
章
燗
麟
の
民
族
思
想
　
（
上
）

小
　
　
野
　
　
川
　
　
秀
　
　
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
康
有
爲
に
よ
っ
て
領
導
さ
れ
だ
戊
成
の
攣

　
　@
蓼
釜
鐘
時
代
の
颪
響
て
起
っ
て
く
る
の
は
・
黙
鞍
蕪
黙
驚
蝋
纏
騨
旗
酷
錠

　
　
義
和
團
の
鑑
（
一
九
〇
〇
）
後
の
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
鼠
を
経
て
、
　
　
藏
し
た
も
の
で
あ
る
。
よ
し
そ
れ
は
君
椹
攣
法
で
は
あ
る
に
し
て
屯
・
　
一

　
　
清
朝
の
外
國
に
封
す
る
態
度
は
、
排
外
か
ら
媚
外
に
攣
る
と
共
に
、
曜
　
君
槽
に
よ
っ
て
民
構
を
伸
張
せ
し
め
、
も
っ
て
富
國
強
兵
の
實
を
學

　
　
内
政
に
於
て
も
攣
法
を
唱
え
か
つ
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
い
　
　
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
、
義
和
團
の
蹴
か

　
　
わ
ゆ
る
新
政
で
あ
っ
て
、
す
で
に
西
安
蒙
塵
中
に
攣
法
の
上
論
は
相
　
　
ら
日
露
戦
宰
（
一
九
〇
四
ー
五
）
に
至
る
間
の
新
政
は
、
　
「
康
逆
の
薪

　
　
纒
い
で
獲
せ
ら
れ
、
北
京
回
攣
後
に
は
施
行
に
移
さ
れ
た
も
の
も
あ
　
　
法
を
講
す
る
の
は
、
齪
法
で
あ
ッ
て
憂
法
で
は
な
い
」
と
云
瞬
、
「
維

　
　
め
た
。
こ
の
義
和
團
の
齪
後
の
薪
政
は
、
そ
の
行
お
う
と
す
る
と
こ
　
　
薪
の
極
に
し
て
康
逆
の
齪
が
あ
り
、
守
奮
の
極
に
し
て
拳
匪
の
蹴
が

　
　
お
、
戊
戌
の
攣
法
’
（
天
九
八
）
と
異
る
と
こ
ろ
が
貧
、
と
普
通
　
あ
る
」
と
も
読
い
㌦
維
薪
と
審
の
中
道
を
行
渉
と
す
る
も
の

　
　
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
表
面
の
政
策
に
つ
い
て
ほ
ぼ
　
‘
で
あ
る
。
從
っ
て
目
的
が
富
國
強
兵
に
あ
る
こ
と
に
は
攣
り
な
い
け
・

、
5
9
・
云
い
省
こ
乏
蕩
．
貿
、
葉
憲
磨
は
糞
瑠
こ
2
灘
’
嘉
曙
、
制
馨
根
本
に
磐
る
肇
は
行
い
得
る
こ
を
な
鴨
．
－



6
ひ@
た
だ
科
墨
に
八
股
を
慶
し
て
策
論
を
試
し
、
留
學
生
を
派
し
、
學
校
　
　
を
も
つ
も
の
に
は
違
い
な
い
。
殊
に
西
安
蒙
塵
中
に
襲
せ
ら
れ
た
上

　
　
を
建
て
、
鐵
道
を
築
き
、
藤
業
を
興
す
と
い
う
風
な
政
策
を
採
る
と
　
　
論
に
は
、
　
「
あ
ら
ゆ
る
朝
章
國
政
吏
治
民
生
學
校
科
墨
軍
政
財
政
に

　
　
共
に
、
滞
漢
の
通
婚
及
び
纏
足
の
禁
を
解
い
て
、
満
人
と
漢
人
と
の
　
　
し
て
、
因
る
べ
く
革
む
べ
く
、
省
く
べ
く
井
す
べ
き
」
黙
に
つ
い
て
、

　
　
融
和
を
圖
ろ
う
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
憲
法
を
　
　
内
外
臣
僚
の
所
見
を
求
め
る
と
共
に
、
　
「
西
藝
の
皮
毛
」
で
は
な
く
、

　
　
布
き
民
椹
を
張
る
と
い
う
風
な
意
圖
を
全
く
認
め
る
こ
と
が
出
來
な
　
　
　
「
西
政
の
本
原
」
を
學
ぶ
べ
き
を
読
き
、
或
は
「
國
勢
こ
Σ
に
至
る
。

　
　
い
。
清
朝
が
立
憲
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
は
、
日
露
職
　
．
断
じ
て
荷
且
補
菖
の
厄
運
を
挽
回
し
得
る
と
こ
ろ
で
な
い
。
た
だ
攣
　
、

　
　
事
後
の
輿
論
に
押
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
義
和
團
の
鑑
か
ら
日
　
　
法
自
強
の
み
が
國
家
安
危
の
命
脈
で
あ
り
、
中
國
民
生
の
韓
機
で
あ

　
　
騒
争
に
至
る
間
の
新
政
は
・
政
策
の
改
良
と
い
う
域
を
出
て
い
な
る
こ
と
を
智
べ
き
で
あ
轟
、
と
糊
塗
的
な
改
良
の
断
じ
て
不
可

　
　
い
。
同
じ
く
攣
法
と
は
云
っ
て
も
、
一
は
制
度
で
あ
り
、
他
は
政
策
　
　
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
も
「
朝
章
國
政
に
攣
通
酌
定
を
　
「

　
　
で
あ
り
・
　
一
は
改
革
で
あ
り
、
他
は
改
良
で
あ
っ
て
、
戊
成
の
攣
法
　
巳
行
う
べ
き
も
の
が
あ
り
や
な
し
や
の
黙
は
、
臣
等
の
敢
え
て
捜
擬
し
　
6
0

　
　
ﾆ
は
腎
の
蓼
ど
こ
ろ
自
婁
る
こ
と
を
否
定
し
得
な
い
・
葉
得
る
と
こ
ろ
で
な
い
」
と
い
う
・
當
時
に
重
き
を
芒
た
劉
坤
一
・
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
を
を

　
　
の
攣
法
論
は
、
議
會
政
治
す
な
わ
ち
立
憲
と
不
可
分
の
關
係
に
於
て
　
　
張
之
洞
の
會
奏
あ
っ
て
以
來
、
朝
章
國
政
す
な
わ
ち
制
度
の
根
本
に

　
　
獲
展
し
て
を
り
、
立
憲
を
離
れ
て
の
攣
法
は
、
名
を
同
じ
く
し
て
實
　
　
關
す
る
臣
僚
か
ら
の
上
奏
は
絶
え
て
現
わ
れ
て
い
な
い
。
か
つ
和
議

　
　
を
異
に
す
る
も
の
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
洋
務
の
延
長
と
云
　
　
成
立
し
て
北
京
に
回
攣
し
て
後
に
は
、
時
局
が
｝
懸
の
落
付
き
を
と

　
　
っ
た
方
が
、
よ
り
適
切
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
　
　
　
り
も
ど
す
と
共
に
、
攣
法
に
封
す
る
態
度
も
蒙
塵
中
髭
し
て
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軟
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
…
攣
法
は
朝
廷
の
自
嚢
に
出
す
る
と
い

　
　
　
　
苦
「
皿
筋
内
外
臣
工
條
陳
纐
曾
法
」
、
　
光
緒
…
政
要
巻
二
十
山
ハ
、
　
光
緒
二
十
六
年

　
　
　
　
十
二
月
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
う
よ
り
は
、
外
璽
に
押
さ
れ
て
、
止
む
を
得
す
探
用
し
た
も
の
だ
か

　
　
　
嘆
「
特
設
督
辮
政
務
塵
」
、
光
緒
政
要
巻
二
十
七
、
光
緒
二
＋
七
年
三
月
。
　
　
ら
で
あ
る
。
加
う
る
に
隔
政
の
問
題
は
看
過
さ
れ
て
、
西
太
后
は
依

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
清
朝
自
ら
憂
法
を
唱
え
た
こ
と
は
、
重
要
な
意
味
　
　
然
と
し
て
大
権
を
握
り
、
光
緒
帝
は
木
偶
に
等
し
く
、
齪
の
首
魁
の
、
「



　
　
　
天
自
さ
れ
た
榮
緑
も
、
そ
の
套
、
軍
機
大
臣
の
要
職
に
留
・
　
足
ら
す
、
清
朝
否
定
の
革
命
論
が
急
進
論
者
の
聞
に
擾
撃
る
所
以

　
　
て
い
た
。
薪
し
く
行
う
べ
き
攣
法
は
、
戊
戌
の
攣
法
と
明
か
に
匪
別
　
　
で
あ
る
。
孫
文
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
庚
子
（
一
九
〇
〇
）

　
　
さ
れ
た
。
戊
戊
憂
法
の
と
き
の
制
度
局
に
も
比
す
べ
き
督
辮
政
難
　
の
年
の
戦
は
自
分
の
第
二
次
革
命
の
失
敗
で
あ
る
・
こ
の
失
敗
を
維

　
　

ﾍ
開
設
ざ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
大
臣
に
農
墾
・
李
鴻
章
桑
て
後
・
中
國
の
人
心
巌
る
の
に
・
以
前
と
は
異
っ
た
も
の
が
感
じ

　
　
緑
．
喜
岡
．
王
文
詔
．
鹿
綾
が
任
ぜ
ら
れ
、
劉
坤
丁
張
之
禦
　
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
・
篁
回
の
失
敗
（
天
九
五
）
の
墜
は
・

　
　
遙
か
に
参
預
大
臣
に
補
さ
れ
た
。
當
時
の
重
臣
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
　
　
全
國
民
の
輿
論
が
す
べ
て
自
分
を
齪
臣
賊
子
の
大
逆
無
道
と
見
な
し
・

　
　
る
の
で
あ
っ
て
、
時
勢
に
慮
す
る
抜
本
的
な
改
革
は
、
恐
ら
く
は
期
　
　
究
誼
罵
倒
の
聲
が
絶
え
な
か
っ
た
」
。
「
然
る
に
光
緒
二
十
六
年
（
一

　
　
待
す
べ
く
も
な
か
．
た
の
蕩
る
。
　
　
　
　
　
九
〇
・
）
の
失
敗
の
後
に
は
、
人
々
の
罵
り
を
受
け
る
こ
と
稀
で
あ

　
　
@
　
・
「
欝
外
臣
工
條
墨
法
」
・
　
　
　
　
　
っ
た
ば
か
り
か
、
識
者
の
多
く
は
蓼
の
た
め
に
切
嘉
腕
し
量
【

　
　
　
誓
菅
東
華
綾
録
、
光
緒
＝
ハ
九
、
光
緒
こ
＋
七
年
八
月
癸
丑
の
上
論
。
　
　
　
　
の
不
成
功
を
淺
念
が
っ
て
く
れ
た
。
以
前
と
思
い
合
せ
て
見
る
と
天
　
6
1

　
　
　
菅
菅
係
「
爾
江
総
督
劉
坤
一
爾
湖
総
督
張
之
洞
第
二
次
會
奏
憂
洗
事
宜
」
、
光
　
　
地
の
差
が
あ
る
。
こ
れ
を
見
た
我
々
の
心
申
は
嬉
し
さ
で
嚇
杯
で
あ
　
一

　
　

@
　

庶
p
登
‡
、
光
緒
二
‡
年
六
月
。
　
　
　
噛
つ
た
L
気
籍
團
の
製
時
代
思
潮
の
轟
機
を
芒
て
い
る
こ

　
　
　
そ
れ
に
し
て
竜
清
朝
自
ら
攣
法
を
宣
言
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
・
た
　
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
朝
廷
の
い
わ
ゆ
る
新
政

　
　
こ
と
は
、
時
勢
の
輻
攣
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
戊
成
の
政
憂
　
　
が
却
っ
て
こ
の
韓
機
を
進
め
る
に
役
立
っ
た
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
と
共
に
危
瞼
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
攣
法
論
は
、
義
和
團
の
鑑
を
経
て
、
　
　
　
菅
魚
返
善
雄
氏
課
、
孫
中
堂
「
三
民
主
義
及
自
傳
」
一
四
九
頁
。

　
　
一
轄
し
て
論
壇
の
常
識
と
な
る
の
で
あ
り
、
朝
廷
の
宣
言
あ
っ
て
、
ま
　
　
　
義
和
團
の
齪
を
境
と
し
て
、
か
っ
て
の
攣
法
論
者
の
間
に
も
急
進

　
　
す
ま
す
そ
の
傾
向
を
強
め
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
朝
廷
の
攣
法
に
　
　
と
漸
進
と
明
か
な
樹
立
が
生
じ
て
い
る
。
梁
啓
超
と
康
有
爲
に
よ
っ

　
　
撃
る
態
度
と
そ
の
具
鰐
な
肇
ば
微
温
に
す
ぎ
、
か
春
場
は
て
代
表
さ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
・
康
有
爲
は
敢
く
ま
で
漏
漢

6
1
@
奮
に
増
し
て
腐
敗
し
て
い
た
。
清
朝
の
治
下
に
於
け
る
攣
法
に
あ
き
　
　
不
分
・
君
民
同
龍
仏
で
あ
り
、
「
ま
す
專
制
の
君
権
を
も
っ
て
法
を
攣



、
囎
．
じ
、
徐
詮
公
議
の
民
模
を
も
？
晟
を
守
る
」
べ
き
こ
と
皇
張
、
．
、
糞
・
，
毅
魯
馨
」
、
舞
叢
摯
八
號
・
光
璽
＋
八
年
穿
・
養
之
、
．

　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
る
た
。
西
太
后
を
首
と
す
る
現
政
府
に
は
反
封
す
る
に
し
て
も
、
「
捨
　
　
　
　
や
一
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
、
　
，

　
　
．
身
救
民
の
聖
主
」
光
緒
帝
を
推
戴
し
て
、
そ
の
治
下
に
於
け
る
立
憲
　
　
　
も
と
も
と
梁
啓
超
は
戊
成
攣
法
に
敗
れ
て
日
本
に
亡
命
し
て
後
ハ

　
　
を
念
願
…
と
し
た
の
で
あ
る
o
こ
れ
に
封
し
て
梁
啓
超
は
、
進
化
論
の
　
　
孫
丈
派
と
の
間
に
か
な
り
の
接
腸
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
康
有
爲

　
　
，
立
場
か
ら
、
腐
敗
し
た
奮
政
腱
と
薔
思
想
を
破
壌
し
て
、
耳
目
を
｝
　
　
派
と
提
携
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
、
早
く
哨
八
九
一
年
康
有
爲
が
廣

　
　
薪
す
べ
き
を
読
き
、
民
権
と
自
由
を
唱
え
、
か
つ
近
い
將
來
に
政
権
　
　
東
の
萬
木
草
堂
に
學
を
講
じ
た
頃
か
ら
、
積
極
的
に
孫
文
派
か
ら
な

　
　
は
再
び
漢
人
に
露
し
て
、
共
和
政
睦
が
樹
立
さ
れ
る
こ
と
を
訟
刺
し
　
　
さ
れ
た
ら
し
く
見
え
る
が
、
し
ば
し
ば
試
み
ら
れ
て
失
敗
を
重
ね
た
。

　
　
　
　
を
キ

　
　
て
、
い
る
。
ま
た
現
政
府
に
野
し
て
は
、
　
「
縦
拳
の
首
領
」
西
太
后
が
　
　
　
「
も
し
孫
某
が
訂
交
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
宜
し
く
ま
す
子
弟
の
禮
を

　
　
回
攣
の
後
に
假
面
を
脱
い
で
、
そ
の
ま
ま
實
権
を
握
っ
て
い
る
の
で
、
　
取
る
べ
き
で
あ
る
」
、
と
康
有
爲
は
云
っ
た
と
傳
え
ら
れ
る
。
當
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛

　
’
天
下
は
政
府
に
望
を
絶
ち
、
破
壊
の
思
想
が
大
い
に
起
っ
た
と
攻
撃
　
　
ず
で
に
あ
る
程
度
の
名
聲
を
有
し
た
康
有
爲
に
と
っ
て
、
一
介
の
書
　
碑

　
　
す
る
と
共
に
、
「
改
革
の
業
は
亘
石
を
危
崖
よ
り
韓
が
す
よ
う
な
も
　
　
生
孫
文
と
の
鉗
等
の
交
り
は
、
論
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
と
思
　
｝

　
　
，
の
で
、
そ
の
目
的
地
に
達
し
な
け
れ
ば
止
ま
な
い
も
の
で
あ
る
」
、
　
　
　
わ
れ
る
。
戊
戌
攣
法
に
敗
れ
て
日
本
に
逃
れ
た
際
に
も
、
康
有
爲
は

　
　
・
「
儒
改
革
は
革
命
の
媒
で
あ
る
」
、
と
姑
息
な
攣
法
を
非
難
し
て
い
　
　
敢
え
て
孫
文
と
提
携
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
光
緒
帝
復
辟
の
た

　
　
　
キ
を
キ

　
！
．
ゐ
。
西
洋
近
代
の
國
家
と
思
想
に
封
す
る
憧
濃
が
、
中
國
の
現
飲
に
　
　
め
に
起
兵
勤
王
に
は
努
め
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
他
の
こ
と
は
自
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
キ

　
　
投
影
さ
れ
て
、
破
壊
を
希
い
共
和
を
想
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
　
　
知
っ
た
こ
と
で
な
い
と
云
い
、
明
か
に
革
命
派
と
の
間
に
一
線
を
劃

　
口
は
殆
ど
革
命
論
に
近
い
と
云
っ
て
差
支
え
な
い
。
　
・
　
　
　
　
」
　
　
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
孫
文
と
梁
啓
超
と
の
提
携
は
、
康
有
爲

　
　
　
・
苦
「
答
南
北
美
洲
諸
華
僑
論
中
國
只
可
行
立
憲
不
可
行
革
命
書
」
、
「
不
幸
而
　
　
が
「
八
九
九
年
二
月
ヵ
ナ
ダ
に
去
っ
て
後
、
急
速
に
具
蹉
化
さ
れ
よ

　
　
　
　
言
中
不
聴
則
國
亡
」
所
攻
、
　
剛
九
〇
二
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
孫
康
爾
派
の
有
志
の
聞
に
ム
ロ
併
の
議
が
進

　
　
　
　
季
拙
稿
「
清
末
の
思
想
と
進
化
論
」
、
東
方
學
報
二
十
一
、
一
九
－
二
〇
頁
。
　
　
め
ら
れ
、
合
併
後
の
會
長
に
孫
文
を
、
副
會
長
に
梁
啓
超
を
推
し
、



　
　
そ
し
て
康
有
爲
を
隙
退
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
康
有
　
　
　
幹
巽
濡
自
由
「
革
命
逸
史
」
第
二
集
、
「
康
門
＋
三
太
保
與
革
命
黛
」
、
一
一
＝

　
　
爲
に
宛
て
て
梁
啓
超
が
起
草
し
た
文
書
に
は
、
庶
政
を
公
開
し
共
和
　
　
　
　
1
ご
頁
。

　
　
政
盤
に
改
造
し
な
け
れ
ぽ
、
危
局
を
挽
救
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
、
　
　
　
梁
啓
超
は
ハ
ワ
イ
へ
の
紀
行
で
、
日
本
に
來
て
か
ら
廣
く
日
本
の

　
　
光
緒
帝
の
賢
明
な
こ
と
は
墨
國
皆
知
っ
て
い
る
、
將
來
革
命
が
成
功
　
　
書
物
を
護
ん
で
、
「
謄
質
こ
れ
が
た
め
に
改
易
し
、
思
想
言
論
は
前
に

　
　
し
た
と
き
、
も
し
民
心
が
愛
戴
す
る
な
ら
ば
、
総
統
に
推
し
て
よ
い
、
　
較
べ
る
と
別
人
に
出
す
る
が
よ
う
で
あ
る
」
、
と
自
ら
記
し
て
い
る
。

　
　
春
秋
す
で
に
高
い
吾
が
師
は
、
林
泉
に
息
影
し
て
晩
景
を
娯
し
ん
で
　
　
當
時
の
民
穫
論
者
梁
啓
超
は
、
日
本
に
亡
命
し
て
後
更
に
急
進
の
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
キ
を

　
　
ほ
し
い
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
と
云
わ
れ
る
。
革
　
，
を
加
え
る
の
で
あ
っ
て
、
孫
交
派
と
の
交
渉
も
そ
の
間
に
開
け
た
の

　
　
命
後
の
総
統
に
光
緒
帝
を
も
推
し
得
る
と
い
う
含
み
を
持
た
せ
る
こ
　
　
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
康
有
爲
の
嚴
命
を
拒
み
得
な
か
っ
，

　
　
と
に
よ
っ
て
、
孫
康
爾
派
の
安
協
を
圖
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
・
た
と
こ
ろ
に
、
師
の
椹
威
と
梁
啓
超
そ
の
人
の
傾
向
が
偲
ば
れ
る
の
』

　
　
し
か
し
な
が
ら
か
よ
う
な
安
協
は
、
康
有
爲
並
に
そ
の
門
下
の
多
く
　
　
で
あ
る
。
當
時
孫
交
派
の
勢
力
は
な
お
微
弱
で
あ
り
、
殊
に
知
識
暦
　
6
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の
も
の
の
承
服
し
得
る
と
こ
ろ
で
な
い
・
却
っ
簗
啓
超
を
ハ
ウ
イ
の
轟
は
葵
薄
か
っ
た
。
天
九
五
年
叢
濱
の
藷
か
ら
子
弟
」

　
　
に
遣
っ
て
保
皇
會
の
こ
と
に
當
ら
し
め
、
旺
築
甲
を
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
　
　
教
育
の
た
め
に
薪
た
に
設
け
た
學
校
に
招
聰
す
べ
き
教
員
の
こ
と
に

　
　
ス
コ
に
遣
っ
て
機
關
紙
丈
興
報
の
主
筆
に
任
す
る
と
い
う
康
有
爲
の
　
　
つ
い
て
相
談
を
受
け
た
と
き
、
孫
文
は
「
興
中
會
員
で
藪
育
界
に
從

　
　
嚴
命
が
下
る
の
で
あ
っ
て
、
孫
梁
合
作
の
企
圖
は
こ
こ
に
瓦
解
せ
し
　
　
事
す
る
も
の
が
絶
え
て
少
な
か
っ
た
」
の
で
、
門
下
の
多
い
康
有
爲

　
　
め
ら
れ
た
。
梁
啓
超
が
一
八
九
九
年
十
二
月
横
濱
を
離
れ
て
ハ
ワ
イ
　
　
に
助
力
を
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
新
設
の
校
名
も
初
め
孫
文
は

　
　
に
獲
っ
た
の
は
、
師
の
嚴
命
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
・
　
　
　
　
　
　
　
中
西
學
校
と
命
名
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
康
有
爲
に
よ
っ
て
大
同
學

　
　
τ
　
灘
自
由
「
革
命
逸
史
」
初
集
・
「
戊
戌
前
孫
康
二
派
之
關
係
」
・
四
七
f
八
　
　
校
と
改
名
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
境
と
し
て
、
康
有
爲
派
の
勢
力

　
　
　
　
　
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
華
僑
の
間
に
延
び
る
の
で
あ
っ
て
、
　
一
八
九
九
年
保
皇
會
の
分
會

庸
　
高
書
、
「
戊
覆
孫
康
二
派
之
關
係
」
、
四
九
頁
。
・
　
，
∴
．
コ
が
墓
に
馨
ち
れ
篠
膿
、
毒
商
の
興
審
員
の
大
象
議



6
4
@
に
加
入
し
、
大
同
學
校
に
は
孫
丈
の
到
校
を
許
さ
な
い
と
い
う
標
語
　
　
會
、
軍
名
を
自
立
軍
と
云
い
、
寄
老
會
と
結
ん
で
事
を
墨
げ
よ
う
と

　
　
さ
え
掲
げ
ら
れ
た
と
云
わ
れ
気
．
か
よ
う
な
時
碧
・
慧
想
家
と
し
果
然
に
麓
す
る
の
で
あ
・
馬
自
立
軍
の
安
馨
示
に
よ
れ
ば
、

　
　
し
て
若
い
知
識
暦
に
令
名
0
高
い
梁
啓
超
と
結
ぶ
こ
と
は
、
孫
丈
派
　
　
申
國
自
立
の
灌
を
保
全
す
る
と
共
に
、
光
緒
帝
の
復
辟
を
請
う
こ
と

　
　
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
　
　
が
宗
旨
と
さ
れ
、
「
善
良
を
保
全
し
、
苛
政
を
革
除
し
、
共
に
丈
明
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
キ

　
　
も
梁
啓
超
が
ハ
ワ
イ
に
嚢
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
心
を
失
い
挫
絶
す
　
　
進
ん
で
一
新
政
府
を
つ
く
る
」
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ

　
　
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
　
　
　
　
　
の
丈
書
に
は
東
南
各
行
省
を
新
造
自
立
の
國
と
稻
し
、
自
立
會
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
キ
メ

　
　
　
菅
梁
啓
超
「
夏
威
夷
島
遊
記
」
・
一
八
九
九
年
＋
二
月
＋
九
日
の
條
、
專
集
　
　
約
に
は
満
洲
を
國
家
と
認
め
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
意
圖

　
　
　
　
之
二
十
二
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
Z
こ
ろ
は
、
東
南
諸
省
に
猫
立
の
新
政
椹
を
樹
立
す
る
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
　
　
　
巽
薦
自
由
「
中
華
民
國
開
國
前
革
命
史
」
四
一
－
四
ご
頁
、
及
び
革
命
逸
　
．
た
が
、
或
は
光
緒
帝
の
復
辟
を
云
い
、
或
は
満
洲
の
否
認
を
読
く
。
　
　
｝

　
　
　
　
史
初
集
、
「
模
濱
大
同
學
校
」
の
條
、
五
〇
ー
五
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
主
旨
に
徹
底
し
な
い
黙
の
あ
る
の
は
、
攣
法
派
を
主
と
し
て
、
急
進
　
6
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梁
啓
超
は
ハ
ワ
イ
淫
る
こ
と
牛
年
・
唐
才
常
の
畢
妻
聞
い
て
論
者
普
豊
の
勢
力
を
轟
合
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
・
一

　
　
上
海
に
返
り
、
そ
の
失
敗
の
報
を
得
て
、
廣
く
南
方
を
廻
っ
て
一
九
　
　
　
　
菅
東
華
綾
録
、
光
緒
一
六
ご
、
光
緒
二
＋
六
年
九
月
癸
已
の
條
。

　
　
○
一
年
四
月
再
び
日
本
に
麟
來
し
て
い
る
。
唐
才
常
は
康
有
爲
派
の
　
　
　
　
季
革
命
逸
史
初
集
、
「
秦
力
山
事
略
」
、
八
七
頁
。

　
　
一
人
で
、
義
和
團
の
齪
に
乗
じ
、
「
討
賊
勤
王
」
を
標
榜
し
て
漢
口
に
　
　
　
一
巽
甚
東
華
綾
録
前
條
。

　
　
墨
兵
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
す
上
海
の
イ
ギ
　
　
　
康
有
爲
は
義
和
團
の
齪
に
乗
じ
て
、
光
緒
帝
復
辟
の
た
め
に
奔
走

　
　
リ
ス
租
界
に
容
閥
を
議
長
と
し
て
國
會
総
會
を
開
き
、
澹
江
澹
海
の
　
　
し
、
殊
に
資
金
の
調
達
に
審
力
し
た
。
國
會
の
開
設
か
ら
學
兵
へ
の

　
　
各
省
に
國
會
分
會
を
置
い
た
。
會
に
加
入
す
る
も
の
は
諸
省
に
分
布
　
　
工
作
も
、
康
有
爲
の
指
示
に
侯
つ
と
こ
ろ
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
　
し
て
い
た
攣
法
派
の
み
な
ら
す
、
自
飴
の
不
亭
分
子
を
も
加
え
た
。
　
　
し
か
し
當
時
康
有
爲
は
印
度
に
お
り
、
國
内
で
の
主
動
樺
は
唐
才
常

　
　
そ
し
て
唐
才
常
自
身
は
漢
口
の
分
會
を
根
擦
と
し
て
、
會
名
を
自
立
　
　
に
委
ぬ
ら
れ
て
い
た
。
満
洲
の
否
認
も
唐
才
常
等
の
附
加
し
た
一
項



　
　
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
工
作
に
失
敗
し
て
後
に
は
、
　
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
大
部
分
の
も
の
は
日
本
に
來
た
。
，

　
　
康
有
爲
は
も
は
藁
兵
の
こ
と
を
云
わ
な
い
・
光
韓
の
轟
を
説
、
ま
藩
才
常
の
攣
最
れ
て
、
急
進
論
者
の
中
に
は
呆
に
亡
隼

　
　
く
ご
と
に
は
響
な
い
け
れ
ど
も
・
そ
れ
と
共
に
開
明
專
制
を
唱
え
る
も
の
も
あ
・
た
。
彼
等
は
急
速
度
に
薪
思
磐
吸
牧
す
る
の
で
あ
、

　
　
る
の
で
あ
る
・
こ
れ
に
封
し
て
梁
啓
超
は
、
日
本
に
隔
來
し
て
後
、
　
　
っ
て
、
す
で
に
一
九
〇
一
年
末
、
「
近
來
留
學
生
は
習
氣
に
染
み
、

　
　
一
九
〇
二
年
正
月
新
民
叢
報
を
嚢
行
し
、
破
壌
を
唱
え
共
和
を
調
　
　
　
流
弊
ま
す
ま
す
多
い
」
と
い
う
論
旨
が
下
さ
れ
、
翌
亀
九
〇
二
年
末

　
　
し
・
「
進
化
生
存
競
孚
の
理
に
よ
り
、
民
族
の
時
勢
に
適
慈
し
な
い
　
　
に
は
総
監
督
を
日
本
に
派
し
て
留
學
生
の
監
督
に
當
ら
し
め
ざ
る
を

　
　
も
の
は
自
存
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
」
と
し
て
、
近
代
國
民
と
し
て
　
　
得
な
か
っ
た
。
留
學
生
の
有
志
は
一
九
〇
〇
年
の
下
牛
期
か
ら
課
書

　
　
の
資
格
・
す
な
わ
ち
新
民
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
戊
戌
攣
　
　
彙
編
と
い
う
雑
誌
を
創
刊
し
て
、
ル
ソ
ー
の
民
約
論
．
モ
ン
テ
ス
キ

　
　
法
に
敗
れ
て
・
日
本
に
亡
命
し
た
と
き
、
梁
啓
超
は
資
を
華
僑
に
募
　
　
ユ
ー
の
法
の
精
神
．
、
、
、
ル
の
自
由
論
．
ス
ペ
ン
サ
ー
の
代
議
政
髄
論
　
　
噸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
が

　
　 ｼ
、
天
九
九
年
鍍
で
清
議
報
を
創
刊
し
た
。
興
中
會
の
支
部
を
相
纏
い
で
叢
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
等
の
諸
懸
は
、
饗
の
輩

　
　
長
に
し
て
華
商
の
有
力
者
で
あ
る
馬
鏡
如
を
會
長
に
推
し
、
自
ら
主
　
　
論
と
し
て
、
若
い
知
識
暦
に
受
入
れ
ら
れ
た
。
ま
た
一
九
〇
二
．
三

　
　
筆
に
任
じ
冷
政
府
を
攻
撃
し
民
権
を
唱
導
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
　
年
の
間
に
は
、
省
名
を
冠
し
た
雑
誌
、
例
え
ば
湖
北
學
生
界
．
湖
南

　
　
新
暴
報
で
は
論
調
は
更
に
急
激
と
な
っ
た
・
殊
審
思
想
の
肇
遊
騒
編
．
漸
江
潮
．
江
蘇
等
の
如
き
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
省
出
身
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
を
を

　
　
と
薪
思
想
の
宣
傳
に
努
め
る
の
で
あ
っ
て
、
準
易
に
し
て
流
暢
な
丈
　
　
留
學
生
に
よ
っ
て
東
京
で
襲
行
さ
れ
た
。
今
こ
れ
等
の
雑
誌
を
見
る

　
　
膿
と
相
侯
っ
て
、
そ
の
若
い
知
識
暦
の
間
に
於
け
る
名
聲
は
、
殆
ど
　
　
こ
と
は
出
來
な
い
け
れ
ど
も
、
何
れ
も
革
命
排
満
を
唱
導
す
る
も
の

　
　
一
時
を
風
靡
す
る
観
が
あ
っ
た
・
一
九
〇
一
・
二
年
の
頃
が
殊
に
そ
　
　
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
る
。
義
和
團
の
鍮
以
前
に
於
て
は
、
孫
文
派
の

　
　
う
で
あ
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宜
傳
機
關
に
は
殆
ど
云
う
に
足
る
も
の
が
な
か
．
た
。
僅
か
に
揚
州

　
　
　
斎
革
命
逸
史
初
集
・
「
横
濱
清
議
報
」
、
六
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
日
記
・
嘉
定
屠
城
記
、
及
び
明
夷
待
訪
録
の
中
か
ら
原
君
．
原
臣

価
　
　
恰
も
義
和
團
後
の
薪
政
に
よ
っ
て
、
留
學
生
が
積
極
的
に
海
外
に
　
　
の
二
篇
を
選
録
し
も
の
が
配
布
さ
れ
て
い
た
に
す
遭
な
い
。
　
一
八
九



6
6
・
，
九
年
末
陳
少
白
が
香
港
で
中
國
口
報
を
創
，
刊
し
て
、
，
革
命
新
聞
の
濫
　
　
役
者
と
す
る
著
名
な
蘇
報
事
件
が
起
さ
れ
て
い
る
◎
剛
九
〇
〇
年
恵
」

　
　
筋
を
な
し
た
と
き
に
も
、
「
筆
政
を
操
る
も
の
が
．
欧
米
の
新
思
想
に
　
　
州
の
起
事
に
失
敗
し
て
後
、
孫
文
派
が
沈
滞
を
か
こ
っ
て
い
る
と
き
、

　
　
疎
い
た
め
に
、
頗
る
學
徒
の
重
覗
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
」
　
　
革
命
の
風
潮
は
東
京
と
上
海
を
中
心
に
、
海
の
内
外
呼
慮
し
て
、
急

　
　
　
　
　
キ
に
キ
ギ

　
　
と
い
う
。
し
か
る
に
義
和
團
後
二
・
三
年
に
し
て
、
新
思
想
と
革
命
　
　
進
的
な
知
識
暦
の
間
に
高
ま
る
の
で
あ
る
。

　
一
排
満
と
は
却
っ
て
留
學
生
の
有
志
に
よ
っ
て
鼓
吹
さ
れ
、
革
命
蓮
動
　
　
　
　
菅
「
中
國
革
命
蓮
動
二
＋
六
年
組
織
史
」
六
七
頁
。
革
命
逸
史
初
集
、
「
東
、

　
　
．
に
ど
っ
て
始
め
て
若
い
知
識
暦
の
積
極
的
な
協
力
を
求
め
得
る
素
地
　
　
　
　
　
京
軍
國
民
教
育
會
」
、
一
〇
九
i
＝
○
頁
を
も
参
照
。

　
　
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
よ
う
に
高
揚
し
始
め
た
新
風
潮
の
下
に
於
て
、
梁
啓
超
は
も
は

　
　
　
　
菅
東
華
績
録
、
光
緒
一
七
〇
、
一
七
六
、
光
緒
二
十
七
年
十
一
月
庚
辰
、
　
　
や
こ
れ
と
歩
調
を
共
に
す
る
こ
と
は
出
來
な
か
っ
た
。
彼
は
一
九
〇

絵
灘
韓
議
盤
鞭
箋
ざ
に
酷
籍
麺
に
擁
驚
繍
襲
晒

　
　
　
糞
篭
命
資
初
集
・
「
革
命
初
期
之
宣
傳
。
叩
」
二
。
⊥
責
・
　
　
を
公
表
し
盗
こ
と
を
要
求
し
た
◎
し
か
も
紀
念
會
の
宣
言
書
は
梁
㈲

　
　
　
ま
た
留
學
生
の
有
志
は
革
命
思
想
の
宣
傳
に
努
め
た
の
み
で
は
な
　
　
啓
超
に
託
し
て
、
薪
民
叢
報
肚
か
ら
華
僑
に
途
ら
れ
て
い
る
。
恰
も

　
’
匝
。
排
満
の
行
動
に
も
出
で
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
　
唱
九
〇
二
　
　
革
命
派
と
不
帥
不
離
の
關
係
を
と
っ
た
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し

　
3
．
年
支
那
亡
國
二
百
四
十
二
年
紀
念
會
が
章
柄
麟
等
に
よ
つ
て
東
京
で
　
　
か
る
に
一
九
〇
三
年
以
後
に
は
、
彼
の
主
張
は
明
か
に
後
退
の
傾
向

　
，
護
起
さ
れ
て
後
、
種
々
の
結
枇
が
相
纏
い
で
起
さ
れ
、
更
に
急
進
分
　
　
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
新
思
想
の
意
外
に
速
か
な
傳
播
に
驚
き
、
自

　
’
子
は
饗
年
軍
國
民
教
育
會
を
東
京
に
設
け
て
、
排
満
を
宣
言
す
る
と
　
　
由
と
破
壊
の
乏
濫
に
た
じ
ろ
ぐ
の
で
あ
っ
た
。
新
思
想
宣
傳
の
導
師

　
　
共
に
、
鼓
吹
・
起
義
及
び
暗
殺
を
實
行
の
方
法
と
し
て
決
定
し
た
と
　
　
と
し
て
、
間
接
に
廣
く
革
命
の
種
子
を
蒔
い
た
梁
啓
超
は
、
却
っ
て

　
　
匹
わ
れ
る
㎡
時
を
同
じ
う
し
て
上
海
に
於
て
も
、
一
九
〇
三
年
察
元
　
　
儒
教
道
徳
の
線
に
澹
う
た
私
徳
の
培
養
を
読
き
、
そ
の
成
長
を
阻
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
を

　
　
増
等
に
よ
っ
て
愛
國
學
肚
が
設
立
さ
れ
、
ま
た
章
柄
麟
・
郷
容
遊
立
　
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
新
た
に
高
揚
の
緒
に
つ
低



　
　
い
た
風
潮
は
、
更
に
そ
の
速
度
を
強
め
ね
ば
止
ま
な
い
で
あ
ろ
う
コ
　
　
っ
た
。
「
余
め
革
命
思
想
は
す
な
わ
ち
こ
こ
に
伏
在
す
る
」
、
と
自
ら

　
　
嘱
九
〇
三
年
「
蘇
報
事
件
前
後
か
ら
漸
く
革
命
書
報
の
全
盛
期
に
入
　
　
述
懐
し
て
い
る
。
恐
ら
く
華
夷
の
別
す
な
わ
ち
排
満
の
意
識
は
、
底

　
　
る
」
と
云
わ
晦
残
菅
革
命
へ
の
傾
向
は
軍
に
留
學
生
の
有
志
の
み
な
ら
　
　
流
と
し
て
漸
江
の
護
書
人
の
間
に
傳
え
ら
れ
て
、
若
き
章
嫡
麟
の
心

　
　
す
、
廣
く
若
き
知
識
暦
の
心
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
義
和
　
　
に
も
訴
え
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
八
八
六
．
七

　
　
團
後
の
い
わ
ゆ
る
薪
政
が
、
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
こ
と
は
云
う
ま
　
　
年
、
十
九
・
二
十
歳
の
頃
、
明
末
の
稗
史
十
七
種
を
護
み
、
唄
八
九

　
　
で
竜
な
い
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
當
り
、
徹
底
し
た
排
満
の
鼓
吹
者
　
　
二
年
の
頃
か
ら
徳
清
の
愈
械
に
つ
い
て
專
ら
春
秋
左
氏
傳
を
治
め
た
。
．

　
　
と
し
て
名
聲
を
う
た
わ
れ
る
も
の
が
、
梁
啓
超
の
朋
友
に
し
て
や
が
　
　
排
満
の
繭
芽
は
明
末
の
稗
史
に
刺
戟
さ
れ
て
、
次
第
に
根
を
下
し
始

　
　
て
そ
の
論
敵
と
な
っ
た
章
柄
麟
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
る
で
あ
ろ
う
し
、
專
ら
春
秋
左
氏
傳
を
治
め
た
こ
と
は
、
後
に
康

　
　
　
静
「
中
華
民
國
開
國
前
革
命
史
」
一
；
責
。
原
文
に
清
議
報
と
あ
る
の
　
　
有
爲
と
樹
立
せ
し
め
る
學
問
上
の
素
地
を
與
え
て
い
る
。
彼
が
科
墨
　
　
一

　
　
　
　
は
、
新
民
叢
報
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
の
念
を
断
っ
た
の
も
、
排
満
意
識
の
現
れ
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
一
　
6
7

　
　 @
論
鱗
蛎
善
蝋
置
翫
町
ハ
墳
『
頁
゜
　
・
八
圭
年
二
夫
歳
の
と
き
、
磐
爲
が
北
京
に
創
立
し
た
輩
免
馳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
入
會
し
、
翌
年
梁
啓
超
に
渤
誘
さ
れ
て
時
務
報
に
關
係
し
た
。
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
學
會
は
風
氣
を
欄
き
知
識
を
開
く
に
は
團
髄
が
必
要
で
あ
り
、
團
鵬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
を

　
　
㌔
章
嫡
麟
に
は
早
く
か
ら
排
満
の
意
識
が
萌
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
　
に
は
開
會
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
地
か
ら
創
立
さ
れ
た
竜
の
で
、
要

　
　
彼
は
漸
江
の
飴
杭
の
出
身
で
あ
る
が
、
一
八
七
七
・
八
年
、
十
一
・
　
　
す
る
に
攣
法
を
推
進
す
る
た
め
の
支
柱
た
る
べ
き
意
味
を
も
つ
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
　
4
二
歳
の
頃
、
「
夷
夏
の
防
は
君
臣
の
義
に
同
じ
」
く
、
，
ま
た
「
も
し
　
　
で
あ
っ
た
。
強
學
會
は
敏
ヶ
月
に
し
て
封
禁
ざ
れ
た
が
、
そ
の
後
間

　
　
李
自
成
が
明
の
天
下
を
得
て
い
た
な
ら
ば
、
自
成
は
よ
く
な
い
け
れ
　
　
も
な
く
諸
方
に
起
る
い
わ
ゆ
る
學
會
の
先
騙
を
な
し
て
、
相
當
の
意

　
　
ど
も
、
そ
の
子
孫
が
皆
不
善
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
今
は
こ
の
よ
　
　
義
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
強
學
會
の
後
を
承
け
て
、
梁
啓
超
等
に
よ

碑
r
ち
な
藷
を
止
蒙
2
、
、
と
盆
父
か
ら
聞
か
さ
墾
こ
と
蓄
「
り
上
海
に
創
緋
さ
魂
の
煮
務
報
で
ゑ
て
、
激
ケ
調
の
間
に
デ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
キ
を

6
8
@
萬
絵
部
の
費
行
を
示
し
た
と
云
わ
れ
る
。
攣
法
の
鼓
吹
に
重
要
な
役
　
　
攣
法
派
に
主
張
す
る
も
の
が
あ
り
、
學
校
と
學
會
の
奨
働
・
民
氣
の

　
　
割
を
果
す
と
共
に
、
二
十
四
・
五
歳
の
青
年
梁
啓
超
の
交
名
を
一
時
　
　
伸
　
張
は
、
殊
に
梁
啓
超
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
殊
別
に
耳

　
　
に
重
か
ら
し
め
た
雑
誌
で
あ
る
。
章
柄
麟
が
排
満
の
念
を
内
に
藏
し
　
　
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
章
柄
麟
の
云
う
學
と
教
と
は
、
「
周

　
　
な
が
ら
、
強
學
會
に
入
會
［
し
時
務
報
に
關
係
を
も
っ
た
の
は
、
急
…
進
　
　
孔
の
道
」
を
指
し
て
い
る
ら
し
く
、
そ
の
貼
康
有
爲
・
梁
啓
超
と
は

　
　
的
な
攣
法
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
康
有
爲
．
梁
啓
超
と
現
歌
打
破
の
　
　
異
っ
て
い
る
。
一
八
九
六
年
章
柄
麟
は
梁
啓
超
か
ら
、
そ
の
師
康
有

　
　
ヤ
黙
に
於
て
共
鳴
す
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
攣
法
　
　
爲
の
宗
旨
が
…
攣
法
自
強
と
孔
教
創
立
に
あ
る
と
聞
か
さ
れ
た
と
き
、

　
　
を
超
え
て
排
満
を
唱
え
る
ほ
ど
に
は
、
當
時
な
お
そ
の
排
満
意
識
も
　
　
攣
法
維
新
は
當
世
の
急
務
で
あ
る
が
、
奪
孔
設
教
は
教
蝸
を
煽
動
す

　
　
高
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
恐
れ
が
あ
り
、
輕
々
し
く
附
和
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
、
と
云
っ

　
　@
　
．

ﾜ
「
箋
叢
韓
膳
欝
響
刊
第
二
た
と
隊
え
ら
れ
駁
．
後
幾
何
も
な
く
し
て
血
早
柄
謹
孔
子
改
制
と
ト

　
　
@
農
南
奮
編
年
譜
」
、
戊
轟
特
、
三
三
頁
．
　
　
い
う
鞘
康
有
爲
の
影
響
を
受
け
る
け
れ
ど
も
こ
の
頃
に
は
塞
司

　
　
　
菅
巽
梁
啓
超
「
清
議
報
一
百
冊
覗
辮
並
論
報
館
之
責
任
及
本
館
之
経
歴
」
、
丈
　
　
互
に
學
問
上
の
交
渉
は
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
何
れ
に
し
て
も

　
　
　
　
集
之
六
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
章
柄
麟
が
時
務
報
で
論
く
と
こ
ろ
は
、
主
眼
は
革
政
に
あ
り
、
政
治

　
　
　
章
柄
麟
は
時
務
謬
．
論
亜
洲
吾
爲
唇
歯
、
友
び
，
．
論
學
會
有
の
改
芝
よ
っ
て
國
勢
の
挽
回
を
圖
ろ
う
と
す
る
も
の
で
・
そ
の
黙

　
　
大
釜
於
黄
人
亟
宜
保
護
L
の
二
篇
を
獲
表
し
て
瀞
る
。
前
篇
で
は
、
，
　
攣
法
派
と
何
等
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
排
満
の
口
吻
は
表
面
に
現
わ

　
　
日
本
と
親
し
ん
で
ロ
シ
ア
を
禦
ぐ
べ
き
を
説
き
、
後
篇
で
は
、
學
校
　
　
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
と
學
會
を
奨
働
し
て
民
氣
を
伸
張
せ
し
め
、
「
吾
が
學
を
昌
に
し
て
　
轟
蒙
＋
八
゜
＋
九
冊
・
光
緒
二
±
一
奎
月
二
百
及
二
＋
三
年
二

　
　
吾
が
類
を
強
め
」
、
「
…
教
を
も
っ
て
民
を
衛
り
、
民
を
も
っ
て
國
を
衛
　
　
　
　
　
月
一
日
。

　
　
る
」
よ
う
に
す
べ
き
で
、
今
の
急
務
は
「
革
政
を
も
っ
て
革
命
を
挽
　
　
　
　
巽
「
中
華
民
國
開
國
前
革
命
史
」
一
；
一
頁
。

　
　
く
し
に
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
日
本
と
結
ん
で
ロ
シ
ア
に
當
る
と
は
、
　
　
章
柄
麟
を
し
て
そ
の
藏
す
る
排
満
の
意
向
を
強
化
せ
し
め
、
更
に



　
　
こ
れ
を
表
面
化
せ
し
砂
る
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
、
戊
成
政
攣
と
義
　
　
く
、
饗
｛
九
〇
二
年
再
び
日
本
に
亡
命
し
て
い
る
砺
そ
し
て
樂
啓
超

　
　
和
團
の
齪
で
あ
る
。
彼
は
戊
戊
の
憂
法
に
参
劃
は
し
な
か
っ
た
け
れ
　
　
が
創
設
し
た
廣
智
書
局
に
招
か
れ
て
、
留
學
生
が
翻
諜
す
る
日
本
書

　
　
ど
も
、
強
學
會
に
入
愈
し
時
務
報
に
關
係
し
た
黙
で
、
お
尋
ね
者
の
　
　
籍
の
繹
文
を
潤
飾
し
て
糊
口
の
資
を
得
た
。
當
時
孫
文
派
と
も
親
し

　
　
一
人
と
な
っ
た
。
そ
し
て
難
を
毫
薄
に
避
け
、
翌
一
八
九
九
年
梁
啓
　
　
く
往
來
し
た
ら
し
く
、
ま
た
留
學
生
の
有
志
は
革
命
の
先
進
か
つ
文

　
　
超
の
勧
め
を
受
け
て
日
本
に
渡
り
、
二
・
三
ヶ
月
に
し
て
上
海
に
返
　
　
豪
と
し
て
、
章
嫡
麟
を
推
重
し
た
と
云
わ
れ
る
。
彼
が
提
唱
し
て
支

　
　
っ
て
い
る
。
毫
濁
で
は
毫
北
新
報
に
文
を
載
せ
て
、
康
有
爲
・
梁
啓
　
　
那
亡
國
二
百
四
十
二
年
紀
念
會
を
東
京
に
開
こ
う
と
し
た
の
も
、
ま

　
　
超
が
「
種
族
を
辮
別
し
て
、
ま
た
忠
を
虜
主
に
数
す
な
き
」
を
勧
告
　
　
た
こ
の
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
し
た
と
云
わ
賑
・
日
本
で
は
梁
啓
超
の
紹
介
で
孫
文
に
も
會
っ
て
い
　
　
　
普
漏
自
由
「
弔
章
太
炎
先
生
」
、
塑
　
目
牛
月
刊
第
二
＋
五
期
、
及
び
「
革
命

る
．
つ
至
九
・
・
年
唐
才
裳
藷
團
の
難
じ
て
上
箆
　
巽
髄
驚
嚢
簸
縢
雛
増
一
軍
　
　
「

　
　
國
會
絡
會
を
開
い
た
と
き
、
こ
れ
に
参
加
し
た
け
れ
ど
も
、
排
満
と
　
　
　
巽
莞
章
柄
麟
「
庚
子
拳
愛
與
穿
督
書
」
、
甲
寅
週
刊
一
の
四
二
。
　
　
　
　
　
6
9

　
　
勤
王
と
、
を
並
び
標
榜
す
る
の
に
不
滞
…
を
も
っ
て
脱
會
し
た
。
そ
し
て
　
　
　
義
和
團
の
齪
前
後
に
於
け
る
章
柄
麟
の
思
想
を
窺
う
に
足
る
も
の
　
喩

　
　
自
ら
辮
髪
を
切
っ
て
排
満
の
意
志
を
表
明
す
る
σ
で
あ
る
。
章
嫡
麟
　
　
は
埴
書
で
あ
る
。
旭
書
に
は
「
皇
漢
辛
丑
後
二
百
三
十
八
年
十
二
月

　
　
三
十
三
歳
の
と
き
の
こ
と
で
、
彼
の
名
が
世
間
的
に
知
ら
れ
る
の
は
、
　
章
嫡
麟
識
」
、
す
な
わ
ち
一
八
九
九
年
奮
暦
十
二
月
の
日
付
あ
る
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
を

　
　
或
は
こ
の
と
き
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
彼
が
総
督
李
鴻
章
に
書
を
迭
　
　
序
を
載
せ
た
も
の
と
、
「
皇
漢
共
和
二
千
七
百
四
十
一
年
章
柄
麟
録
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
を
キ

　
　
っ
て
、
廣
東
の
猫
立
を
勘
め
よ
う
と
し
た
の
も
、
當
時
の
こ
と
で
あ
　
　
す
な
わ
ち
一
九
〇
〇
年
の
日
付
あ
る
自
序
を
載
せ
た
も
の
と
の
二
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ

　
　
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
つ
い
で
唐
才
常
が
漢
口
に
失
敗
す
る
と
、
國
會
　
　
が
あ
る
。
前
書
に
は
梁
啓
超
の
署
名
が
あ
っ
て
㌧
　
一
九
〇
一
年
蘇
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
を

　
　
に
名
を
列
ね
て
い
た
も
の
に
は
一
律
に
逮
捕
の
手
が
延
び
て
、
章
柄
　
　
で
出
版
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
後
書
に
は
郷
容
の
署
名
が
あ
っ
て
共

　
　
麟
は
上
海
租
界
に
潜
み
、
U
九
〇
一
年
難
を
宣
教
師
の
維
螢
す
る
蘇
　
　
和
二
千
七
百
四
十
五
年
夏
四
月
、
す
な
わ
ち
一
九
〇
四
年
東
京
で
出

6
9
@
州
の
東
臭
大
學
に
避
け
、
漢
文
教
師
と
な
っ
た
が
、
逐
求
の
手
嚴
し
　
　
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
前
書
に
は
戊
戌
攣
法
の
頃
か
ら
義
和
團
の



⑳
」
墨
裂
で
暑
か
れ
た
塗
を
監
樋
．
後
書
に
肇
れ
編
改
を
施
’
、
、
，
，
甘
三
書
九
年
」
ピ
暫
て
・
天
九
九
舞
暦
＋
二
碁
自
序
む
、
…

」
－
す
と
共
に
、
籍
團
の
齪
前
後
に
書
か
れ
た
論
文
を
新
た
に
加
え
て
　
　
も
、
晃
○
○
年
に
豪
れ
た
も
の
も
、
と
き
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
よ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
で
あ
る
。

　
・
い
る
。
前
書
に
梁
啓
超
の
署
名
が
あ
る
の
は
、
彼
と
章
嫡
麟
ど
は
親

　
　

ｶ
い
友
人
で
あ
り
・
か
つ
當
時
梁
啓
超
は
殆
輩
命
論
に
誓
主
張
　
茎
日
の
も
三
特
色
は
、
援
意
識
な
℃
種
族
蕪
が
随
磨

　
　
を
も
な
し
て
・
一
部
で
は
革
命
派
と
目
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
・
　
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
民
婆
℃
種
族
は
、

　
　
ま
た
後
書
暴
容
の
署
名
が
あ
る
の
は
・
馨
超
煮
革
命
で
あ
る
華
夷
思
想
に
裏
付
け
さ
れ
、
こ
れ
と
不
可
分
の
關
係
に
あ
る
よ
う
に

　
　
の
を
見
破
り
・
薪
た
に
激
し
い
排
満
を
唱
え
る
郷
容
の
署
名
を
掲
げ
　
　
思
わ
れ
る
。
孫
文
の
民
族
主
義
が
ほ
ぼ
異
民
族
の
支
配
と
そ
れ
か
ら

　
．
る
こ
と
に
よ
っ
て
・
そ
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
　
　
の
猫
立
を
強
調
す
る
の
と
は
、
異
つ
た
性
格
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ

　
　
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
章
嫡
麟
が
郷
容
を
知
っ
た
の
は
、
｝
九
〇
三
年
、
　
る
が
、
そ
れ
は
或
は
古
典
的
な
造
詣
と
近
代
的
な
教
養
と
の
差
異
に

　
　
ﾌ
春
よ
醤
於
て
で
あ
り
・
夏
に
は
蘇
報
事
件
の
た
め
に
共
嶽
中
基
く
、
占
云
い
得
る
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
璃
墜
於
て
も
∴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

　
　
に
繋
が
れ
て
い
る
。
郷
容
の
署
名
も
恐
ら
く
こ
の
年
春
夏
の
頃
に
書
　
　
中
國
の
み
棚
丈
朋
で
、
他
は
悉
く
野
攣
で
あ
る
と
云
う
の
で
は
な
い
。
　
｝

　
「
か
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
　
、
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欧
米
は
「
何
れ
も
中
國
」
で
あ
っ
て
、
「
そ
れ
は
吾
が
華
夏
と
色
に
　
　
，
・

　
　
　
」
菅
郷
容
の
署
名
あ
る
旭
書
解
辮
篇
に
、
「
共
和
二
千
七
百
四
＋
一
年
秋
七
　
　
黄
白
の
差
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
何
れ
も
徳
慧
術
知
あ
る
民
」
と
す
べ

　
　
@
　|
塗
藻
紐
綾
畿
鍵
慧
㎝
脳
隷
年
に
く
↓
、
ア
ジ
ア
に
於
て
霧
幕
の
族
は
、
西
養
（
1
1
中
國
）
、

　
　
　
藁
議
「
本
師
章
奏
先
告
授
少
年
護
筆
記
」
に
・
「
葦
（
充
東
旨
本
あ
り
、
他
は
著
録
に
値
し
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た

　
　

@
　E
一
）
刻
響
於
蘇
州
」
と
あ
る
も
の
に
當
る
。
　
　
　
（
新
奮
爾
埴
書
原
人
篇
）
f
夷
思
想
は
阿
片
馨
以
來
徐
々
に
攣
形
さ
れ
・
康

　
　
　
．
．
．
明
か
に
戊
轟
法
の
頃
に
豪
れ
た
も
の
に
は
、
轟
．
改
學
及
髪
有
爲
を
頂
讐
す
る
急
進
的
轟
法
論
者
は
・
立
憲
政
讐
中
國
に

　
　
　
　
廟
の
三
篇
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
戊
成
七
月
、
戊
戌
春
及
び
戊
戊
春
と

　
　
　
　
．
製
作
の
年
月
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
排
満
の
口
調
は
　
　
導
入
す
る
た
め
の
論
擦
を
、
経
書
の
精
髄
が
西
洋
の
近
代
に
實
現
さ

　
　
　
　
ま
だ
出
て
い
な
い
。
ま
た
帝
韓
篇
に
は
、
「
自
永
嘉
喪
亡
以
至
庚
子
二
　
　
　
れ
て
い
る
と
い
う
勲
に
求
め
光
。
　
「
西
洋
の
致
強
は
實
に
経
義
の
精



　
　
に
暗
合
す
る
も
の
で
、
別
に
薪
創
の
治
を
な
す
わ
け
で
な
」
か
っ
た
　
　
の
實
は
全
く
な
く
、
「
虎
に
冠
を
付
け
猿
に
衣
を
着
せ
る
」
に
等
L

　
　
　
　
　
キ
を

　
　
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
西
洋
を
夷
秋
覗
す
る
傳
統
的
な
考
え
方
志
、
正
　
　
い
、
と
極
言
し
て
い
る
。
章
柄
麟
も
夷
秋
の
進
化
を
認
め
な
い
の
で

　
　
に
逆
の
關
係
に
立
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
「
経
義
の
精
」
を
西
洋
に
　
．
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
戎
歌
よ
り
進
ん
で
も
、
部
族
は
固
よ
り

　
　
投
影
せ
し
め
る
黙
に
於
て
、
な
お
形
を
攣
え
た
中
華
意
識
た
る
を
失
　
　
中
國
と
殊
な
る
」
の
で
あ
り
、
「
虜
姓
は
進
化
し
て
竜
、
な
お
そ
の

　
　
わ
な
い
。
そ
の
黙
章
柄
麟
は
康
有
爲
と
異
っ
て
い
る
。
彼
は
欧
米
を
　
　
部
族
を
辮
別
し
て
、
紛
揉
せ
し
め
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
た
。

　
　
徳
慧
術
知
の
民
、
震
旦
と
日
本
と
を
艦
義
冠
帯
の
族
と
云
い
↓
激
米
　
　
華
夷
の
別
は
文
化
の
高
低
で
は
な
ぐ
し
て
、
種
族
の
相
違
で
あ
る
。

　
’
に
別
個
の
中
國
を
認
め
よ
う
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
「
一
切
は
種
類
を
も
っ
て
断
と
す
」
ぺ
く
、
種
類
の
同
異
が
あ
ら
ゆ

　
　
　
菅
梁
啓
超
の
署
名
あ
る
埴
書
を
奮
態
書
、
郷
容
の
署
名
あ
る
埴
書
を
新
埴
　
　
る
こ
と
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
黙
章
柄
麟
は
康
有
爲
と
封
照

　
　@
輪
驚
灘
書
」
講
二
葦
吾
閏
初
鴛
灘
陽
雛
葎
縣
腔
難
樋
論
藻
確
証

　
　
　
し
か
る
に
鵡
麟
の
華
夷
思
想
は
．
夷
警
封
し
て
遙
か
藻
刻
か
ら
は
暴
の
膿
は
出
て
妄
い
の
で
あ
る
・
　
　
　
一

で
あ
る
．
今
そ
れ
が
最
も
強
く
表
明
さ
れ
て
い
る
原
盒
灘
鷹
琴
る
に
、
磐
爲
は
畢
の
精
讐
西
洋
に
馨
し
・
鵡
麟

　
　 h
）
に
例
を
取
る
な
ら
ば
、
嚢
は
’
「
人
で
は
奮
、
猿
が
人
の
は
嚢
姦
類
髭
箏
る
・
か
く
て
一
は
立
憲
政
讐
導
入
に
積

－
形
に
似
、
牲
々
が
人
の
口
眞
似
を
よ
く
ナ
る
、
よ
う
な
も
の
で
、
「
そ
極
的
な
道
を
開
い
て
・
饗
維
蓼
先
頭
笠
ち
・
他
は
華
夷
を
辮

あ
霧
は
民
と
す
る
覧
ら
ナ
、
そ
の
酋
豪
は
君
と
す
乏
足
ら
な
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
・
排
嚢
吹
の
導
師
と
な
っ
た
・
何
れ
も
華

　
　
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
夷
歓
の
支
配
は
墓
奪
の
比
で
は
な
い
。
　
夷
思
想
の
嚢
現
で
あ
る
こ
と
に
は
攣
り
な
い
け
れ
ど
も
、
華
夷
思
想

　
、
篁
奪
し
て
三
代
を
経
れ
ば
、
民
は
そ
の
民
と
な
り
、
地
は
そ
の
地
と
　
　
の
も
つ
丈
化
と
民
族
の
何
れ
に
基
礎
を
お
く
か
が
、
憂
法
と
排
滞
と

　
　
な
う
て
、
民
衆
に
大
害
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
君
主
と
し
て
も
差
支
　
　
の
重
要
な
分
岐
黙
と
な
っ
て
い
る
。
華
夷
思
想
の
重
心
は
、
」
云
う
ま

7
1
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え
な
い
。
し
か
る
に
夷
歌
は
億
萬
世
天
下
を
支
配
し
よ
う
と
も
、
君
∴
で
も
な
く
文
化
に
あ
る
が
、
そ
の
底
に
存
在
す
る
民
族
を
強
く
表
面
喋



η
　
に
押
し
出
し
て
、
文
化
と
そ
の
地
位
を
顛
倒
せ
し
め
た
と
こ
ろ
に
浅
　
　
者
は
當
罰
を
主
ど
っ
て
、
名
位
を
主
ど
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
「
素

　
　
章
嫡
麟
の
特
異
性
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
王
室
帝
を
も
っ
て
名
位
を
主
ど
る
」
も
の
が
共
主
で
あ
る
、
と
主
張

　
　
　
な
お
章
柄
麟
の
夷
秋
に
封
す
る
考
え
方
、
す
な
わ
ち
排
満
意
識
と
　
　
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
覇
者
に
満
漢
を
問
わ
な
い
と
し
て
も
、

　
　
關
聯
し
て
述
ぺ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
－
郷
容
が
題
字
を
書
い
た
新
　
　
章
柄
麟
は
清
朝
を
そ
の
ま
ま
覇
者
と
し
て
認
め
る
の
で
は
な
い
。
そ

　
　
旭
書
の
胃
頭
に
、
客
帝
匡
謬
及
び
分
鎭
匡
謬
の
二
篇
を
掲
げ
て
い
る
　
　
れ
で
は
「
高
義
殆
ど
阻
ま
れ
、
配
天
の
志
殆
ど
息
む
」
の
で
あ
っ
て
、

　
　
こ
と
で
あ
る
。
客
帝
及
び
分
鎭
の
二
篇
は
、
も
と
梁
啓
超
が
題
字
を
　
　
　
「
満
洲
を
嬢
逐
す
る
の
も
今
日
に
あ
り
、
満
洲
を
接
逐
せ
ざ
る
も
ま

　
　
書
い
た
奮
嬉
書
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
新
旭
書
で
は
「
録
　
　
た
今
日
に
あ
る
。
客
帝
が
誠
に
誠
明
な
ら
ば
、
必
す
陸
蟄
に
な
ら
っ

　
　
し
て
こ
の
篇
を
欄
る
」
、
と
載
録
し
て
而
も
そ
の
馴
除
を
宣
言
し
て
い
　
　
て
、
餐
を
引
い
て
名
を
降
り
、
方
帽
を
も
っ
て
自
ら
塵
れ
L
と
云
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
る
。
客
帝
と
は
、
満
洲
の
如
き
異
族
が
來
っ
て
申
國
を
支
配
す
る
…
場
　
　
客
帝
は
「
君
主
と
し
て
で
は
な
く
、
長
官
」
と
し
て
扱
わ
る
べ
き
も
　
　
一

　
　
合
を
指
し
て
云
う
。
恰
も
異
國
の
人
材
を
登
用
し
た
場
合
に
、
こ
れ
　
　
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
η

　
　
を
客
卿
芸
う
に
同
じ
で
あ
る
・
し
か
し
客
卿
に
は
こ
れ
を
用
う
る
　
章
罐
は
客
帝
匡
霧
に
於
て
・
「
募
は
一
八
九
八
・
九
舞
一

　
　
も
の
が
あ
る
が
、
客
帝
に
は
誰
が
主
と
な
っ
て
こ
れ
に
印
璽
を
授
け
　
　
を
避
け
て
か
ら
、
清
を
奪
ぶ
も
の
と
交
っ
て
客
帝
を
作
り
、
か
ゆ
そ

　
　
る
か
、
と
章
嫡
麟
は
問
い
、
そ
し
て
「
震
旦
の
共
主
は
漢
よ
り
以
來
二
　
　
め
の
心
を
飾
っ
た
。
本
を
棄
て
て
教
を
崇
び
、
遠
く
時
勢
に
違
っ
て

　
　
千
飴
年
に
し
て
禾
だ
か
っ
て
そ
の
姓
を
易
え
た
ご
と
が
な
い
」
、
「
震
　
　
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
恐
ら
く
客
帝
の
一
篇
は
、
難
を
日
本
に
…
避

　
　
旦
の
共
主
は
仲
尼
の
子
孫
で
な
く
て
誰
で
あ
る
か
」
、
と
答
え
て
い
’
　
け
て
、
清
を
奪
ぶ
も
の
、
す
な
わ
ち
梁
啓
超
等
と
親
し
く
し
た
頃
に

　
　
る
。
中
國
の
共
主
は
孔
子
の
子
孫
で
あ
り
、
二
千
年
來
自
ら
帝
王
と
　
　
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
教
を
崇
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
云
う
．

　
　
號
し
た
も
の
は
、
周
の
桓
公
・
丈
公
及
び
日
本
の
幕
府
の
如
き
も
の
、
　
ま
で
も
な
く
孔
子
の
子
孫
を
二
千
年
來
の
共
圭
と
し
て
想
定
し
た
こ

　
　
す
な
わ
ち
覇
者
で
あ
る
。
覇
者
は
「
漢
で
あ
ろ
う
が
、
満
で
あ
ろ
う
　
　
と
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
一
面
で
は
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

　
　
が
、
鶴
や
蝋
，
が
前
を
通
り
す
ぎ
る
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
。
　
覇
　
　
の
排
満
の
念
を
表
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
孔
子



　
　
の
子
孫
を
共
主
と
し
て
崇
ぶ
の
は
客
帝
篇
の
み
の
こ
と
で
は
な
い
σ
　
　
八
年
春
湖
廣
総
督
張
之
洞
に
招
か
れ
た
と
き
に
も
、
康
有
爲
が
教
主

　
　
奮
旭
書
の
襟
読
篇
に
も
、
「
王
者
は
代
替
し
て
孔
は
代
喪
し
な
い
」
、
　
　
に
な
ろ
う
と
す
る
の
は
、
奇
妙
な
こ
と
を
考
え
る
嫌
い
が
あ
る
、
と

　
　
「
戎
歌
あ
っ
て
我
が
九
鼎
を
盗
も
う
と
も
、
誠
に
共
主
を
如
何
と
も
　
　
語
っ
た
と
傳
え
ら
れ
る
。
奮
旭
書
の
棘
盤
篇
に
も
、
孔
子
が
上
天
及

　
　
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
」
、
と
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
　
こ
の
　
　
び
鬼
神
を
退
け
た
難
に
、
「
孔
氏
が
そ
の
聖
も
っ
て
百
王
の
マ
轍
．
を
鰐

　
　
頃
の
章
柄
麟
が
も
つ
一
傾
向
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
す
に
足
る
」
所
以
を
求
め
た
け
れ
ど
も
、
絶
え
て
孔
子
を
…
教
主
と
云

　
　
　
　
管
新
埴
書
襟
志
篇
に
も
、
こ
の
條
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
尊
孔
　
　
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
康
有
爲
は
古
丈
を
劉
敵
の
儒
作

　
　
　
　
の
名
残
り
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
読
く
の
で
あ
っ
た
が
、
章
嫡
麟
は
そ
の
不
當
を
述
べ
、
古
丈
は
今

　
　
　
こ
の
よ
う
な
奪
孔
の
傾
向
は
、
ま
た
孔
子
の
素
王
改
制
を
容
認
し
　
　
丈
に
勝
る
、
と
考
え
て
い
た
。
素
王
に
つ
い
て
も
、
「
素
王
は
徳
に

　
　
て
い
る
こ
と
と
も
、
關
聯
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
奮
薯
の
籍
肇
、
あ
・
て
符
命
に
あ
る
の
で
は
な
い
」
と
云
・
て
、
康
有
爲
が
や
や
も
　

　
　
春
秋
は
「
夏
政
を
魯
に
返
し
て
、
薪
王
の
た
め
に
制
作
し
、
漢
の
た
　
　
す
れ
ば
孔
子
を
緯
書
に
附
會
す
る
傾
き
が
あ
る
の
と
は
、
反
封
の
立
　
7
3

　
　

ﾟ
に
制
作
し
た
の
で
は
な
い
」
、
と
春
禁
魯
を
周
に
代
る
べ
き
新
し
場
に
立
ぞ
い
た
（
鰭
輩
・
し
か
し
な
が
ら
孔
子
改
制
の
転
兜

　
　
い
王
者
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
制
を
立
て
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
　
　
康
有
爲
の
影
響
と
見
傲
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
云
い
か
え
る
な
ら
ば
、

　
　
め
、
ま
た
「
筍
子
の
い
わ
ゆ
る
後
王
は
素
王
で
あ
り
、
こ
こ
に
い
わ
　
　
そ
の
黙
に
關
す
る
限
り
、
古
丈
派
で
あ
る
章
柄
麟
が
今
丈
派
に
接
近

　
　
ゆ
る
後
王
に
法
る
と
は
、
春
秋
に
法
る
こ
と
で
あ
る
」
と
読
い
て
い
　
　
し
て
い
た
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
素
王
と
し
て
の
孔
子
の
改

　
　
る
。
こ
の
孔
子
改
制
と
い
う
考
え
方
に
は
、
恐
ら
く
康
有
爲
の
影
響
　
　
制
を
認
め
、
こ
れ
に
立
脚
し
て
、
孔
子
の
子
孫
を
二
千
年
來
の
共
主

　
　
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
た
だ
康
有
爲
は
孔
子
の
改
制
を
唱
え
る
と
共
　
　
と
す
る
考
が
引
き
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
に
、
孔
子
を
教
主
と
し
て
崇
ぶ
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
黙
に
は
章
柄
…
　
　
　
斎
凋
自
由
「
中
華
民
國
開
國
前
革
命
史
」
一
＝
一
頁
。

　
　
麟
は
同
調
し
得
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
彼
は
｝
八
九
六
年
奪
孔
　
　
　
し
か
る
に
新
篤
書
に
於
て
、
章
嫡
麟
の
孔
子
に
封
す
る
見
方
は
大

7
3@
設
教
は
教
禰
を
煽
動
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
梁
啓
超
に
語
り
、
一
八
九
　
　
き
く
蒋
換
し
て
い
る
。
彼
は
薪
葱
書
の
訂
孔
篇
に
、
孔
子
が
支
那
に
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出
た
の
は
支
那
の
禍
本
で
あ
．
姓
、
孔
子
が
未
曾
有
の
人
物
と
し
て
貴
・
　
の
た
め
で
あ
る
。
而
も
こ
れ
と
關
聯
し
て
、
左
丘
明
を
高
く
評
債
し
、
隔

　
・
ば
れ
た
こ
と
が
、
支
那
の
精
神
を
守
奮
的
に
傾
か
じ
め
た
一
原
因
で
　
　
か
つ
「
孔
氏
死
し
て
名
實
と
も
に
倍
仇
す
る
に
足
る
も
の
は
、
漢
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
を

　
　
あ
る
、
と
云
う
遠
藤
博
士
の
言
を
引
い
て
、
孔
子
が
度
を
起
え
て
聲
　
　
劉
歓
で
あ
る
」
と
読
い
て
、
劉
歌
を
孔
子
と
並
ぶ
地
位
に
ま
で
高
め

　
　
望
あ
る
所
以
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
6
す
な
わ
ち
六
藝
は
道
　
　
る
の
で
あ
る
。
劉
歌
は
云
う
ま
で
も
な
く
古
文
派
の
開
阻
で
あ
り
、

　
　
家
墨
家
の
周
知
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
老
墨
の
諸
公
は
六
藝
の
　
　
左
丘
明
は
春
秋
左
氏
傳
の
編
者
と
し
て
傳
え
ら
れ
る
。
劉
敵
と
左
丘
、

　
　
制
定
に
意
を
用
い
す
、
孔
子
が
そ
の
威
を
檀
に
し
た
。
秦
の
焚
書
に
　
　
明
と
を
甚
だ
重
く
見
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
章
嫡
麟
が
今
文
を
離
れ
、

　
　
遭
う
て
散
じ
、
ま
た
出
で
て
、
關
鍵
は
自
ら
孔
子
に
握
ら
れ
、
諸
子
　
　
春
秋
公
羊
傳
を
退
け
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
云
い
か
え
る
な
ら
ば
、

　
　
は
後
方
に
退
く
の
み
で
あ
っ
た
と
。
孔
子
に
聲
望
が
脇
す
る
所
以
は
、
　
康
有
爲
の
影
響
を
彿
拭
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
六
藝
の
捌
定
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
か
　
・
検
馨
三
、
訂
孔
上
下
篇
は
、
こ
れ
を
整
藩
し
た
も
の
で
あ
る
。
一

　
　
ら
、
孔
子
が
萬
事
に
卓
絶
し
た
人
物
で
あ
る
、
と
章
柄
麟
は
云
う
の
　
　
　
巽
蓮
藤
隆
吉
「
支
那
哲
學
史
」
三
六
－
七
頁
に
見
ゆ
。
明
治
三
十
三
年
（
一
　
履

　
　
で
は
な
い
。
孟
子
・
筍
子
に
較
ぺ
て
、
博
く
故
事
に
通
じ
・
比
較
に
　
　
　
　
九
〇
〇
）
五
月
二
十
九
目
螢
行
。
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
な
ら
な
い
ほ
ど
に
才
が
秀
い
で
て
い
る
黙
は
認
め
る
け
れ
ど
も
・
知
，
　
　
こ
の
よ
う
に
章
柄
麟
が
孔
子
に
封
す
る
見
方
を
「
古
の
良
史
」
と
、

　
　
徳
は
少
し
く
孟
子
に
劣
り
、
筍
子
の
學
は
孔
子
に
過
ぎ
、
「
孟
筍
の
　
　
改
め
た
の
は
、
恐
ら
く
章
學
誠
の
「
六
経
皆
史
」
の
読
に
負
う
も
の

　
　
道
術
は
皆
遙
か
に
孔
氏
を
超
え
る
」
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
・
　
　
で
あ
る
。
彼
は
新
旭
書
に
於
て
、
「
會
稽
の
章
學
誠
は
文
史
．
校
鎌

　
　
孔
子
は
孟
子
・
筍
子
と
同
列
に
於
て
そ
の
優
劣
が
比
較
さ
れ
る
の
で
　
　
の
諸
通
義
を
つ
く
っ
て
、
劉
歌
．
班
固
の
學
を
復
活
し
た
」
と
云
い
、

　
　
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
す
・
孔
子
が
六
藝
を
制
定
し
た
所
以
に
つ
　
　
ま
た
「
六
藝
は
史
で
あ
る
」
ど
も
、
「
人
は
六
経
は
皆
史
と
言
う
が
、

　
　h
は
・
重
要
な
意
華
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
「
孔
氏
は
古
古
罪
擢
で
あ
る
の
姦
ら
な
い
」
、
と
羨
ぺ
て
い
る
。
（
清
儒
篇
）

　
　
の
量
で
あ
り
・
輔
す
る
に
左
丘
明
を
も
そ
し
て
・
春
秋
を
次
第
こ
の
．
古
史
は
皆
経
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
は
、
「
道
馨
流
は

　
　
ｵ
豪
を
料
比
し
ξ
と
孔
子
を
勝
れ
た
魔
家
と
見
る
の
は
そ
答
に
出
で
、
藩
．
華
は
古
の
墨
で
あ
る
」
（
雛
騨
と



　
　
い
う
態
度
と
共
に
、
後
に
章
柄
麟
が
唱
え
る
『
九
流
皆
史
L
読
の
先
、
　
ら
し
め
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
督
撫
の
才
あ
る
も
の
を
道
の
長
と

　
　
騙
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
康
有
爲
が
読
く
「
諸
子
の
創
教
改
制
」
　
　
し
て
、
道
の
長
は
行
政
権
の
み
な
ら
す
外
交
構
を
も
握
り
、
た
だ
歳

　
　
読
と
は
貢
向
か
ら
封
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
に
角
経
は
史
で
あ
り
、
　
ご
と
に
敷
十
萬
金
を
申
央
に
納
め
る
に
す
ぎ
’
な
い
。
道
の
長
は
失
地

　
，
古
史
は
経
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
孔
子
の
素
王
改
制
は
當
然
　
　
訣
貢
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
終
身
そ
の
地
位
に
留
り
、
．
死
す
れ
ば
そ

　
　
に
否
定
さ
れ
、
孔
子
の
子
孫
を
二
千
年
來
の
共
主
と
す
る
考
え
方
に
　
　
の
屡
吏
を
推
し
て
中
央
か
ら
任
命
の
形
を
探
る
◎
こ
れ
が
章
柄
麟
の

　
　
も
、
反
省
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
す
薪
　
　
　
い
わ
ゆ
る
「
封
建
と
方
鎭
と
を
一
に
し
た
も
の
」
、
す
な
わ
ち
分
鎭
、

　
　
旭
書
に
於
て
章
嫡
麟
は
、
「
儒
に
一
孔
あ
っ
て
、
後
王
に
法
ら
す
し
　
　
で
あ
っ
て
、
分
鎭
ご
と
に
内
政
を
修
め
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
天
下
は

　
　
で
神
運
に
眩
む
」
（
官
統
篇
上
）
、
と
孔
子
を
非
讐
、
或
は
．
今
の
世
は
少
康
を
得
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
「
瓜
分
し
て
外
人
量
え
る
よ
り

　
　
、
孔
氏
の
言
婁
す
る
も
の
少
な
い
」
（
儒
侠
篇
）
、
と
孔
子
の
繁
當
世
に
も
、
瓜
分
レ
て
方
讐
嬰
る
の
が
勝
っ
て
い
る
」
、
と
云
う
の
で
あ
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
鯨
り
役
に
立
た
な
い
と
考
え
て
い
る
。
客
帝
匡
謬
篇
に
「
本
を
棄
て
　
　
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
、
「
已
む
を
得
す
し
て
官
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蓑
を
崇
び
、
遠
く
時
勢
蓮
ぞ
い
た
」
と
述
べ
て
、
自
ら
客
帝
制
を
改
め
る
こ
と
が
出
來
な
い
な
ら
ば
・
分
繁
よ
い
」
・
孤
う
帥

　
　
篇
の
妄
を
正
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
孔
子
観
の
韓
換
と
深
く
　
　
前
提
が
あ
っ
た
。
革
命
が
不
可
能
と
す
る
な
ら
、
吹
善
の
策
と
し
て
、

　
　
繋
が
り
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
一
面
で
は
「
清
を
奪
　
　
一
種
の
「
聯
邦
制
」
に
も
似
た
分
鎭
が
ま
だ
よ
い
、
と
考
え
た
の
で

　
　
ぶ
も
の
」
と
の
思
想
的
な
絶
縁
を
も
意
味
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
奮
旭
書
に
於
て
、
中
國
と
日
本
の
盛
衰
に
観
て
、
國
は
「
小

　
　
　
　
管
薔
埴
書
官
統
篇
及
び
儒
侠
篇
に
は
、
こ
れ
等
の
文
句
な
レ
。
　
　
　
　
　
　
で
な
け
れ
ば
自
強
す
る
に
足
り
な
い
」
、
「
中
國
今
日
の
存
滅
は
自
分

　
　
　
次
に
客
帝
匡
謬
篇
と
並
び
新
旭
書
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
分
鎭
匡
　
　
は
知
ら
な
い
。
後
に
賢
明
な
君
主
あ
軌
と
す
れ
ば
、
必
す
分
裂
の
季

　
　
謬
の
篇
も
、
奮
套
日
に
撃
た
分
籍
の
誤
謬
を
正
し
た
も
の
で
に
起
る
で
あ
ろ
う
（
東
堕
篇
）
、
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
と
同
じ
心

　
　
・
あ
る
。
分
鎭
篇
に
於
て
は
、
河
北
・
山
東
・
山
西
・
河
南
及
び
東
三
　
　
境
に
焚
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
義
和
團
の
齪
に
乗
じ
て
、
李
鴻
章

佑
　
省
を
王
畿
と
し
、
そ
の
他
を
五
道
江
分
っ
て
ら
道
を
王
畿
に
附
庸
た
　
　
に
籏
東
の
凋
立
を
渤
め
帽
誌
づ
巴
し
た
の
竜
、
分
鎭
の
構
想
と
關
聯
が
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あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
分
鎭
は
排
満
の
革
命
で
は
な
、
い
け
れ
ど
も
、
　
　
な
か
新
奮
爾
櫨
書
は
學
術
の
書
で
あ
る
と
同
時
に
経
世
の
書
で
あ
る
つ

　
　
形
を
…
攣
え
た
排
満
…
の
表
明
に
外
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
義
和
團
の
齪
前
後
に
於
け
る
章
柄
麟
の
民
族
思
想
の
み
な
ら
す
、
＼
そ

　
　
　
　
菅
章
柄
麟
の
「
庚
子
拳
愛
興
穿
督
書
」
に
は
、
「
明
か
に
政
府
と
絶
っ
て
、
　
　
の
政
治
思
想
を
考
え
る
上
に
も
屈
強
の
材
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
列
張
に
藩
鎭
の
侍
む
べ
き
を
示
す
の
が
勝
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
」
と
　
　
今
は
こ
れ
位
に
留
め
た
い
。
下
篇
に
於
て
と
き
に
参
照
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
云
い
、
戊
戌
の
獄
に
難
を
海
外
に
避
け
て
い
る
も
の
を
用
い
、
更
に
こ

　
　
　
　
　
れ
を
湘
響
院
器
の
諸
幕
府
に
散
布
し
て
・
譲
を
し
て
互
に
協
力
　
あ
ろ
う
か
と
思
う
。

　
　
　
　
す
る
よ
う
に
す
べ
き
を
読
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
【
附
記
］
　
こ
の
稿
を
草
す
る
に
當
り
、
小
島
瀦
馬
先
生
か
ら
郷
容
の
署
名

　
　
　
し
か
る
に
分
鎭
匡
謬
篇
に
於
て
は
・
「
新
た
に
事
を
用
う
る
も
の
　
あ
る
薯
を
、
宮
崎
市
箋
生
か
ら
睾
民
國
闘
前
蕃
簑
び
武
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
革
命
眞
史
を
、
島
田
慶
衣
氏
か
ら
梁
啓
超
の
署
名
あ
る
埴
書
を
拝
借
す
る

　
　
、
が
畏
催
す
る
こ
と
大
老
奮
臣
に
す
ぎ
、
一
道
を
属
し
て
も
任
に
堪
え
　
　
　
こ
と
が
出
來
た
。
深
く
感
謝
の
意
を
捧
げ
た
い
。
な
お
島
田
氏
所
藏
の
植

　
　
な
い
」
、
「
申
國
を
領
導
す
る
の
は
新
聖
に
あ
る
」
、
と
自
ら
こ
の
篇
　
　
　
　
書
は
二
冊
本
で
あ
る
が
、
研
究
所
に
あ
る
一
冊
本
の
旭
書
と
内
容
は
同
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
を
制
除
し
て
い
る
。
分
鎭
匡
謬
篇
は
、
客
帝
匡
謬
管
と
同
じ
く
、
共
　
　
　
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
和
二
千
七
百
四
土
年
す
な
わ
ち
一
九
〇
〇
年
に
童
日
か
れ
た
も
の
で
・
　
　
　
　
　
　
　
，
．
：
　
　
　
一

　
　
恐
ら
く
唐
才
常
の
攣
後
上
海
租
界
に
潜
ん
で
い
た
頃
の
作
で
あ
ろ
う
。

　
　
當
時
形
勢
観
望
の
形
で
あ
っ
た
東
南
の
督
撫
は
、
再
び
清
朝
に
露
趨

　
　
し
、
齪
後
の
事
態
も
漸
く
牧
拾
の
萌
し
が
見
え
て
き
た
。
孔
子
の
子

　
　
孫
を
共
主
と
す
る
考
が
、
「
遠
く
時
勢
に
違
っ
て
い
た
」
こ
と
を
知

　
　
る
と
共
に
、
分
鎭
の
構
想
が
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
悟
る
の
は
、
こ

　
　
の
時
期
で
あ
っ
て
、
以
後
章
嫡
麟
は
徹
底
し
た
排
満
の
鼓
吹
者
と
し

　
　
て
現
わ
れ
て
い
る
。
客
帝
匡
謬
と
分
鎭
匡
謬
の
二
篇
を
作
り
、
或
は

　
　
共
和
と
い
う
年
號
を
用
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
端
的
な
表
明
で
あ
る
ゆ



Nationlism of Chang Ping-Lin

Hidemi Onogawa

Chang, Ping-lin was purhaps the greatest of advocates of nationalism
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at ,the end of th~'Ch~ing. ',The 'present .artic1e traces the formation of"'

, his nationalism and its subsequent changes. Part. I descr,ibes how he

clarified his anti-Manchu principle freeing himself from the thought

<;>f ;K'ang Yu-wei and others. Part II describes his doctorine at the

'tIme of the Su-pao incident and during the period when he was the
. Editor of the Min-pao.
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