
丹
語
源
考
」
、
山
本
守
寸
蒙
古
住
名
義
孜
』
の
ほ
か
、
・桑
函
六
郎
「
宋
と
大
食
」
、

佐
藤
安
四
郎
「
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
時
代
の
マ
ニ
教
に
つ
い
て
」
、
藤
本
勝
次

「
カ

リ
フ
・
ム
ウ
タ
シ
ム
と
ト
ル
コ
奴
隷
兵
」
な
ど
ア
ラ
ぜ
ア
関
係
の
も
の
が
自
に

つ
く
。
つ
ぎ
に
は
清
朝
史
関
係
で
、
石
田
幹
之
助
「
郎
世
寧
俸
孜
略
補
選
」
、

小
野
川
秀
美
「
何
啓

・
胡
膿
垣
の
新
政
論
議
」
、
田
中
克
巳
「
遁
謬
グ
ル
フ
マ

ン
L

、
羽
田
明

「
ガ
ル
ダ
ン
停
雑
考
」

Y

三
田
村
泰
助
「
満
洲
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の

祭
紳
ど
祝
詞
」
な
ど
五
篇
に
上
り
、
民
閣
に
入
つ
て
は
、
三
上
諦
磁
「
中
山
鑑

事
件
の
一
考
察
」
が
あ
る
。
法
制
史
で
は
、
安
部
健
夫
「
讃
元
県
章
札
記
三
則」、

内
藤
乾
士
ロ
「
敦
燈
瑞
伏
見
唐
職
制
戸
婚
厩
庫
律
断
簡
」
、
仁
井
田
陸
「
ス
タ
イ
ン

敦
爆
裂
見
の
天
下
姓
望
民
族
譜
」
、
1

併
数
史
で
は
、
小
笠
原
宣
秀
「
明
侍
浮
土

教
の
指
向
」
、
塚
本
善
隆
寸
教
健
日本
ジ
ナ
併
数
々
圏
制
規
」
、
野
上
俊
静
・
稲
葉

正
就
コ
克
の
帝
師
に
つ
い
て
」
、
吉
岡
義
銀

「
蹄
去
来
鮮
と
例
数
」J

突
撃
史
な

い
し
書
誌
皐
で
は
、
今
西
春
秋
「
六
闘
史
の
鐙
例
」
、

‘
内
藤
戊
申

「
断
代
史
に

つ
い
て
」
、
河
崎
章
夫

「清
史
稿
の
諸
版
に
つ
い
て
」
、
藤
枝
先
「
西
夏
経」
、
守

屋
美
都
雄
「
養
生
月
覚
に
つ
い
て
」
。
そ
の
ほ
か
田
村
賞
造
「
明
代
の
九
溢
鎮
」
、

森
鹿
三
「
居
延
出
土
の
一
加
書
に
つ
い
て
」
な
ど
が
あ
り
、
日
華
関
係
に
つ
い

て
は
、
小
野
勝
年

「
入
唐
信
園
修
・
堅
慧
と
そ
の
血
脈
聞
記
」
、
中
村
孝
志
「東

京
大
舶
主
イ

ッ
チ
ェ
ン
致
」
、
橋
川
時
雄
「
倭
人
が
箆
草
を
貢
い
だ
こ
と
」
が

あ
る
。

(
日
比
野
丈
夫
)

近
代
に
お
け
る
中
園
と
日
本

北

山

康

著
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昭
和
三
十
三一年
十
一
月
法
律
文
化
匙
(
京
都
)

本
文
二
三
六
頁
年
表
、
参
考
文
献

一二
頁

ζ
の
本
は
、
表
題
の
示
す
ご
と
く

「近
代
に
お
け
る
中
園
と
日
本
」
、
い
い

か
え
れ
ば
日
中
関
係
史
の
叙
述
を
目
指
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
日

中
関
係
の
正
常
化
へ
の
一
つ
の
障
磁
と
し
て
、
そ
れ
に
劉
す
る
園
民
の
歴
史
的

ー

理
解
の
欠
除
を
指
摘
し
う
る
が
、
こ
れ
が
啓
蒙
の
書
と
し
て
本
書
の
出
版
は
時

{
且
を
之
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
試
み
と
し
て
新
ら
し
い
も
の
だ
け
に
、
概

設
(
H
遁
史
)
と
し
て
の
構
成
の
上
で
も
、
方
法
論
(
H
理
論
}
や
表
現
(
H
文
章
)

の
上
で
も
、
ま
た
人
物
の
取
扱
い
の
上
で
も
多
く
の
問
題
を
残
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

ω構
成
著
者
は
「
日
清

-
H露
戦
争
以
来
、

日
本
の
政
治
の
中
心
は
常
に

大
陸
政
策
で
あ
り
、
こ
れ
と
中
園
の
民
族
運
動

ιの
劉
立
が
、
ア
ジ
ア
の
近
代

史
の
基
調
を
な
し
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
中
園
の
、
近
代
史
を

で
き
る
だ
け
、
日
本
の
歴
史
と
か
ら
み
合
せ
て
L

叙
述
す
る
こ
と
、
ま
た
園
民

の
ア
ジ
ア
に
糾
問
す
る
無
理
解
は
西
洋
基
準
の
思
考
法
が
一
般
化
し
て
い
る
こ
と

に
起
因
す
る
と
も
考
え
、
そ
う
し
た
日
本
の
近
代
化
の
性
格
を
中
閣
の
「
内
設

的
な
開
化
」
?
と
の
針
比
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
、
こ
の
二
黙
を
大
き
な
眼

目
に
し
て
い
る
よ
ヲ
に
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
記
述
内
容
か
ら
推
定
す
る
に、

こ
の
本
は
お
お
ま
か
に
い
っ
て
、

①
前
期
(
義
和
園
事
件
ご
ろ
ま
で

)l
|日
中

南
図
の
近
代
化
の
劉
比
を
主
題
に
す
る
、

②
中
期
(
辛
亥
革
命
の
前
後
)|
|
日

中
爾
閣
の
漣
槽
主
義
を
強
調
す
る
、
③
後
期
(
五
四
運
動
い
ご
)
||
日
本
の
侵

略
主
義
と
中
国
の
抵
抗
運
動
と
の
封
膝
閥
係
を
略
述
ポ
る
、

と
い
つ
だ
構
成
が

と
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
ザ
、
記
述
上
の
三
本
の
柱
(
園
式
)
が
適
切
に
提
起
之
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
三
つ
の
時
期
に
分
割
さ
れ
て
し
ま
い
、

そ
れ

'ぞ
れ
の
園
式
の
歴
史
的
な
展
開
過
程
と
、
各
時
都
で
の
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
が

意
識
的
に
掘
下
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
終
づ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
が
つ
よ
い
。

こ
の
こ
と
は
、
一
つ
に
は
日
中
関
係
史
の
叙
述
に
あ
た
っ
て
、
濁
自
の
時
期
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区
分
を
た
て
る
配
慮
に
欠
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
時
期
区
分
は
、

段
階
規
定
と
い
う
こ
と
の
外
に
、
階
級
制
到
立
を
主
軸
に
し
て
歴
史
的
諸
要
因
を

許
債
按
配
す
る
と
い
う
操
作
を
意
味
し
て
い
る
が
、
諸
矛
盾
の
激
化
す
る
近

・

現
代
史
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
「
交
通
整
理
」
は
叙
述
の
前
に
欠
か
す
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
整
理
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
紋
切
型
の
J

味
気
な
い
叙
述
に
終
る
場
合
も
あ
り
、
『
昭
和
史
』
批
判
の
あ
と
に
物
さ
れ
た

本
書
は
、
こ
の
鮎
を
考
慮
し
て
、
骨
組
主
義
的
な
叙
述
の
仕
方
を
さ
け
て
挿
話

主
義
的
な
叙
述
の
仕
方
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
者
が
少
く
と
も
基
本

的
事
寅
だ
け
は
寓
遁
な
く
盛
り
込
も
う
と
志
向
す
る
の
に
針
し
て
、
後
者
は
そ

れ
を
犠
牲
に
し
て
も
、
ど
こ
か
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
お
く
こ
と
で
事
寅
を
精
彩
あ

る
も
の
に
し
よ
う
と
努
め
る
。
啓
蒙
的
な
概
読
書
の
い
き
方
と
し
て
一
利

一
害

あ
る
が
、
後
者
の
場
合
と
く
に
歴
史
の
流
れ
が
遮
断
さ
れ
る
黙
と
、
理
論
的
把

撞
が
よ
わ
め
ら
れ
る
熱
に
問
題
が
あ
る
。
本
書
に
も
、
こ
の
欠
陥
が
示
さ
れ
て

い
る
。ス

ジ
と
し
て
は
、
や
は
り
時
期
区
分
を
キ
チ

ン
と
や
っ
て
、
骨
組
主
義
的
に

ツ
ボ
を
お
さ
え
た
上
で
、
著
者
の
意
圃
を
生
か
す
と
い
っ
た
段
取
り
を
と
る
べ

き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
中
関
理
解
の
欠
陥
が
、
中
園
問
題
を
一
面
的

に
解
圃
揮
す
る
と
い
う
こ
と
で
穏
謬
を
積
み
重
ね
て
き
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
と
も
み
ら
れ
る
の
で
、
日
中
関
係
史
の
叙
述
に
お
い
て
も
全
面
的
な
取
扱
い

が
望
ま
し
く
、
記
述
の
三
本
の
柱
は
並
列
(
同
時
)
的
に
と
り
あ
げ
る
必
要
が
あ

っ
た
。ω理

論
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
方
法
論
上
か
な
り
困
難
な
課
題
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
少
く
と
も
日
中
爾
園
の
濁
自
な
端
技
展
と
、
爾
者
の
相

関
々
係
、
お
よ
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
東
ア
ジ
ア
の
図
際
関
係
H
列
強
の
ア
ジ
ア
進

出
な
ど
に
つ
い
て
の
法
則
的
把
握
が
要
請
さ
れ
る
が
、
研
究
の
進
ん
で
い
な
い

現
欣
か
ら
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
と
く
に
理
論
的
な
見
通
し
の
立
て
方
と
、
そ
れ

と
の
関
連
に
お
け
る
個
々
の
具
体
的
事
賓
の
慮
理
の
仕
方
が
問
題
と
な
ろ
う
。

便
宜
的
に
、
先
の
三
期
に
わ
け
た
お
お
ま
か
な
時
期
区
分
に
よ
忍
と
し
て
、

①
前
期
(
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
義
和
園
事
件
ご
ろ
ま
で
)
は
、
ち
ょ
う
ど
資
本
主

義
が
設
展
し
、
さ
ら
に
帝
関
主
義
の
段
階
へ
展
開
す
る
時
期
で
あ
る
が
、
関
際

関
係
の
上
で
も
、
ま
た
日
中
南
圏
内
の
問
題
と
し
て
も
、
資
本
主
義
へ

の
法
則
的

理
解
が
多
分
に
欠
け
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
例
と
し
て
、一

八
三
七
年
ご
ろ
、
イ
ギ
リ
ス
は
ア
ヘ

ン
総
出
で
不
正
の
富
を
蓄
積
し
、
産
業
革
命

を
行
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
誤
ま
っ
た
記
述
(本
書
一

O
頁
l
一
一
頁
)
が
あ
げ

ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
日
中
南
閣
の
ア
ン
シ
ャ
ン

・
レ
ジ
ー
ム
の
崩
壊
と
、
鐙
制

の
立
直
し
の
仕
方
が
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
単
に
佐
久
間
象
山
や
貌
源
と

い
、っ
た
個
々

の
思
想
家
の
言
動
を
針
比
し
た
り
、
日
本
の
洋
皐
と
中
華
思
想
と

い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
比
鮫
に
よ
っ
て
雨
者
の
優
劣
を
つ
け
て
み
て
も
、
生

産
的
な
解
答
は
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
い
た
い
、
周
中
爾
圏
の
近
代
化
の

針
比
を
こ
の
段
階
に
限
定
し
て
お
こ
な
う
こ
と
は
事
態
の
本
質
を
見
誤
ら
せ
る

恐
れ
が
あ
り
、
し
か
も
こ
の
時
期
で
す
で
に
問
題
に
な
る
日
本
の
侵
略
主
義
的

方
向
へ
の
追
究
を
欠
く
た
め
に
、
日
本
が

一
面
的
に
美
化
さ
れ
る
結
果
を
招
い

て
い
る
。
こ
れ
は
明
治
前
半
期
の
天
皇
制
の
確
立
過
程
へ
の
論
及
が
み
ら
れ
な

い
こ
と
と
も
関
係
す
る
が
、
そ
の
反
面
で
は
ま
た
自
由
民
権
運
動
の
中
に
み
ら

れ
た
逮
捕
叩
主
義
の
検
討
を
も
欠
く
こ
と
と
な
っ
た
。

②
中
期
(
辛
亥
革
命
の
前
後
)
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
日
中
雨
閣
の

漣
帯
主
義
で
あ
る
が
、
自
由
民
権
以
後
の
祭
賞
過
程
に
は
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
は
、
大
正
政
貨
と
の
欄
濯
に
お
い
て
大
陸
浪
人
の
役
割
を
再
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
獲
法
運
動
に
お
い
て
日
本
に
期
待
を
ょ
せ

た
維
新
涯
と
、
-
そ
の
系
議
聞
を
ひ
く
立
憲
涯
の
反
日
・
親
英
米
的
傾
斜
と
の
関
係
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は
、
百
本
の
満
蒙
進
出
と
い
う
事
寅
に
よ
っ
て
し
か
説
明
し
え
な
い
勲
に
w

よ

り
一
一
層
注
目
し
て
ほ
じ
一か
っ
た
。
ま
た
、
日
本
の
一
面
的
美
化
ほ
、
日
露
戦
争

を
ア
ジ
ア
防
衛
の
戦
争
と
み
る
(
本
書
一
五
一
頁
)
見
方
に
導
き
、
孫
文
ト
り
革
命

涯
の
同
盟
曾
結
成
へ
の
起
因
を
こ
こ
じ
婦
さ
し
め
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら

同
時
に
こ
の
戦
争
に
針
す
る
立
憲
涯
と
革
命
抵
の
封
臆
の
仕
方
を
混
同
し
て
い

る
舶
は
解
せ
な
い
。
「
日
本
の
ロ
シ
ア
に
糾
問
す
る
勝
利
は
、
立
憲
政
治
の
専
制

政
治
に
劃
す
る
勝
利
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
、
中
閣
に
お
い
て
も
一
刻
も
早
く
議

舎
政
治
を
寅
現
し
よ
う
と
し
た
」
(
本
書
一

O
八
頁
)
の
除
、
革
命
涯
(
資
産
階

級
下
層
)
で
は
な
く
、
立
憲
源
(
資
産
階
級
上
層
)
で
あ
っ
た
し
、
こ
れ
は
日
本

を
恐
れ
た
た
め
で
も
あ
る
。
こ
う
し
だ
混
同
は
、
一
九
O
五
年
の
ロ
シ
ア
革
命

の
革
命
派
に
劃
す
る
影
響
如
何
を
問
う
徐
地
を
失
わ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
か

れ
ら
の
島
新
主
幹
説
的
傾
向
は
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
立
憲
福
山
と
革

命
涯
の
爾
涯
が
、
構
力
の
座
に
あ
る
洋
務
源
(
李
鴻
章
)
↓
北
洋
滋
(
嚢
世
凱
)
に

制
割
腹
す
る
も
の
と
し
て
生
れ
て
き
た
の
は
、
日
清
戦
争
前
後
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
に
、
資
本
主
義
の
浸
透
に
と
も
な
う
封
建
的
階
級
関
係
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
編

成
が
え
、
と
く
に
地
主
制
の
近
代
的
分
解
の
方
向
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
こ
の

こ
と
は
説
明
が
つ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

革
命
涯
は
、
立
憲
運
動
に
反
針
し
だ
か
ら
こ
そ
立
憲
波
(
保
皇
涯
に
代
表
さ

れ
る
)
と
激
烈
な
論
争
を
展
開
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
中
圏
内
部
で
は

封
外
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
や
利
被
回
収
運
動
(
↓
鍬
道
園
有
問
題
)
等
の
指
導
権
を

立
憲
涯
に
握
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
辛
亥
革
命
に
お
け
る
失
敗
の

一
要
因
と
な
る
。
革
命
涯
は
、
そ
れ
自
体
が
内
部
に
複
雑
な
構
成
分
子
を
か
か

え
て
お
り
、
辛
亥
革
命
へ
の
接
近
H
事
態
の
急
迫
化
と
と
も
に
、
内
部
針
立
の

激
化
H
分
裂
傾
向
を
ふ
か
め
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
経
済
的
に
も
不
均
等
な
設
展

を
と
げ
た
諸
地
域
の
革
命
勢
力
が
一
体
化
さ
れ
た
こ
と
の
必
然
的
結
果
で
も
あ

る
が
、
日
露
戦
争
は
そ
の
戦
線
統
一
へ
の
促
進
的
要
因
ど
し
て
理
解
す
べ
き
で

あ
る
。
著
者
も
い
う
よ
う
に
点
本
書
一
二
五
頁
)
、
湖
北
で
は
十
九
世
紀
末
か
ら

革
命
運
動
が
お
こ
り
、
武
昌
蜂
起
は
そ
れ
ら
の
勢
力
を
基
盤
に
お
こ
さ
れ
た
も

の
a

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
章
柄
麟
の
言
論
上
の
指
導
性
ゃ
、
中
部
同
盟
舎
の
運

動
上
の
主
導
性
の
強
調
H
，つ
ま
り
民
族
主
義
的
方
向
の
評
債
は
、
一
定
の
制
約

の
も
と
で
H
つ
ま
り
辛
亥
革
命
の
達
成
後
、
か
れ
ら
は
革
命
の
目
標
を
見
失
い
、

反
動
勢
力
と
の
安
協
に
走
っ
た
と
い
う
事
賓
の
確
認
の
上
で
お
こ
な
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
プ
ル
ジ
ヲ
ワ
勢
力
の
結
集
状
況
(
階
層
的
・
地
域

的

e
t
c
)
に
関
連
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
著
者
も
い
う
よ
う
に
(
本
書
一
一
一

四
頁
)
、
そ
の
階
級
的
な
制
約
か
ら
し
て
農
民
と
の
結
合
を
な
し
え
な
か
っ
た

こ
と
に
も
問
題
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
書
に
お
い
て
太
平
天
園

1
l義
和
風

1

1
辛
亥
革
命
前
夜
の
民
鍵
(
抗
措
抗
税
、
鎗
米
な
ど
)
|
|
白
狼
(
革
命
後
の

農
民
暴
動
ν

と
推
移
し
た
農
民
の
動
き
は
、

'必
ら
ず
し
も
系
統
的
に
明
確
に
記

述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
進
歩
的
知
識
人
と
農
民
と
の
封
臆
閥
係
は
一

面
的
に
と
ら
れ
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

辛
亥
革
命
の
失
敗
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
皐
に
同
盟
舎
内
部
の
分
裂

の
み
に
蹄
し
え
な
い
。
第
一
に
帝
園
主
義
の
策
動
が
あ
り
、
と
く
に
満
曲
家
領
有

を
ね
ら
っ
た
日
本
は
、
列
強
の
震
世
凱
支
持
に
同
調
し
た
(
本
書
一
五
一
頁
)
と

い
っ
た
追
随
的
立
場
に
あ
き
た
ら
ず
、
南
北
爾
勢
力
に
劃
し
て
各
種
の
策
動
を

試
み
て
い
る
。
孫
文
が
財
政
困
難
を
救
う
た
め
止
む
を
え
ず
自
本
と
結
ん
だ
漢

冶
斧
借
款
は
南
京
革
命
政
権
の
命
取
り
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
一
方
で
孫
文
の

世
間
蒙
放
棄
を
前
提
と
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
裏
に
は
日
本
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
勢
力

の
華
中
制
覇
の
野
望
一
が
ひ
そ
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
立
憲
涯
が
反
援
し
た
か
ら

で
も
あ
っ
た
。
立
憲
涯
は
革
命
の
過
程
で
全
図
的
に
地
方
政
権
の
指
導
権
を
握

り
、
意
世
凱
の
反
動
支
配
へ
の
橋
渡
じ
の
役
割
を
つ
と
め
た
。
こ
う
し
た
革
命
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の
過
程
に
は
、
中
関
資
産
階
級
の
上
層
分
子
と
下
層
分
子
の
そ
れ
ぞ
れ
の
お
も

わ
く
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
見
落
し
て
は
革
命
政
権
の
公
布
し

た
臨
時
約
法
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
性
格
も
、
ま
た
北
方
政
権
に
参
加
し

た
立
憲
涯
が
商
務
総
禽
の
意
向
を
代
表
し
て
施
行
し
た
産
業
立
法
の
ブ
ル
ジ

ョ

ア
的
性
格
も
見
落
し
て
し
ま
う
結
果
に
な
る
。
し
か
し
、
中
闘
の
ブ

ル
ジ
ョ

ア

的
勢
力
の
弱
さ
は
自
ら
を
分
裂
状
態
に
お
と
し
い
れ
て
政
権
捻
嘗
の
可
能
住
を

失
わ
せ
、
結
局
は
北
洋
軍
閥
系
の
封
建
的
勢
カ
を
は
び
こ
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。

日
本
に
は
省
時
共
和
制
へ
の
恐
れ
と
同
時
に
共
感
が
あ
り
、
ぞ
れ
は
護
憲
運
動

へ
の
刺
激
と
な
っ
た
が
、
革
命
の
不
徹
底
な
結
末
は
か
え
っ
て
封
華
麗
覗
感
を

培
す
結
果
と
な
り
、
日
本
の
指
導
者
意
識
が
つ
よ
め
ら
れ
る
と
と
も
に
事
国
一

致
的
な
中
園
侵
略
の
方
向
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
第
一

次
大
戦
は
こ
の
方

向
へ
の
劉
期
勲
と
な
っ
た
が
、
と
く
に
ロ

シ
ア
革
命
を
経
過
し
て
共
産
主
義
へ

'

の
恐
れ
(
赤
化
防
止
と
い
う
タ
テ
可
エ
)
が
加
わ
る
と
と
も
に
‘
中
圏
内
部
に
お

け
る
反
動
勢
力
育
成
の
方
向
が
つ
よ
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
に
中
閣
に
お
け
る

民
族
資
本
の
稜
達
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
量
的
増
大
を
み
る
が
、
園
家
的
保

護
の
欠
除
、
帝
閣
主
義
支
配
の
強
化
と
い
う
事
態
の
中
で
、
そ
の
革
命
的
方
向

を
つ
よ
め
、
五
四
運
動
を
必
然
的
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

③
後
期
(
五
回
運
動
い
ご
)
は
、
日
本
の
侵
略
主
義
と
中
薗
の
抵
抗
運
動
の
相

閥
々
係
が
主
題
と
さ
れ
る
が
、
日
本
の
敗
戦
を
へ
て
中
華
人
民
共
和
園
の
成
立

を
は
じ
め
と
す
る
戦
後
の
諸
問
思
に
い
た
る
ま
で
、
簡
略
な
骨
組
が
提
示
さ
れ

る
に
と
ど
ま
っ
た
。
い
わ
ば
、
本
論
の
附
録
と
し
て
そ
の
後
の
経
過
を
筒
患
に
，

示
し
た
梗
概
の
よ
う
な
役
割
し
か
も
た
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
ら
れ
る
。
著

者
が
大
き
な
眼
目
と
し
た
日
本
の
大
陸
政
策
と
中
閣
の
民
族
運
動
の
封
廠
関
係

と
い
う
園
式
も
、
そ
の
本
格
的
展
開
の
段
階
と
な
る
ほ
ど
記
述
が
簡
略
化
さ
れ

る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
著
者
の
全
般
的
な
問
題
提
起
は
ζ
の
段
階
に
お
い
て

総
括
的
検
討
が
く
わ
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
恩
わ
れ
た
の
に
、
こ
の
よ
う

な
形
に
終
っ
た
こ
と
は
不
思
議
で
あ
る
。
再
考
を
ま
ち
た
い
。

ゆ
人
物

'
人
物
の
扱
い
は
、
恐
ら
く
著
者
の
苦
心
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
林

則
徐
・
貌
源
|
康
有
潟
・
梁
魯
超
|
章
痢
麟
・
魯
迅
と
い
っ
た
配
置
は
妙
を
え

て
い
る
が
、
ま
た
検
討
を
要
す
る
貼
も
多
々
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
『
昭
和

史
』
批
剣
い
ご
、
骨
組
主
義
的
叙
述
は
入
物
の
取
扱
い
に
論
難
が
集
中
し
た
形

で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
掃
話
主
義
的
叙
述
に
お
い
て
人
物
が
大

き
く
取
扱
わ
れ
る
こ
と
は
嘗
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
こ
こ
で
の
人
物

の
扱
い
は
全
体
の
叙
述
に
か
か
わ
る
よ
う
な
重
さ
を
も
た
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

て
く
る
。
人
物
の
歴
史
的
な
取
扱
い
方
に
慎
重
を
期
さ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
勲
、
本
書
に
一
ホ
さ
れ
た
二
、

三
の
問
題
駄
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

①
全
体
の
構
成
に
か
ら
む
人
物
配
置
の
安
蛍
性
の
問
題
||
こ
の
結
、
五
四
運

動
い
ご
で
人
物
が
大
き
く
取
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、

こ
の

時
期
に
お
け
る
記
述
の
簡
略
化
と
閥
漣
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
②
人
物
の
全

体
像
の
抱
鐘
に
か
ら
む
問
題
と
じ
て
|
|
例
え
ば
章
痢
麟
の
辛
亥
革
命
後
の
動

向
が
一
切
不
明
と
い
っ
た
散
で
安
蛍
性
を
欠
い
て
い
る
。
③
人
物
の
性
格

・
役

割
の
評
僚
に
開
港
し
て
|
|
多
く
は
そ
の
階
級
的
位
置
ず
け
が
不
明
確
な
ま
ま

に
引
き
あ
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
④
日
本
人
の
取
扱
い
に
つ
い
て
|

|
前
期
に

は
思
想
家
、
中
期
い
ご
は
政
治
家
に
近
い
人
物
が
あ
げ
ら
れ

一
貫
性
を
欠
く
貼

が
あ
り
、
ま
た
例
え
ば
明
治
期
の
大
阪
の
欧
米
崇
奔

・
ア
ジ
ア
蔑
視
が
問
題
に

さ
れ
た
な
ら
、

つ
い
で
に
針
華
二
十

一
傑
要
求
が
大
限
内
閣
の
下
で
お
こ
な
わ

れ
た
事
質
に
簡
単
に
で
も
ふ
れ
で
ほ
し
か
っ
た
。

⑤
最
後
に
、
個
人
の
意
識

(
J言
動
)
で
叙
述
を
す
す
め
る
貼
に
つ
い
て
!
|
例
え
ば
日
露
戦
争
H
解
放
戦

争
論
や
辛
亥
革
命
へ
の
日
本
の
割
腹
の
仕
方
な
ど
が
、
多
く
は
蛍
時
の
意
識
形

態
に
お
い
て
描
t

寓
さ
れ
、
そ
の
合
法
則
性
が
検
設
さ
れ
な
い
で
移
っ
て
い
る
。
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こ
れ
は
概
設
を
脅
ぐ
.
場
合
お
ち
い
り
や
す
い
陥
祭
で
あ
る
が
検
討
を
要
し
ょ

、「ノ。

ω文
章
著
者
の
嘗
著
で
あ
る
「
近
代
の
中
園
」
(
福
村
書
庖
)
は
中
畢
生
を

封
象
と
す
る
小
筋
子
で
あ
る
が
、
均
整
の
と
れ
た
名
文
で
あ
っ
た
o

f
こ
の
船
、

本
書
は
文
章
表
現
と
バ
ラ
ン
ス
の
美
し
さ
に
お
い
て
、
大
き
く
後
退
し
て
い
る

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
①
全
体
の
構
成
か
ら
み
て
必
ず
し
も
重
要
と
は
思
え

な
い
事
項
に
多
く
の
説
明
が
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
|
|
第
一
章
ア
へ

γ
鞍
字
な

ど
。
概
し
て
「
厚
古
薄
今
」
の
傾
向
が
あ
り
、
全
体
が
頭
デ
ッ
カ
チ
尻
ス
ポ
ミ

の
磁
を
曇
し
て
い
る
。
②
難
解
な
語
句
が
多
い
|

|
つ
ま
り
引
用
文
が
よ
く
こ

な
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
快
槍
、
総
理
街
門
の
行
走
、
埋
頭
苦
幹
と
い
っ
た

も
の
に
は
註
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
③
不
必
要
な
人
名

・
件
名
が
多
い
||
例

え
ば
デ
ン
ト
の
使
用
λ
飽
鵬
、
ミ
ル
ン
の
弟
子
梁
阿
設

・
李
善
蘭
や
筆
一
衡
芳
、

細
川
文
韻
府
、
榔
州
城
と
い
っ
た
叙
述
の
展
開
に
必
ず
し
も
か
か
わ
り
あ
い
を
も

た
な
い
も
の
は
、
取
去
っ
た
方
が
理
解
を
容
易
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
言
い
足
り
ぬ
黙
も
あ
り
、
ま
た
著
者
に
射
し
て
失
趨
に
わ
た
る
黙
も

あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
研
究
成
果
の
と
ぼ
し
い
中
で
瞥
蒙
的
仕
事
を
物
さ
れ

た
著
者
の
御
努
力
に
敬
意
を
表
し
て
筆
を
摘
〈
。
(
野
津
剛
司)
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様を 選
に推 近翠本
御薦 東畿が年
諒す 望地行は 曾
承下 る 貝 γ町究行方 わ十

こ 匡れー
さと塚禽第 ま 月
れに ーす二

告る決茂評議部が十

東
よ定 員 候 J 日
つ い樹 補本に
おた 者曾

、

洋 e願し とは 日
史 ま し

本皐fこ し て
研 した 術

~ 
まか 曾
すら . 議。 、
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左 員
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