
人
格
で
あ
る
が
'
そ
の
米
の
統

l
に
は
こ
の
よ
う
な
食
入
職
略

が
あ
っ
た
｡

五
.
明
代
の
戦
争

宋
以
後
に
は
､
火
薬
'
火
砲
を
使
用
し
は
じ
め
'
攻
城
戦
は
機
略
と
職
術
に
お
い
て
l
大
変
革
期
を
迎
え
た
.

･f･んて
い

は
フせ
つ
告

か
いか
いはう

モ
ン
ゴ
ル
軍
は
雲
梯
'
そ
し
て
西
ア
ジ
ア
か
ら
伝
来
し
た
馳

石

器

の
回

国

砲

を
使
い
､
攻
城
用
の
主
力
武
器
と

し
た
｡
城
の
落
と
し
方
'
攻
撃
の
仕
方
は
変
わ
っ
た
け
れ
ど
も
'
残
虐
さ
は
少
し
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
｡

は
▲ん
し一うしe･つ

心うり▲うしん

l
二
七
五
年
'
元
の
猛
将
巴

延
が

常
州
城
を
攻
め
岡
ん
だ
｡
こ
の
と
き
帰
順
し
た
王

良
臣
に
命
じ
'
城
外
の

住
民
を
徴
発
L
t
土
を
運
ん
で
壁
塁
を
築
い
た
が
'
人
が
士
を
運
ん
で
く
る
た
び
'
土
と

l
緒
に
埋
め
て
い
た
｡

そ
の
う
え
住
民
を
殺
し
て
脂
肪
か
ら
油
を
し
ぼ
り
だ
し
､
攻
城
用
の
大
砲
の
用
に
供
し
た
｡
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明
代
は
民
族
政
策
の
上
で
は
'
中
国
歴
代
王
鮒
の
中
で
供
膿
主
義
の
色
彩
の
崩
も
強
い
時
代
で
も
あ
る
O
例

え
ば
胡
詐
'
胡
服
､
別
姓
'
潮
風
を
戯
禁
L
t
重
;L
K抑
商
政
策
を
と
っ
た
o
政
治
的
に
は
徹
底
的
な
君
主
独
裁
体

J)･ft▼
いけん

制
を
旅
立
し
た
｡
∩警
仙統
帥

権

を
皇
帝
直
属
と
し
へ
官
僚
の
際
山背
を
強
化
し
､
さ
ら
に
恐
怖
政
治
を
実
行
す
る

Jbん
い
<
い

た
め
特
務
機
関
の
蹄

衣

衛

を
設
立
し
､
や
が
て
東

廠

に
ま
で
に
拡
大
発
展
さ
せ
た
O

元
と
明
の
雨
王
朝
の
食
入
龍
城
戦
は
､
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
王
朝
交
替
の
際
に
起
こ
り
､
し
か
も
天
災
'
飢
健

が
も
た
ら
し
た
民
衆
の
共
食
い
と
相
互
に
関
係
L
t
王
朝
の
崩
壊
を
加
速
さ
せ
た
｡

元
末
の
1
三
凹
二
年
か
ら
六
二
年
の
二
l
年
間
に
記
録
さ
れ
た
大
飢
笹
に
よ
る
飢
民
の
共
食
い
は

1
111年
も

ぴゃくれん･,,～.つ

あ
っ
た
が
'
食
入
龍
城
戦
は
'
仏
教
の
l
派
で
元
王
朝
打
倒
を
か
か
げ
た
白

蓮

教

に
希
望
を
託
し
た
農
民
､
流

こ
'舌ん

ち上
り
し
せ
.y.

らん
ゆ
フリ上'

民
の
反
乱
で
あ
る
､
い
わ
ゆ
る
紅
巾
の
乱
と
'
そ
の
渦
中
で
台
頭
し
た
張
士
誠
や
陳
友
諒
､
そ
し
て
つ
い
に
明

し
けけんL▲つ

を
建
て
た
朱

元

埠

ら

群
雄
が
引
き
起
こ
し
た
｢元
来
の
反
乱
｣
の
最
中
に
起
き
た
｡
三

1五
五
年
か
ら
五
七
年
の

射
撃

三

五
九
年
の
胤
哩

1
1三
ハ
三
年
の
霊

3,
1
三
六
九
年
の
劇
隣
等
の
諸
城
の
龍
城
職
で
起
こ
っ
た

城
民
の
共
食
い
な
ど
で
あ
る
｡

六
.
清
と
中
華
文
明

満
州
人
の
人
口
は
数
十
万
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
'
そ
れ
で
も
数
百
倍
の
中
国
人
を
三
〇
〇
年
近
く
も
支
配
し

た
｡
そ
れ
は
中
国
史
上
空
前
の
奇
跡
と
も
い
え
よ
う
｡
満
州
人
が
建
て
た
清
帝
国
は
､
明
帝
国
の
政
治
的
遺
産

を
継
承
し
た
だ
け
で
な
く
､
中
国
数
千
年
来
の
文
化
遺
産
を
総
括
L
t
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
｡
ま
た
晴
代
は
終

末
の
特
則
を
除
い
て
極
め
て
安
定
し
た
安
楽
な
時
代
で
'
中
国
人
が
い
ち
ば
ん
幸
福
に
#
ら
せ
た
時
代
だ
っ

た
｡
満
州
人
の
三
〇
〇
年
近
く
に
わ
た
る
中
国
統
治
が
う
ま
く
い
っ
た
の
は
決
し
て
偶
眺
州で
は
な
い
.
中
華
帝

幽
二
千
年
来
の
歴

代
王
朝
は
'
明
君
よ
り
も
暗
君
の
方
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
O
と
こ
ろ
が
消
代
の
l
二
人
の

せ.<と･f･て
い

あん
く

荷
主
の
う
ち
､
幼
年
で
退
位
し
た
宣

統

帝

は
別
と
し
て
も
'
1
人
も
哨

愚

な
君
主
は
い
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
皇

位
の
継
承
で
長
子
相
続
を
や
め
､
有
能
で
有
徳
の
人
物
に
継
承
さ
せ
る
原
則
を
立
て
た
こ
と
に
よ
る
.
こ
れ
に

か人がん

よ
っ
て
中
国
の
伝
統
で
あ
る
外
戚
と
経

常

の
弊
害
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
｡

淡
族
は
典
河
中
下
流
域
の
中
原
地
方
に
興
っ
て
か
ら
､
ず
っ
と
南
方
へ
発
展
し
っ
づ
け
て
き
た
.
し
か
し
明

夫
に
至
る
と
'
そ
の
発
展
も
極
限
に
達
し
'
社
会
発
展
は
停
揃
し
､
衰
亡
へ
の
1
途
を
辿
っ
た
の
だ
D
そ
し
て
明

り
じ
せ
1.

じ.<しんぞく

王
朝
は
流
賊
李

白

戚

軍
の
入
京
に
よ
っ
て
､
事
実
上
崩
壊
し
た
.
す
る
と
女

真

族

の
建
て
た
活
と
倣
っ
て
い
た

ご
さんけ
い

だ
いじけん

明
等
の
将
軍

呉

三

種
は
､
清
に
降
伏
し
'
清
を
迎
え
入
れ
る
形
で
李
日
成
の
大

順

王
朝
を
葬
り
､
清
帝
国
の
成

立
と
な
っ
た
｡

清
神
国
の
満
州
人
は
洪
人
に
代
わ
っ
て
空
前
の
規
模
で
版
図
を
拡
大
し
た
｡
こ
れ
に
よ
り
漢
人
の
生
活
空
間

は
'
長
城
と
い
う
二
千
年
来
の
伝
統
的
な
北
方
の
防
衛
線
を
突
破
し
､
北
方
問
題
を
完
全
に
解
決
し
た
｡
中
国

しんきょう

.りん
台

人
が
長
城
を
嘩
え
て
満
州
に
入
り
'
ま
た
洪
北
の
草
原
'
瓜
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
新

瓜

に
流
入
し
､
西
南
の

雲

仙
H

高
原
へ
も

進
出
し
､
南
洋
ま
で
流
出
し
た
の
も
こ
の
時
代
か
ら
で
あ
る
｡
中
国
の
人
口
も
数
千
万
か
ら

1
挙
に

数
億
に
ま
で
急
増
し
た
の
も
こ
の
時
代
だ
っ
た
｡
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今
日
の
中
国
の
広
大
な
版
図
は
､
完
全
に
清
帝
同
の
遺
産
を
継
承
す
る
も
の
で
､
清
締

凶
は
巾
難
帝
国
の
完

成
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
'
中
華
文
化
の
完
成
者
で
も
あ
る
｡
現
在
の
文
化
､
思
州]

芸
術

を
代
表
す
る
も
の
も

す
べ
て
は
箔
代
で
完
成
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
｡

し
か
し

一
九
世
紀
に
な
る
と
'
西
欧
の
巨
艦
大
砲
に
よ
っ
て
､
つ
い
に
桁
帝
国
の
王
鯛
の
土
台
ま
で
ゆ
る
が

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
れ
ら
の
前
で
は
､
中
国
の
伝
統
的
な
巨
大
城
郭
な
ど
役
に
立
つ
は
ず
も
な
い
｡

こ
r･し●'せん

た
い
(い
てん
一Jく

清
末
に
な
っ
て
発
生
し
た
の
が
洪

秀

全

の
太

平

天

国

の
乱
だ
が
､
死
者
五
千
万
人
を
出
し
た
こ
の
乱
は

こうせ
-
きんでんモん

l
八
五

l
年
､広

西

･金
田

村

の
蜂
起
で
始
ま
っ
た
O
そ
の
二
年
後
の
1
八
五
三
年
に
は
反
乱
軍
は
南
京
を
占
領

てんけ
い

し
て
太
平
天
国
の
国
都
と
し
､
｢天
京
｣
と
称
し
た
｡
以
後
太
平
天
国
は

1
五
年
の
間
､
征
職
を
繰
り
返
し
て
中

華
世
界
を
動
転
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た

｡

そうこく_1･<

<んけい

1
八
六

一
年
六
月
'曾

国
蒲
が
率
い
る
湘
軍
が
長
江
沿
岸

の
安
慶
城
に
立
て
龍
も
っ
た
太
平
天
国
軍
を
囲
ん

だ
｡
こ
の
と
き
曾
国
語
は
清
の
朝
廷
に
対
し
'
上
海
の
英
国
領
事
館
を
通
じ
て
外
国
油
船
の
輸
送
と
航
行
を
禁

止
さ
せ
､
長
江
を
封
鎖
す
る
よ
う
要
詣
し
て
い
る
｡
『清
史
』
洪
秀
全
滅
記
に
よ
る
と
'
｢城
内
の
守
備
兵
は
飢
え

に
耐
え
切
れ
ず
'
ぞ
く
ぞ
く
と
城
を
山
て
投
降
し
た
｡
残
る
者
は
人
肉
を
食
べ
て
生
き
延
び
た
｣
と
あ
る
｡

イ
ギ
リ
ス
人
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
氏
も
FT
h
e
E
ve
r
V
ic-o
rLO
u
S
A
rm
y
』
(常
傭
問
)
の
中
で
､
｢安
慶
が
落
ち
た
と

き
､
す
で
に
官
軍
の
攻
岡
は
三
年
に
も
及

ん

で
い
た
.
城
中
の
住
民
は
人
肉
を
税
金
に
あ
て
た
0
人
肉

1
斤
は

銅
銭
四
〇
文
で
市
場
で
売
買
さ
れ
た
｣
と
讃
い
て
い
る
O
欧
米
人
に
よ
る
記
録
と
し
て
仲山
頚
で
あ
る
｡

太
平
天
国
は
湘
軍
が
南
京
を
攻
め
囲
む
以
前
に
'
す
で
に
内
部
抗
争
に
よ
っ
て
勢
力
が

急
速
に
衰
退
し
て
お

モ･rhJー*)ん

り
,
曾
国
満
の
末
弟
､
曾
国
茎
が
率
い
る
湘
軍
五
万
は

7
八
｣ハ
四
咋

一
月
か
ら
車
只
の
攻
囲
を
始
め
た
0

日
が
経
つ
に
つ
れ
て
､
城
中
に
は
食
糧
が
欠
乏
し
は
じ
め
'
洪
秀
全
で
さ
え
亡
く
な
る
と
き
に
は
雑
草
を
食

べ
て
亡
く
な
っ
た
｡
漸
喝
は
南
京
を
攻
め
囲
む
こ
と
半
年
以
上
経
っ
た
七
月
十
九
日
､
城
壁
九
か
所
が
爆
破
さ

れ
'
湘
軍
が

1
斉
に
南
京
市
内
に
突
入
し
た
｡
殺
人
'
強
姦
'
放
火
へ
略
奪
は

1
か
月
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
'
城

内
か
ら
財
宝
の
搬
出
す
る
車
隊
は

一
か
月
以
上
も
走
っ
た
｡
そ
し
て
南
京
は

1
時
湘
軍
の
屠
殺
場
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
｡
こ
れ
が
こ
の
と
き
の
｢南
京
大
虐
殺
｣
で
あ
る
｡
地目
国
満
の
腹
心
の

一
人
で
､
末
弟
曾
国
茎
の
行
動
を

L1▲･pれ
つL一ん

既
視
す
る
目
付
役
だ
っ
た
趨

烈

文

が
書
い
た
『能
静
居
士
日
記
』
は
､
洲
軍
の
こ
の
｢南
京
大
虐
殺
｣
に
つ
い
て

詳
し
く
記
述
し
て
い
る
｡

二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
戦
争
は
'
大
砲
と
機
銃
が
主
力
と
な
り
､
火
力
と
機
動
力
が
勝
負
を
決
め
る
以

上
'
巨
城
堅
城
の
役
割
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
､
龍
城
戦
も
時
代
的
な
意
味
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
O
中
国
の
伝

統
､
食
入
龍
城
作
戦
は
太
平
天
国
の
乱
で
原
則
的
に
終
わ
っ
た
が
､
こ
の
l
八
六
四
年
ま
で
の
1
四
年
間
に
わ

た
る
太
平
天
国
の
乱
は
'
人
類
史
最
大
の
内
乱
と
さ
れ
た
｡

こ
の
大
乱
で
'
大
虐
殺
を
も
含
め
て
'
総
人
口
の
約
五
分
の

一
も
減
っ
た
と
い
わ
れ
る
｡
同
時
代
人
の
人
口

は
約
四
億
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡
日
本
で
｢支
那
は
四
億
の
民
'
四
百
余
州
が
あ
る
｣
と
い
わ
れ
て
い
た

時
代
で
あ
っ
た
｡
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I

七
.
辛
亥
革
命
以
降
の
中
国

_)
わ
た
ん

せ
い
た
い
一}
う

1
九

〇
〇
年
の

義

和
団

の

事
件
を
経
て
､
い
さ
さ
か
目
覚
め
た

西

太

后

は

一
九

〇
八
年
怒
法
大
綱
を
発
表
し

て
､
九
年
後
に
国
会
を
開
く
こ
と
を
約
束
し
'
立
憲
君
主
制
を
目
指
し
た
｡

だ
が
す
で
に
遅
か
っ
た
｡
同
年
西
太
后
が
亡
く
な
る
と
､
全
国
に
革
命
の
機
運
が
高
ま
っ
た
｡
1
九

二

年

一一し
▲う

十
月
十
日
の
武
昌
蜂
起
を
き
っ
か
け
に
全
国
二
二
省
の
う
ち
､
一
四
省
が
清
王
朝
か
ら
の
独
立
を
軍
吉
し
た
｡

しんが
い

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
辛

亥

革
命
で
あ
る
｡

そ
･<
L小
ん

結
成
さ
れ
た
革
命
軍
は
翌

一
九

一
二
年

一
月

一
目
'
南
方
の
南
京
で

孫

文

を

臨
時
大
総
統
と
し
て
選
び
'
中

えんせ
いが
い

華
民
国
の
成
立
を
宣
し
た
｡
こ
れ
を
受
け
て
'
活
王
朝
の
総
理
大
臣
に
な
っ
て
い
た
衰

性
別

は
革
命
軍
討
伐
に

.

Pんとう
て
い

乗
り
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
'
南
京
革
命
政
府
と
取
り
引
き
し
て
晴
朗
最
後
の
皇
帝
宣

統

帝

を
退
位
さ

せ
'
自
ら
は
孫
文
に
代
わ
り
臨
時
大
総
統
に
就
任
し
'
翌
年
に
は
大
総
統
に
な
る
.
が
､
蓋
世
凱
は
間
も
な
く

1
九

1
六
年
死
ぬ
｡
そ
し
て
孫
文
も

7
九
二
五
年
｢革
命
い
ま
だ
な
ら
ず
｣
の
言
典
を
残
し
て
死
ん
だ
｡

中
華
民
国
の
北
京
政
府
が
反
抗
す
る
国
民
革
命
軍
に
倒
さ
れ
て
以
後
'
南
東
の
国
民
党
政
府
が
対
外
的
に
は

中
国
を
代
表
す
る
政
府

の
よ
う
に
諸
外
国
か
ら
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
.
し
か
し
'
実
態
は
聯
排
割
拠
で
あ

り
､
孫
文
以
降
､
国
民
党
内
各
武
装
勢
力
が
そ
れ
ぞ
れ
政
府
を
乱
立
さ
せ
'
抗
争
が
続
く
｡
第
二
次
世
界
大
戦
を

経
て
､
毛
沢
東
の
率
い
る
中
国
共
産
党
軍
が
制
覇
L
t
一
九
四
九
年
中
華
人
民
共
和
国
を
建
国
す
る
｡
蒋
介
石

が
引
き
継
い
だ
国
民
党
政
府
は
台
湾
に
逃
れ
た
O

辛
亥
革
命
は
従
来
の
皇
帝
に
権
力
が
集
中
す
る
王
朝
制
度
か
ら
脱
皮
し
て
'
欧
米
の
｢国
家
文
明
｣
に
基
づ
く

国
民
国
家
の
形
を
受
け
入
れ
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
｡
が
'
そ
の
後
の
生
ま
れ
た
諸
勢
力
の
武
力
に
よ
る

争
い
は
､
従
来
の
中
華
文
明
で
の
群
雄
割
拠
と
同
じ
で
'
勝
つ
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
手
段
を
使
っ
て
も
よ
い

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
手
段
を
選
ば
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
'
中
国
国
民
の
た
め
の
革
命
と
い
い
な

が
ら
'
天
民
､
人
民
の
存
在
を
い
さ
さ
か
も
配
慮
し
な
い
倣
い
で
あ
っ
た
C

こう
う

り●うけ,f･

し
めん
そ
か

い
ら

ろ

古
い
歴
史
を
遡
る
と
､
楚
の
覇
王
項

羽

は
'
劉

邦

の
｢凹

面
楚

歌

｣
の
計
に
は
か
ら
れ
､

一

路

南

の

烏

江

に

ま

じ
･小_i

で
敗
走
し
て
き
て
い
る
｡
｢江
東
の
父
老
に
あ
う
面
目
が
な
い
｣
と
自
別
し
た
｡
し
か
し
'
越
人
の
孫
文
は
ま
っ

た
く
逆
で
あ
る
｡
革
命
に
失
敗
し
っ
づ
け
て
も
'
三
度
も
広
州
で
軍
政
府
を
旗
揚
げ
し
､
故
郷
の
広
州
で
大
虐

殺
ま
で
行
っ
て
い
る
｡
で
は
'
革
命
浪
人
孫
文
は
な
ぜ
故
郷
の
広
州
大
虐
殺
を
行
っ
た
の
か
O
そ
の
理
由
は
'
孫

文
は
有
力
な
軍
閥
と
は
違
っ
て
､
手
持
ち
の
軍
隊
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
｡
地
元
の
広
州
で
政
権
を
旗
揚
げ
す
る

の
に
は
'
軍
隊
が
な
い
と
政
府
を
つ
く
れ
な
い
の
で
､
北
方
か
ら
軍
隊
と
匪
賊
な
ど
の
武
装
勢
力
を
借
り
て
広

州
に
入
れ
る
｡
そ
れ
は
｢客
軍
｣
と
称
さ
れ
る
｡
｢客
軍
｣
は
い
っ
た
ん
広
州
に
入
る
と
'
鉄
道
な
ど
現
金
収
入
の

あ
る
機
構
な
ど
を
占
領
し
'
広
東
地
方
の
商
人
軍
'
工
人
軍
､
=3
民
軍
な
ど
地
方
の
名
自
衛
の
民
軍
と
対
立
'
孫

文
ら
は
政
府
を
旗
揚
げ
す
る
た
め
､
商
人
軍
と
最
新
の
武
器
を
奪
い
合
い
'
そ
の
結
果
市
民
の
大
虐
殺
ま
で
発

展
し
た
の
で
あ
る
｡
天
民
､
人
民
の
生
命
を
守
る
と
い
う
配
慮
は
な
か
っ
た
｡

国
民
党
軍
の
行
っ
た
'
民
に
対
す
る
蛮
行
と
し
て
誰
も
が
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
一
九
三
八
年
｣ハ
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月
に
引
き
起
こ
し
た
黄
河
決
頓
作
戦
で
あ
る
.
口
本
軍
の
進
撃
を
阻
止
す
る
の
に
i･=
河
の
堤
防
を
破
壊
し
'
人

工
的
に
兆
河
の
氾
艦
を
引
き
起
こ
し
た
ご
し
れ
に
よ
っ
て
中
国
の
人
出
が

1
7
月
人
か
ら

1
下
二
〇
〇
万
人
ほ

ど
被
笛
を
被
り
'
八
九
万
人
が
死
ん
だ
と
い
う
.

[肋
後
に
折
を
な
し
た
中
国
共
産
党
鞘
は
｢人
民
｣
を
大
切
に
し
た
と
思
う
人
が
日
本
に
は
い
る
か
も
し
れ
な

い
｡
し
か
し
'
共
産
党
軍
も
実
態
は
軍
閥
と
同
じ
だ
っ
た
｡

1
九
二
七
年
十

1
月
十
日
朝
'
共
産
党
軍
は
広
東
市
を
占
領
し
た
際
に
､
敵
対
す
る
軍
隊
と
同
じ
よ
う
に
放

火
'
掠
奪
､
強
姦
､
殺
人
等
あ
ら
ゆ
る
悪
行
の
限
り
を
尽
く
し
た
｡
と
こ
ろ
が
十
三
日
の
朝
､
他
の
軍
隊
が
逆
襲

L
t
共
産
党
軍
を
全
滅
さ
せ
た
｡
こ
の
と
き
共
産
党
軍
の
し
た
こ
と
に
対
す
る
広
東
市
民
の
恨
み
は
深
く
､
市

民
は
婦
人
兵
を
含
む
共
産
党
軍
約
二
千
五
〇
〇
余
名
を
惨
殺
し
た
｡
こ
の
際
､
女
性
の
性
器
を
謁
に
す
る
と
か
'

女
性
器
に
樺
を
突
き
立
て
る
と
い
っ
た
よ

う
な
野
蛮
な
行
為
が
行
わ
れ
た
O
こ
の
と
き
の
残
虐
な
光
景
は
'
当

時
広
瀬
市
に
在
留
し
て
い
た
日
本
人
に
よ
っ
て
臓
影
さ
れ
て
お
り
､
そ
れ
が
日
本
｢南
京
｣
学
会
の
東
中
野
修
道

編
著
『｢南
京
｣
事
件
研
究
の
[械
前
線
(平
成
十
九
年
版
)
』
(屈
転
社

二
〇
〇
七
咋
)
に
減
っ
て
い
る
｡

国
民
党
軍
と
共
産
党
問
と
の
械
い
は
第
二
次
世
界
J<
職
が
終
わ
っ
て
か
ら
激
し
く
屈
榊
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
が
､
人
命
を
軽
視
し
た
戦
い
は
､
l
九
四
八
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
十
月
十
九
日
ま
で
の
一
五
〇
H
糊
に
わ

た
っ
て
行
わ
れ
た
'
化
ハ産
党
軍
に
よ
る
巾
国
国
民
党
が
立
て
こ
も
る
長
春
の
包
囲
作
轍
を
見
る
と
よ
い
O

こ
の
と
き
､
1
般
市
民
が
脱
出
し
よ
う
と
し
て
も
共
産
党
軍
に
よ
っ
て
追
い
返
さ
れ
た
.
国
民
党
BEiを
い
っ

そ
う
食
糧
洞
渇
に
陥
ら
せ
る
作
戦
が
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

〝〟

こ
れ
に
よ
っ
て
共
産
党
軍
側
の
発
表
で
7
五
万
人
餓
死
し
た
と
あ
る
｡
近
現
代
に
な
っ
て
お
り
大
っ
ぴ
ら
に

は
食
入
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
､
一
五
万
人
も
餓
死
し
た
と
す
れ
ば
秘
か
に
は
食
入
は
行
わ
れ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
確
実
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
｡

中
華
人
民
共
和
国
に
な
っ
て
以
後
､
大
躍
進
挫
折
後
の
六

〇
年
代
初
の
三
年
間
で
'
数
千
万
人
が
餓
死
し
た

と
も
拙
測
さ
れ
て
い
る
｡
回
顧
録
を
読
む
か
ぎ
り
､
｢村
々
が

共
唄
い
｣
と
多
出
し
て
い
る
.

1
九
六
六
年
か
ら
始
ま
っ
た
文
化
大
革
命
の
混
乱
の
中
で
'
人
肉
が
食
さ
れ
た
と
い
う
の
は
よ
く
聞
く
話

1つ･つしゆ･つ

で
'
こ
れ
ま
で
の
職
乱
を
め
ぐ
る
文
化
と
も
い
え
る
牌

習

か
ら
推
し
て
､
文
化
大
革
命
糊
の
食
入
は
あ
っ
た
と

思
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
｡
文
革
中
の
｢万
人
食
入
大
集
会
｣
や
ら
共
産
党
の
幹
部
の
食
入
記
録
､
中
学
生
の
校
長

食
入
闘
争
に
つ
い
て
拙
訳
『食
入
宴
席
』
(光
文
社

一
九
九
三
年
)
に
詳
し
い
｡

な
お
､
1
九
三
七
年
'
日
本
軍
が
南
京
を
攻
略
し
た
折
t
l
般
市
民
を
不
法
に
殺
害
し
た
と
す
る
｢南
京
事

‖ヽ
で
～

件
｣
が
中
国
共
産
党
政
府
か
ら
喧

伝

さ
れ
て
い
る
が
､
も
ち
ろ
ん
こ
の
事
実
は
な
い
｡
と
こ
ろ
が

一
九
四
九
年

共
産
党
等
が
南
京
に
入
っ
た
と
き
､
特
に
資
本
家
を
標
的
に
し
て
虐
殺
､
強
姦
'
掠
奪
が
あ
っ
た
.
中
国
で
度
々

起
こ
っ
た
｢南
京
大
虐
殺
｣
は
､
〔府
新
で
は
中
岡
共
産
党
軍
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

国
民
党
の
台
湾
人
へ
の
弾
圧
も
'
人
民
へ
の
無
法
な
殺
害
事
件
と
し
て
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
O
大
束
祉
戦
争
(第
二
次
世
界
大
戦
)
で
日
本
が
降
伏
す
る
と
､
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
の
第

言
り
命
令
で
'
台

湾
に
は
国
民
党
軍
が
入
っ
て
き
て
､
国
民
党
の
施
政
下
に
入
る
が
t
l
九

四
七
年
二
月
二
八
日
'
旧
日
本
人
た

る
台
湾
人
と
の
間
に
衝
突
が
起
こ
り
へ
ま
だ
大
陸
に
い
た
稗
介
石
の
承
認
を
得
て
国
民
党
軍
に
よ
る
台
湾
人
の



大
虐
殺
が
始
ま
っ
た
｡

わ
ず
か
二
遊
間
で
約
三
万
人
も
の
台
湾
人
が
殺
害
さ
れ
､
ま
た
は
処
刑
さ
れ
た
｡
日
本
統
治
の
下
で
は
想
像

で
き
な
い
､
政
権
に
よ
る
自
ら
の
統
治
下
に
あ
る
l
般
人
へ
の
不
法
殺
笥

不
法
処
刑
で
あ
っ
た
｡
国
民
党
軍

の
無
差
別
殺
人
の
中
で
,
台
湾
に
残
っ
て
い
た
沖
縄
漁
民
も
わ
け
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
､
巻
き
添
え
で
二
〇
〇

人
が
虐
殺
さ
れ
た
｡

(‥=.届


