
文
に
よ
る
と
、
著
者
は
今
後
径
役
の
研
究
に
移
行
す
る
意
図
を
し
め
し
て
い
ら

れ
る
か
ら
、
そ
の
成
果
を
大
い
に
期
待
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
機
禽
に
愚
問
を

呈
し
て
、
著
者
が
将
来
研
究
を
展
開
さ
れ
る
な
か
に
お
い
て
高
教
を
仰
ご
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
著
者
の
事
閥
的
態
度
と
研
究
法
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
。
本

書
を
讃
ん
で
い
る
と
い
つ
も
日
に
つ
く
こ
と
は
、
著
者
が
自
設
を
提
出
す
る
に

先
立
っ
て
、
従
来
の
事
読
を
逐
一
列
翠
し
、
過
去
の
研
究
経
過
が
一
見
し
て
わ

か
る
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
秦
漢
史
の
根
本
史
料
で
あ
る
三

史
は
古
来
の
註
稗
も
数
多
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
説
を
一
々
吟
味
し
て

か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
が
か
な
ら
ず
し
も

巌
密
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
こ
の
鮎
、
氏
が
周
到
に
曾
註
考
設
を

試
み
て
の
ち
に
自
説
を
提
出
し
て
い
る
研
究
態
度
は
、
秦
漢
史
を
皐
ぶ
者
の
ひ

と
し
く
模
範
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
関

係
史
料
の
取
扱
に
あ
た
っ
て
一
字
一
句
を
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
そ
の
同
県
意
を

克
明
に
追
及
し
て
ゆ
く
員
撃
な
操
作
は
、
氏
の
論
考
に
充
分
の
信
頼
を
抱
か
し

め
る
迫
力
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
積
み
あ
げ
ら
れ
た
一

O
徐
篇
の

論
文
は
、
綿
密
周
到
な
考
設
と
徹
底
し
た
思
索
に
よ
っ
て
秦
漢
経
済
史
に
新
し

い
分
野
を
開
拓
し
、
過
去
の

研
究
に
い
ち
ぢ
る
し
い
前
進
を
も
た
ら
し
で
い

る
。
本
書
に
牧
め
ら
れ
た
数
々
の
玉
篇
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
わ
た
く

し
の
敬
服
賞
嘆
し
て
や
ま
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
さ
き

に
若
干
の
愚
聞
を
呈
し
た
の
は
、
中
園
古
代
史
の
根
本
問
題
の
解
決
を
、
著
者

の
能
力
に
期
待
し
て
や
ま
な
い
が
ゆ
え
で
あ
る
。

誤
解
が
あ
れ
ば
寛
恕
を
賜

わ
り
た
い
。

(
西
村
元
佑
)
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5目凶
S

一
九
一
一
年
十
月
十
日
、
武
昌
に
お
け
る
一
澄
の
砲
撃
と
と
も
に
始
ま
っ
た

辛
亥
革
命
は
、
ま
た
た
く
聞
に
全
圏
各
地
の
光
復
起
義
を
呼
び
起
し
、
瀬
清
王
朝

に
致
命
的
打
撃
を
輿
え
て
こ
れ
を
覆
し
た
。
幕
藩
僅
制
を
打
倒
し
た
日
本
人
民

が
天
皇
制
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
に
反
し
、
光
明
に
眼
脇
島
め
、
世
界
史

的
民
族
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
出
し
た
中
園
人
民
は
、
そ
の
出
裂
の
嘗
初
か
ら

高
ら
か
に
共
和
制
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
二
千
年
来
の
封
建
支
配
慢
制
に
終

止
符
を
う
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
ひ
き
つ
づ
き
袋
一
世
凱
の
帝

制
へ
の
野
望
を
挫
折
さ
せ
、
軍
閥
混
戦
と
蒋
介
石
の
反
動
支
配
に
と
ど
め
を
刺

し
て
人
民
共
和
園
を
創
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
省
時
に
お
い
て
も
、

異
の
解
放
の
た
め
に
は
、
中
園
人
民
は
た
ん
に
封
建
支
配
層
と
関
わ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
先
進
的
な
文
明
園
と
し
て
共
和
政
鐙
を
誇
る
ア
メ
リ

カ
・
フ
ラ
ン
ス
等
の
帝
国
主
義
諸
列
強
と
も
関
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

課
題
は
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て

ア
ジ
ア
に
お
け
る
も
っ
と
も
輝
か
し
い
プ
ル
ジ

ョ
ア
民
主
主
義
革
命
と
し
て
の

辛
亥
革
命
の
意
義
は
、
そ
の
敗
北
が
必
然
的
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
な
お
一
層

徹
底
的
に
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
、
辛
亥
革
命
の
前
後
に
お
い
て
、
政
治
面
に
華
々
し
く
活
躍
し
た

の
は
所
調
革
命
波
と
立
憲
阪
で
あ
り
、
と
り
わ
け
革
命
源
の
運
動
が
清
朝
打
倒

の
主
要
な
要
悶
と
な
っ
た
。
し
た
が

っ
て
革
命
史
に
闘
す
る
従
来
の
研
究
は
革

命
汲
を
中
心
に
し
て
な
さ
れ
た
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
、
ご
く
大

雑
把
に
言
っ
て

革
命
波
の
理
論
的
指
尊
者

で
あ

っ
た
孫
文
中
心
の
も
の
が
多

く
、
研
究
が
偏
在
し
て

い
る
と
い
う
の
が
謬
界
の
現
吠
で
あ
る
】
し
か
し
、
本

書
は
そ
れ
と
は
や
や
趣
き
を
異
に
し
て
、
孫
文
・

章
悶
麟
と
と
も
に
革
命
の
三

容
と
並
得
さ
れ
る
策
輿
を
中
心
に
辛
亥
革
命
を
見
て

い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
貼
に
お
い
て
ま
ず

一
態
の
注
目
す
べ
き
意
義
を
も
つ
も
の
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

本
書
の
著
者
の
醇
君
度
氏
は
、
ス
タ
ン
フ

ォ
ー
ド
大
摩
東
ア
ジ
ア
研
究
委
員

曾
特
別
研
究
員
、
政
治
察
部
の
副
研
究
員
で
あ
る
。

彼
と
黄
興
と
は
、
義
父
子

の
閥
係
に
あ
り
、
黄
輿
の
次
女
糞
徳
華
は
彼
の
夫
人
で
あ
る
。

ま
ず
、
本
書
の
梢
成
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
最
初
に
簡
車
な
序
文
で
問
題
が

提
出
さ
れ
る
。
次
に
本
文
は
、

一
。
黄
輿
の
青
少
年
時
代
、

二

華
輿
禽
と
長
沙

起
義
、

三

賞
興
と
出
曾
う
以
前
の
孫
迎
仙
の
活
動
、
四
同
盟
曾
、
五

満
州

朝
に
封
す
る
闘
争
、
六

三

・
二
九
革
命
、
七
武
田同
革
命
、
八
共
和
国
の
創

出
庁
、
九
哀
世
凱
に
封
す
る
悶
字
、
十
晩
年
、
十
一
結
論
、

の
諸
章
よ
り
な

り
、
そ
れ
に
註
、
文
献
日
銀
、
用
語
解
お
よ
び
索
引
が
附
け
ら
れ
て
い
る
。

賞
興
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
か
と
思
う
の
で
、
本
書
の

叙
述
に
よ
り
な
が
ら
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。
序
文
で
著
者
は
、
同
盟
合
同
成
立
後

の
革
命
運
動
が
孫
文
と
黄
興
の
協
同
の
下
で
途
行
さ
れ
た
こ
と
、
民
国
建
国
後

の
公
式
文
書
に
は
雨
人
が
連
署
し
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
黄
輿
と
孫

文
が
辛
亥
革
命
の
も
っ
と
も
重
要
な
二
人
の
指
導
者
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
さ

戸

ユ

ア

レ

リ

}

グ

1
シ

y
プ

ら
に
彼
ら
の
協
同
指
導
性
が
辛
亥
革
命
理
解
の
鍵
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る。

そ
し
て
、
本
書
の
目
的
は
、
そ
の
よ
う
な
観
黙
か
ら
、
諸
文
献
を
綿
密
に
調
べ

て
、
賞
興
が
闘
係
し
て
い
る
革
命
史
上
の
諸
事
件
を
正
確
か
つ
詳
細
に
述
べ
る

こ
と
に
置
か
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
清
朝
を
衰
亡
に
導
い
た
と
こ
ろ
の
帝

園
主
義
の
侵
略
、
農
民
生
活
の
紋
壊
、
民
族
.
ブ

ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
の
勃
興
、
新
知

識
階
層
の
出
現
等
の
諸
要
因
は
、
そ
の
意
義
の
重
要
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本

書
で
は
考
慮
の
外
に
置
く
と
著
者
は
前
以
っ

て
断
っ
て
い
る
。

詩
興
は
一

八
七
五
年
十
月
二
五
日
、
湖
南
省
善
化
豚
に
生
れ
た
。
幼
名
は
診
、

字
は
克
強
、
帥
仰
を
鹿
午
と
い
い
、
後
、
革
命
活
動
を
行
な
う
よ
う
に
な

っ
て

名
を
興
と
改
め
た
。
九
二
年
に
彼
は
秀
才
に
パ
ス
し
た
が
、
既
に
そ
の
侍
統
的

な
コ
l

ス
を
歩
む
よ
し
も
な
く
、
九
八
年
に
は
雨
湖
書
院
に
入
鼠
干
し
た
。
こ
の

頃
、
彼
は
諜
嗣
同
や
唐
才
常
の
影
響
を
受
け
て
い
た
ら
し

い
。
一

九

O
二
年
春

に
湖
北
省
政
府

よ
り

日
本
留
摩
を
命
ぜ
ら
れ
、
東
京
の
弘
文
書
院
に
翠
ん
だ

が
、
彼
は
軍
事
数
練
や
軍
事
撃
に
興
味
を
も
ち
、
事
聞
は
徐
り
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
清
朝
支
配
の
本
質
と
共
和
政
健
の
優
越
と
を
聞学
び
と

っ
た
日
本
留
撃

は
、
彼
の
人
生
の
嶋
換
貼
と
な
り
、
革
命
家
と
し
て
の
策
興
が
こ
こ
に
誕
生
し

た
。
東
京
で
、
彼
は
湖
北
風
一
生
界
・
櫛
摩
諜
編
を
護
行
し
、
宣
停
活
動
を
行
な

う
と
と
も
に
、
拒
俄
義
勇
軍
の
組
織
に
嘗
り
、
日
本
政
府
の
弾
歴
で
そ
れ
が
挫

折
す
る
と
、
軍
閥
民
教
育
禽
を
設
立
し
て
質
践
活
動
を
綴
け
た
。
三
年
六
月
、

書
院
を
卒
業
し
た
黄
輿
は
曾
の
方
針
に
従
っ

て
故
郷
で
の
活
動
を
行
な
う
べ
く

東
京
を
護
っ

た
。

(第

一
章
)

長
沙
に
踊
っ
た
黄
輿
は
、
明
徳
事
被
で
数
鞭
を
と
る
か
た
わ
ら
、
日
本
語
皐

校
を
開
い

て
革
命
運
動
を
行
な
い
、
ま
た
、
湖
南
最
初
の
革
命
組
織
で
あ
る
華

興
曾
を
設
立
し
た
(
三
年
十
二
月
)
。

嘗
時
の
彼
の
革
命
戦
略
は
、
事
生
・
軍
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隊
・
命
国
策
の
共
同
行
動
、
お
よ
び
他
地
方
と
の
統
一
行
動
に
要
約
さ
れ
る
。
質

際
、
彼
は
、
曾
篤
と
結
合
す
る
た
め
に
、
日
本
留
筆
生
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た

華
奥
曾
の
下
部
組
織
と
し
て
同
仇
曾
を
設
立
し
、
ま
た
、
湖
北
と
は
科
撃
補
習

所
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
宋
数
仁
・
胡
瑛
ら
が
華
輿
曾
に
も
加
盟
す
る
と
い
う
仕

方
で
連
絡
を
と
っ
て
い
た
。
彼
は
、
西
太
后
の
七
十
歳
誕
生
日
を
期
し
て
長
沙

で
の
起
義
を
計
っ
た
が
、
事
漏
れ
て
上
海
に
飛
ん
だ
。
上
海
共
同
租
界
で
再
度

起
畿
の
計
査
を
練
っ
て
い
る
時
、
寓
繭
華
事
件
に
轡
添
え
を
く
っ
て
租
界
警
察

に
逮
捕
さ
れ
た
(
四
年
十
一
月
二

O
日
)
。

一
度
務
放
さ
れ
た
が
、
正
穫
が
暴

露
し
て
ま
た
官
憲
に
追
わ
れ
た
の
で
、
同
年
末
に
は
日
本
へ

亡
命
し
た
。
そ
の

後
、
馬
一
職
盆
か
ら
洪
江
起
義
準
備
完
了
の
報
せ
が
あ
り
、
彼
ほ
す
ぐ
に
湖
南
に

赴
く
が
、
事
前
に
頓
挫
し
た
の
で
、
再
び
日
本
へ
亡
命
し
た
。

(
第
二
章
)

第
三
章
は
、

一
九
O
五
年
ま
で
の
孫
文
の
革
命
運
動
を
概
述
し
て
い
る
の

で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
た
だ
、
著
者
は
、
孫
文
と
寅
興
と
が
出
曾
う
ま
で

は
、
爾
湖
と
慶
東
の
革
命
運
動
が
、
ほ
と
ん
ど
濁
立
的
に
進
行
し
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
て

い
る
。

今
や
、
長
沙
起
義
の
英
雄
と
し
て
、
留
日
間
学
生
中
に
確
闘
え
る
地
歩
を
占

め
る
に
至
っ
た
黄
興
は
、
宮
崎
泡
天
の
紹
介
で
、
五
年
七
月
十
九
日
に
孫
文
に

曾
っ
た
。
彼
ら
は
各
地
の
革
命
運
動
の
統
一
の
必
要
を
痛
感
し
て
い
た
の
で
、

即
座
に
共
同
し
て
革
命
組
織
の
統
合
に
着
手
す
る
。
留
厚
生
有
志
を
集
め
た
三

十
日
の
曾
合
で
は
、
統
一
革
命
組
織
の
名
稽
を
中
園
同
盟
曾
と
定
め
、
孫
文
が

起
草
し
て
黄
興
が
承
認
し
た
宣
誓
を
採
揮
し
、
各
自
の
署
名
し
た
宣
誓
書
は
孫

文
が
保
管
し
、
孫
文
の
は
黄
興
が
保
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
い
で
入
月
二

十
日
、
同
盟
曾
の
正
式
の
設
曾
式
が
行
な
わ
れ
、
そ
こ
で
孫
文
は
総
理
に
、
糞

輿
は
庶
務
長
(
総
理
代
行
)¥
に
選
ば
れ
た
。
同
盟
合
同
の
成
立
は
、
組
織
的
統
一

と
運
動
主
僅
の
幾
化
と
い
う
貼
で
、
革
命
史
上
劃
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
同

盟
曾
が
、
成
立
後
約
一
年
で
本
土
各
省
の
出
身
者
を
網
羅
す
る
約
千
名
の
曾
員

(
湖
南
一
五
七
、
湖
北
一

O
六
、
麿
東
一
一
一
一
等
)
を
擁
し
、
か
っ
、
そ
の
殆

ん
ど
が
東
京
在
住
の
留
日
皐
生
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
興
中
舎
の
メ
ン
バ
ー
が
殆

ん
ど
慶
東
の
華
僑
と
曾
幹
線
よ
り
成
っ
て

い
た
こ
と
と
際
だ
っ
た
封
照
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
、
同
盟
舎
で
は
総
理
で
あ
る
孫
文
よ
り
も
む

し
ろ
賀
輿
の
影
響
力
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
統
一
組
織
と
は
い
え
、
寄
合
世

帯
で
あ
る
同
盟
倉
は
、
園
旗
の
制
定
を
め
ぐ
る
内
-
証
を
初
め
と
し
て
紛
容
が
た

え
な
か
?
た
。
と
り
わ
け
、章
嫡
麟
、
宋
数
仁
ら
の
在
京
幹
部
が
孫
文
を
追
放
し

て
黄
輿
を
総
理
に
し
よ
う
と
し
た
策
動
に
至
っ
て
、
そ
れ
は
板
貼
に
逮
す
る
。

そ
の
よ
う
な
動
き
に
謝
し
て
、
資
興
が
波
閥
闘
字
を
避
け
る
こ
と
の
重
要
性
を

説
い
て
態
じ
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
策
動
は
破
綻
す
る
が
、
こ
れ
以
後
も
光

復
曾
系
の
章
嫡
麟
ら
の
孫
文
攻
撃
は
綴
く
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
か
か
る
紛
宇

が
孫
文
の
不
在
の
た
め
に
起
り
、
結
局
は
孫
文
の
指
導
性
の
下
に
和
解
さ
せ
ら

れ
た
と
の
設
に
反
謝
し
、
こ
れ
は
む
し
ろ
孫
女
の
指
導
性
そ
の
も
の
に
起
因
す

る
反
封
運
動
で
あ
っ
て
、
賞
興
が
革
命
の
大
目
的
の
前
に
孫
文
を
擁
護
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
同
盟
曾
の
統
一
が
保
た
れ
た
と
論
ず
る
(
胡
漢
民
の
許
債
を
引
用

し
て
自
ら
の
許
僚
に
代
え
る
)
。
さ
ら
に
、
著
者
は
、
こ
れ
が
た
ん
に
紫
源
的

な
嫉
妬
や
個
人
の
怨
恨
に
起
因
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
革
命
組
織
の
目

的
や
思
想
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
も
断
じ
て
い
る
。
(
第
四
章
)

同
盟
曾
成
立
よ
り
中
華
民
国
成
立
ま
で
の
期
間
、
責
輿
は
武
力
闘
争
の
指
導

に
明
け
暮
れ
る
。
孫
文
の
十
度
の
武
装
蜂
起
の
内
、
同
盟
曾
成
立
後
の
入
団
の

も
の
は
、
黄
興
が
大
抵
そ
の
指
揮
に
嘗
っ
て
い
る
。
同
盟
曾
は
、
一
九

O
七
年

か
‘ら
入
年
に
か
け
て
、た
て
つ
づ
け
に
六
回
の
起
義
を
決
行
す
る
が
、そ
れ
は
、

噌

i
A
U
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七
年
五
月
の
黄
岡
起
畿
に
始
ま
り
、

六
月
惑
州
七
女
別
問
起
義
、
九
月
欽
州
起

義
、
十
二
月
成
四
銀
南
開
起
義
、
八
年
に
入
っ
て
、
三
月
末
か
ら
五
月
初
め
に

か
け
て
の
欽
牒
上
思
起
義
、

四
1
五
月
の
雲
南
河
口
起
義
と
つ
づ
く
。
こ
の
一

連
の
起
義
は
短
く
は
一
週
間
、
長
く
も
一

月
ぐ
ら
い
の
も
の
が
、
主
と
し
て
併
印

と
闘
境
を
接
し
た
地
域
に
散
設
的
に
決
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
地
域

的
に
も
せ
よ
、
農
民
と
の
結
合
は
、
六
次
の
起
義
中
最
大
の
規
模
で
戟
わ
れ
た

欽
廉
上
思
起
義
で
さ
え
達
成
で
き
な
か

っ
た
。
そ
れ
ら
は
み
な
軍
事
的
に
は
敗

北
し
た
。
し
か
し
、
清
朝
に
封
す
る
政
治
的
示
威
と
し
て
の
、
ま
た
革
命
的
風

潮
を
維
持
設
展
さ
せ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
六
次
に
百
一
る
武
ト力
関
宗
の
失

敗
は
、
同
盟
曾
に
財
政
的
危
機
を
招
来
し
、
ま
た
一
時
的
に
も
せ
よ
、

一
部
の

革
命
家
を
テ
ロ
リ
ズ
ム
信
仰
へ
と
お
し
ゃ
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

風
潮
に
乗
じ
た
日
本
政
府
の
民
報
調
墜
事
件
(
八
年
十
月
)
に
よ
っ
て
同
盟
曾

指
令
部
が
壊
滅
し
た
の
で
、
黄
輿
は
動
国
平
祉
を
設
立
し
て
そ
れ
に
充
て
、
趨
育

曾
を
再
建
し
て
同
盟
曾
員
に
軍
事
数
練
を
施
し
た
。
こ
の
頃
、
底
東
に
お
い
て

は
、
新
軍
兵
士
を
中
心
に
約
二
千
人
の
同
胞
倉
員
が
組
織
さ
れ
、
武
装
蜂
起
の

準
備
が
進
行
し
て

い
た
。
若
干
の
手
遭
い
で
、
二
月
十
二
日
(
十
年
)
に
勃
愛

し
て
し
ま
っ
た
こ
の
底
東
新
軍
起
義
は
、
香
港
に
居
た
賛
興
が
指
簿
に
駈
け
つ

け
る
徐
絡
も
な
い
う
ち
に
一
一
間
日
で
敗
退
し
た
。

(第
五
章
)

こ
の
後
、
策
興
は
再
び
醍
聞
東
に
お
け
る
新
寧
を
中
心
に
し
た
起
義
の
計
査
を

た
て
て

い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
後
の
武
田
閏
起
義
と
そ
れ
に

つ
づ
く
革
命
の
設

展
コ

l

ス
に
ほ
ぼ
完
全
に
合
致
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
即
ち
、

ω主
種
的
傑
件

と
し
て
、
二
月
の
失
敗
は
あ
っ
て
も
新
軍
内
の
革
命
組
織
は
完
全
正
は
破
嬢
さ

れ
て
お
ら
ず
、
加
え
て
、
三
千
名
以
上
の
巡
防
営
兵
が
革
命
に
同
情
的
で
あ
る

こ
と
等
、

ω客
観
的
臨
時
件
と
し
て
、
華
南
の
要
衝
臨
腕
東
を
抑
え
れ
ば
底
東
省
を

掌
中
に
で
き
、
北
伐
は
容
易
で
あ
る
、
そ
の
底
東
の
奪
取
は
新
軍
を
同
盟
曾
に

組
織
す
る
こ
と
で
逮
せ
ら
れ
る
こ
と
等
、

ω同
盟
軍
の
問
題
と
し
て
は
、
現
在
湖

北
を
始
め
と
し
て
各
地
で
革
命
波
が
起
義
の
準
備
を
進
め
て
い
る
こ
と
等
、

ω

し
た
が
っ

て
見
透
し
の
問
題
と
し
て
は
、

一
度
底
東
で
事
を
血令け
れ
ば
、
山
彦

の
こ
だ
ま
す
る
が
ご
と
く
南
方
諸
省
が
起
ち
上
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
て
い

る。

そ
の
後
、
賞
興
の
提
案
に
よ

っ
て
、
孫
文

・
黄
輿
ら
同
盟
曾
指
導
部
が

・へ

ナ
ン

で
曾
議
し

(
十
年
十

一
月
)
、
そ
こ
で
黄
興
の
戦
略
に
沿
っ

た
新
た
な
底

東
起
義
計
輩
が
決
定
さ
れ
た
。

今
度
の
起
義
は
同
盟
曾
の
総
力
を
穆
げ
て
の
計

査
で
あ
り
、
資
金
も
き
わ
め
て
潤
潔
で
準
備
は
十
分
で
あ

っ
た
が
、
若
干
の
手

違
い
の
た
め
香
港

か
ら
の

武田曲

・
人
員
の
総
迭
が
出
来
な
い
ま
ま
、
蜂
起
し

た
。
時
に
一
九

一一

年
四
月
二
七
日
(
陰
暦
三
月
二
九
日
)
午
後
四
時
。
資
輿

は
手
兵

一一
一一
O
名
を
率
い
、
総
督
街
門
を
占
領
し
、
華
々
し
く
闘
っ
た
が
、
結

局
惨
敗
し
た
。
黄
輿
の
名
を
い
や
が
上
に
も
翠
が
ら
せ
た
こ
の
黄
花
岡
起
義

を
、
彼
は
軍
事
的
観
鮎
か
ら
で
は
な
く
、
資
金
提
供
者
の
期
待
を
裏
切
ら
な
い

た
め
と
い
う
政
治
的
理
由
か
ら
決
行
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
聞
は
十
分
に

逮
せ
ら
れ
た
と
著
者
は
見
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
著
者
は
、
こ
の
起
義
に

よ
っ
て
清
朝
は
動
揺
さ
せ
ら
れ
、
人
民
は
衝
動
を
奥
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
武

田
国
起
義
が
準
備
さ
れ
た
と
許
債
す
る
胡
漢
民
の
言
を
以
て
自
ら
の
許
僚
に
代
え

て
い
る
。

(
第
六
章
)

一
方
、
湖
北
で
は
、
同
盟
舎
の
下
部
組
織
で
あ
る
共
進
曾
と
獄
中
の
胡
瑛
を

通
じ
て
同
盟
曾
と
結
ん
で
い
る
文
率
一
枇
と
が
、
革
命
運
動
を
行
な
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
十
一
年
七
月
に
は
宋
教
仁
ら
に
よ
る
中
部
同
盟
曾
が
澄
足
し
、
筆
中

の
革
命
運
動
は
拍
車
を
か
け
ら
れ
、
さ
ら
に
秩
に
は
、

文
事
祉
と
共
進
曾
が
協

同
す
る
こ
と
に
な
り
、
革
命
の
気
速
は

い
よ
い
よ
熱
し
た
。
同
盟
曾
の
精
撃
を

-102-
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多
数
失
っ
た
黄
花
岡
起
義
の
後
、
意
気
消
沈
し
て
テ

ロ
リ
ズ
ム

へ
の
傾
斜
を
見

せ
て

い
た
黄
輿
も
、
湖
北
の
欣
況
を
知
る
に
及
ん
で
再
び
武
装
閣
参
に
起
ち
上

る
。
十
月
五
日
付
の
鴻
自
由
へ
の
手
紙
で
、
彼
は
、
武
田
国
の
情
勢
が
全
く
蜂
起

に
好
都
合
で
あ
り
、
こ
れ
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
革
命
達
成
へ
の
道
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
、
海
外
の
倉
員
が
そ
の
た
め
の
資
金
を
早
急
に
集
め
る
よ
う
に
要
請

し
て
い
る。

計
査
で
は
、
質
国
間
が
武
田
自
に
到
着
し
て
か
ら
蜂
起
す
る
は
ず
で
あ

っ
た
が
、
周
知
の
よ
う
に

J

突
護
事
件
に
迫
ら
れ
て
、
十
月
十
日
、
指
導
者
の

な
い
ま
ま
で
起
義
は
開
始
さ
れ
た
。
翌
日
午
後
に
は
、
革
命
軍
は
武
昌
を
占
領

し
、
そ
こ
で
、
混
成
協
統
家
元
洪
を
か
つ
ぎ
だ
し
て
郷
軍
都
督
に
据
え
た
ρ

十

二
日
に
は
、
漢
陽
と
漢
口
が
陥
落
し
た
。

二
八
日
に
な
っ
て
到
着
し
た
黄
輿

は
、
す
ぐ
さ
ま
総
司
令
と
な
っ
て
全
軍
を
指
揮
し
た
が、

十

一
月

一
日
に
は
漢

口
よ
り
撤
退
し
た
。
以
後
、
裳
世
凱
の
誇
る
精
鋭
部
隊
三
高
に
封
降
す
る
こ
と

約
一
ヶ
月
、
二
七
日
に
は
つ
い
に
漢
陽
を
も
放
棄
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
聞

に
、
十
月
一
一
一
一
日
の
長
沙
を
始
め
と
し
て
、
十
徐
省
が
濁
立
を
達
成
し
た
。
著

者
は
、
武
昌
革
命
で
賞
興
が
果
し
た
役
割
を
許
領
す
る
の
に
、
こ
こ
で
も
居
正

と
鴻
自
由
の
説
、

郎
ち
、
糞
輿
は
二
都
失
陥
の
罪
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
直
接

清
軍
主
力
と
封
一
時
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
省
の
濁
立
を
可
能
に
し
た
功
に
よ
っ

て
評
領
さ
れ
る
べ
き
で
、
そ
の
鮎
か
ら
い
え
ば
黄
輿
は
孫
文
と
並
ん
で
民
園
創

建
の
最
大
の
功
績
者
で
あ
る
、
と
の
説
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
責
を
塞
い
で

い
る
。

(
第
七
章
)

一一

一
月
四
日
、
上
海
で
開
か
れ
た
省
代
表
曾
議
は
、

ω臨
時
政
府
を
南
京
に

置
く
、

ω賛
輿
を
大
元
帥
、
家
元
洪
を
副
元
帥
と
す
る
こ
よ
を
決
議
し
た
。
こ

の
決
議
は
禁
元
洪
ら
の
反
封
に
あ
い
、
後
に
賞

・
家
の
閥
係
を
逆
柏
崎
さ
せ
た
決

議
が
な
さ
れ
る
が
、
今
度
は
貧
輿
の
痘
否
に
あ

っ
て
牧
捨
に
道
な
く
、
孫
文
の

錫
園
が
待
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
て
、

十
二
月
一
一
一
日
に白
開
園
し
た
孫
文

は
臨
時
総
統
に
選
ば
れ
、
十
二
年

一
月
一

目、

そ
の
任
に
就
い
た
。
孫
文
と
陸

軍
総
長
賞
奥
は
、
臨
時
政
府
の
嘗
面
す
る
諸
困
難
を
解
決
す
る
た
め
に
、
個
人

的
な
能
力
を
最
大
限
に
愛
揮
す
る
が
、
財
政
難
を
救
う
た
め
に
は
招
商
局
等
を

鎗
保
に
し
た
借
款
ま
で
計
登
し
て
い
る
。
加
え
て
、
南
北
統

一
を
望
む
南
京
政

府
は
、
共
和
に
賛
成
す
る
裳
世
凱
を
大
総
統
に
選
び
、
型
の
整
っ
た
民
園
を
創

建
し
た
。
そ
の
裳
世
凱
は
、
革
命
娠
の
諸
々
の
思
惑
を
す
べ
て
武
力
で
踏
み
に

じ
っ
て
、
三
月
十
日
に
北
京
で
正
式
に
大
線
統
に
な
っ
た
。

(
第
入
章
)

そ
し
て
、
唐
紹
儀
内
閣
が
成
立
し
た
。
南
方
は
陸
軍
総
長
の
ポ
ス
ト
を
取
り

そ
こ
ね
、
黄
輿
は
南
京
留
守
と
な
っ
て
南
方
の
兵
植
を
掌
握
す
る
に
止
ま
っ

た
。
し
か
し
、
北
京
政
府
の
財
政
的
感
一
迫
の
た
め
に
軍
隊
を
養
え
な
く
な
っ
た

黄
輿
は
、
六
月
に
は
僻
戦
を
願
い
、
そ
の
軍
隊
さ
え
解
散
し
た
。
十
三
年
二
月

の
線
選
奉
で
園
民
'
策
(
前
年
の
八
月
十
三
日
に
同
盟
曾
よ
り
改
組
)
が
大
勝
す

る
と
、
裳
世
凱
は
、
そ
の
指
導
者
で
あ
る
宋
数
仁
を
テ
ロ

の
毒
牙
に
か
け

(三

月
二
二
日
て
さ
ら
に
五
園
借
款
二
億
五
千
蔦
磁
を
得
て
、
濁
裁
健
制
を
強
周

に
し
た
。
ま
ず
、
五
月
十
五
日
に
は
賞
輿
か
ら
将
軍
放
を
と
り
あ
げ
、
六
月
九

日
に
は
江
西
都
督
李
烈
鈎
の
官
位
を
剥
奪
し
、
つ
い
で
座
迫
は
慶
東
の
胡
漢
民

(
十
四
日
)
、
安
徽
の
柏
文
蔚
に
及
ん
だ
(
同
月
末
)
。
か
く
も
系
統
的
な
裳
世

凱
の
攻
撃
に
謝
し
、
黄
輿
は
一
貫
し
て
南
北
協
調
の
卒
和
政
策
を
と
っ
て
い

た
。
十
二
年
九
月
に
彼
は
、
北
京
に
出
向
い
て
裳
世
凱
と
曾
談
し
、
内
閣
の
大

臣
が
園
民
黛
に
加
盟
し
、
強
力
な
政
策
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
曾
制
を
確
立

し
、
そ
し
て
強
力
な
集
権
的
園
家
を
作
る
必
要
の
あ
る
こ
と
等
々
を
と
く
と
く

と
述
べ
て
、
さ
ら
に
、
民
園
の
基
礎
を
強
化
す
る
た
め
に
、
自
分
の
影
響
力
で

政
府
と
園
民
黛
の
聞
の
木
和
を
調
定
す
る
こ
と
ま
で
申
出
て
い
る
。
そ
し
て
、
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資
興
は
宋
数
仁
暗
殺
、
五
闘
借
款
成
立
後
も
、
民
閣
の
強
化
の
た
め
に
卒
和
的

手
段
に
よ
る
解
決
を
標
傍
し
つ
*
つ
け
る
。
七
月
十
二
日
に
李
烈
鈎
が
濁
立
を
宣

言
す
る
に
及
ん
で
第
二
革
命
が
勃
透
し
た
。
武
同
円
の
勇
将
葉
興
は
、
一
時
南
京

を
占
領
し
は
し
た
が
、
殆
ん
ど
十
分
な
貢
献
を
な
し
え
な
い
ま
ま
、
勃
護
よ
り

二
ヶ
月
、
九
月
に
は
第
二
革
命
は
敗
北
す
る
。
孫
文
は
、
敗
北
の
原
因
を
黄
輿

へ
の
手
紙
の
中
で
、
哀
の
強
さ
に
で
は
な
く
て
味
方
の
不
統
一
に
求
め
、
輿
の

卒
和
主
義
を
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
封
し
て
著
者
は
、
黄
輿
の
卒
和
政
策

が
失
敗
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
、
逆
に
武
力
闘
字
の
成

功
を
保
設
し
は
な
い
と
い
う
理
由
で
寅
興
を
擁
護
し
て
い
る
。
(
第
九
章
)

第
二
革
命
に
敗
れ
て
黄
興
は
、
日
本
に
亡
命
し
、
つ
い
で
、
ア
メ
リ
カ
へ
渡

る
が
(
十
四
年
七
月
)
、
彼
は
ア
メ
リ
カ
各
地
で
、
中
間
に
お
け
る
共
和
制
の

危
機
と
裳
世
凱
の
園
を
私
す
る
不
法
行
矯
に
封
す
る
攻
撃
お
よ
び
第
三
革
命
の

不
可
避
を
訴
え
て
歩
く
。
裳
世
凱
の
帝
政
の
盤
明
が
出
る
に
及
ん
で
(
十
五
年

十
二
月
十
二
日
)
、
彼
は
卸
座
に
反
封
の
通
告
を
迭
り
、
同
志
に
搬
を
と
ば
し

て
、
資
金
募
集
に
努
力
す
る
。
そ
の
聞
に
、
孫
文
は
中
華
革
命
篤
結
成
の
準
備

を
進
め
、
黄
輿
に
副
総
理
に
就
く
こ
と
を
要
請
す
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
担
否
し

た
の
で
孫
文
は
濁
自
に
そ
れ
を
結
熊
し
(
一
四
年
七
月
八
日
)
、
こ
こ
に
同
盟

曾
以
来
の
彼
ら
の
協
同
は
少
な
く
と
も
組
織
的
に
は
消
滅
し
た
。
三
一
ケ
篠
要

求
に
謝
し
で
も
、
孫
文
が
裳
世
凱
に
反
謝
す
る
闘
争
を
通
じ
て
の
痘
否
を
考
え

た
の
に
封
し
、
貰
輿
は
反
哀
闘
争
を
中
止
し
て
撃
園
一
致
で
日
本
に
嘗
る
方
針

を
と
り
、
全
く
謝
立
し
て
い
た
。
し
か
し
、
黄
興
が
孫
女
に
反
封
す
る
政
黛
を

作
る
こ
と
は
せ
ず
、
一
貫
し
て
孫
文
の
仕
事
を
妨
害
し
な
か
っ
た
こ
と
を
著
者

は
強
調
す
る
。
帝
政
に
反
釘
し
て
、
奈
鍔
が
雲
南
濁
立
宣
言
を
援
す
る
に
及
ん

で
(
十
二
月
二
五
日
)
、
第
三
革
命
が
開
始
さ
れ
た
の
で
、
賀
輿
は
中
闘
で
活

動
す
る
た
め
に
、
十
六
年
四
月
に
日
本
へ
向
っ
て
出
愛
し
た
。
彼
は
日
本
で
孫

文
と
協
同
し
て
、
武
器
の
買
付
等
の
面
で
活
動
を
す
る
が
、
六
月
一
一
一
一
日
に
上

海
に
蹄
り
、
フ
ラ
ン
ス
租
界
に
住
ん
で
、
南
北
統
一
の
た
め
に
彼
の
最
後
の
活

動
を
行
な
っ
た
。
そ
の
年
の
十
月
十
日
、
武
昌
起
義
五
周
年
紀
念
日
に
病
を
得

て
、
同
月
三
一
日
、
そ
の
地
に
生
を
終
え
た
。
時
に
四
二
歳
、
獄
麓
山
で
園
葬

に
付
さ
れ
た
。
(
第
十
章
)

そ
し
て
、
著
者
は
一
言
う
c

黄
輿
の
中
園
革
命
へ
の
寄
奥
は
、
彼
が
理
論
的
な

著
作
を
何
も
残
し
て
い
な
い
の
で
彼
の
政
治
思
想
と
の
閥
連
で
と
ら
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
彼
は
一
九
一
七
年
以
前
に
生
き
た
革
命
家
と
し
て
、
大
抵
の
革

命
家
と
同
様
に
、
西
洋
の
制
度
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
た
革
命
家
で
あ
っ
て
、
人

民
大
衆
に
封
し
て
は
殆
ん
ど
敬
意
を
梯
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
類

例
の
な
い
一
世
曾
改
革
思
想
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
貫
鐙
が
何
で
あ

っ
た
か
は
明
か
で
は
な
い
が
、
一
貫
し
て
民
生
主
義
を
賀
行
す
る
こ
と
の
重
要

性
を
張
-
調
し
て
い
る
。
現
在
、
園
民
熊
と
共
産
擦
が
孫
文
以
外
の
革
命
家
に
奥

え
て
い
る
不
嘗
に
低
い
評
債
に
基
い
て
な
さ
れ
る
寅
輿
の
評
僚
は
問
題
で
あ
ろ

う
と
c

(

結
論
)
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資
輿
の
停
一
記
に
は
、
彼
の
僚
友
之
あ
っ
た
劉
挨
一
の
「
黄
輿
停
記
」
と
、
園

民
黛
中
央
執
行
委
員
曾
黛
史
史
料
編
纂
委
員
禽
の
「
寅
輿
侍
」
と
が
あ
る
。
ま

た
、
一
九
一
四
年
に
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
た
?
?
富
三
芯
唱
ロ
ミ
編
の
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も
中
園
革
命
の
巽
の

指
導
者
と
し
て
の
資
輿
像
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
代
に
生
き
、

中
園
革
命
の
息
吹
き
を
身
を
も
っ
て
感
じ
と
っ
た
西
洋
の
共
和
主
義
者
が
、
裳

世
凱
の
濁
裁
に
反
抗
し
て
い
る
中
閣
の
共
和
主
義
者
に
迭
る
満
腔
の
賛
僻
に
充

ち
た
マ
ロ
ニ

l
の
も
の
は
と
も
か
く
と
し
て
、
前
二
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
賞
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輿
の
生
涯
を
一
態
通
観
し
て

い
る
と
は
い
え
、
た
ん
に
時
間
的
縁
起
を
追
っ
て

現
象
的
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
小
朋
子
に
止
ま
っ
て
お
り
、
侍
記
と
し
て
十

分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
共
和
主
義
者
と
し
て
の
黄
輿
像
を

孫
文
と
の
協
間
関
係
の
中
で
捉
え
よ
う
と
し
た
本
書
は
、
先
ず
こ
の
貼
で
注
目

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
こ
に
書
か
れ
た
多
く
の
事
貫
は
、
劉
撲

一

の
も
の
に
も
勿
論
書
か
れ
て

は
い
る
が
、
著
者
が
序
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
諸
文
献
の
十
分
な
調
査
に
基
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
貼
で
も
歴
史
的
事

貨
の
確
定
と
し
て
決
定
的
な
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

史
料
的
に
は
、
華
奥

禽
関
係
の
こ
と
は
主
と
し
て
劉
授

一
の
も
の
に
依
っ

て
お
り
、
そ
れ
以
後
は
、

よ
り
根
本
的
な
諸
資
料
に
基
い
て
、
そ
れ
ら
に
比
較
検
討
を
加
え
て

い
る
。

ま

た
、
未
公
刊
の
私
書
翰

(
一
九

二
ハ
年
五
月
1
十
月
一

一一一
日
の
聞
に
賛
興
が
友

人
達
に
塗
っ

た
電
報
の
潟
し
)
が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
こ
こ
に
用
い
ら
れ

て
い
る
限
り
で
は
特
に
注
目
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。

著
者
が
、
黄
輿
像
を
描
く
た
め
に
用
い
て
い
る
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
見
ょ

う
。
賞
興
を
孫
文
と
の
協
同
指
導
性
の
中
で
捉
え
る
こ
と
自
健
は
、
そ
れ
な
り

に
正
嘗
性
を
主
張
で
き
る
し
、
ま
た
共
和
制
の
た
め
に
闘
っ
た
革
命
家
と
し
て

の
黄
奥
像
も
、
彼
が
主
観
的
に
そ
う
考
え
て
い
た
限
り
に
お
い
て
安
省
で
は
あ

ろ
う
。
だ
が
賞
興
が
生
き
た
の
は
、
ま
さ
に
辛
亥
革
命
の
時
代
で
あ
り
、
彼
が

そ
の
革
命
の
偉
大
な
指
導
者
の一

人
で
あ

っ
た
以
上
、
個
人
的
な
曙
好
の
問
題

に
歴
史
を
還
元
し
な
い
と
す
れ
ば
彼
の
許
僚
は
密
接
に
辛
亥
革
命
そ
の
も
の
の

評
僚
と
係
わ
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
「
革
命
い
ま
だ
な
ら
ず
」
と
叫

ん
だ
孫
文
の
遺
志
が

一
九
間
九
年
に
至
っ
て
達
成
さ
れ
た
以
上
、

二
つ
の
革
命

を
全
く
断
紹
さ
せ
て
見
る
と
い
う
非
歴
史
的
観
鮎
を
も
た
な
い
な
ら
ば
新
民
主

主
義
革
命
の
先
達
と
し
て
の
賞
輿
の
位
置
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

共
和
制
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

は
、
偉
大
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
田県
の
共
和
制
が
何
で

あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
し
に
、
共
和
主
義
者
で
あ
る
革
命
家
賀
輿
を

許
債
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
資
輿
は
民
園
創
建
以

前
に
は
数
次
に
及
ぶ
武
装
闘
争
の
第

一
線
に
立
っ

て
、
人
民
の
知
的
愚
昧
と
生

活
破
壕
を
強
要
す
る
専
制
支
配
を
打
倒
す
る
た
め
に
孜
々
と
し
て
闘
っ

た
。
し

か
る
に
民
園
創
建
以
後
は
、
南
京
寧
の
解
散
に
始
ま
り
、

一
貫
し
た
卒
和
協
調

の
政
策
で
も

っ
て
し
か
、
裳
世
凱
に
封
決
し
え
な
か

「
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

二一

ケ
篠
要
求
に
封
す
る
時
、
例
の
奉
園

一
致
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
と
し
て
典
型
的

に
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
主
観
的
に
は
雨
期
を
通
じ
て
賀
興
が
箕
撃
に

共
和
制
賞
現
の
た
め
に
カ
を
致
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
は
愛
り
が
な
い
の
で

あ
る
。
以
前
に
は
、
彼
に
お
い
て
、
断
固
た
る
闘
争
を
通
じ
て
し
か
質
現
さ
れ

な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
現
在
で
は
協
調
に
よ

っ
て
達
成
さ
れ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
明
ら
さ
ま
な
封
建
支

配
が
取
り
除
か
れ
た
時
、
彼
に
は
、
共
和
制
は
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
の

で
あ
り
、
表
世
凱
と
の
矛
盾
は
味
方
内
部
の
意
見
の
相
異
と
し
か
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
貨
の
問
題
と
し
て
は
、
革
命
は
、

た
ん
に

前
近
代
的
な
障
壁
を
克
服
し
た
だ
け
で
は
決
し
て
達
成
さ
れ
な
い
よ
う
な
性
質

の
も
の
に
柿
開
化
し
て

い
た
の
で
あ
り
、
あ
た
か
も
悪
性
の
腫
蕩
の
よ
う
に
、

一

つ
の
封
建
支
配
構
造
を
破
壊
し
た
瞬
間
に
紫
い
も
新
た
に
他
の
も
の
が
立
塞
が

っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な

性
質
を
帯
び
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま

り
、
賛
輿
の
頭
の
中
で
は
共
和
制
は
達
成
さ
れ
た
は
ず
で
あ

っ
た
が
、
現
質
に

は
、
共
和
制
を
口
に
す
る
裳
世
凱
は
、
二
億
五
千
商
務
の
借
款
を
得
て
南
方
部

屋
を
行
な
っ
て

い
た
し
、
共
和
制
の
輝
か
し
い
舞
牽
で
あ
る
議
舎
の
指
導
者
宋
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教
仁
を
暗
殺
し
、
園
民
議
議
員
の
議
席
剥
奪
を
行
な
う
等
、
全
く
逆
の
方
向
へ

走
っ
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
資
輿
の
共
和
制
と
は
、
明
々
白
々
の
封
立
物
H

清
朝
H
と
は
妥
協
の
な
い
闘
宇
を
行
な
い
え
て
も
、
表
面
的
に
共
和
制
の
型
が

で
き
上
っ
た
時
に
は
も
は
や
伺
い
を
支
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
思
想
で
あ
り
、
ブ

ル
ジ
ョ
ア
共
和
思
想
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
は
民
園
創
建
以
前
の
黄
輿
に
劃
し
て
賞
調
酬
を
す
合
ま
な
い
の

み
な
ら
ず、

そ
れ
以
後
の
糞
輿
に
謝
し
で
も
殆
ん
ど
全
面
的
に
肯
定
的
な
評
債

を
奥
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
時
鮎
そ
隔
て
な
が
ら
も
、
著
者
は
黄
興
と

全
く
問

一の
思
想
を
持
っ
て
、

資
興
そ
の
も
の
に
自
分
を
合
健
さ
せ
な
が
ら
、

彼
を
プ
ル
ジ
ョ
ア
共
和
思
想
よ
り
評
債
し
た
侍
記
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
、
著
者
に
と
っ

て
は
頭
の
頂
か
ら
足
の
先
ま
ま
の
完
全
な
草
命
家

と
し
て
の
黄
興
像
が
出
来
上
っ
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
は
偉
大
な
革
命
家

資
輿
に
封
す
る
奥
の
歴
史
的
評
債
を
興
え
き
れ
な
い
と
い
う
結
果
に
終
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

著
者
の
強
調
す
る
孫
文
と
黄
輿
の
協
調
指
導
性
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
る
。

た
し
か
に
理
論
家
と
し
て
の
指
導
者
孫
文
と
質
践
家
と
し
て
の
指
導
者
賞
輿
と

は
、
民
園
創
建
ま
で
は
諸
々
の
内
証
に
も
か
か
わ
ら
ず
協
同
し
て
革
命
運
動
に

携
わ
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
中
華
革
命
黛
時
代
の
孫
文
と
賀
輿
と
は
、
た
と
え

黄
興
が
孫
文
の
動
き
を
妨
碍
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
協
同
閥
係
に
は
な
か
「

た
。
二

一
ケ
篠
要
求
に
劃
す
る
態
度
に
典
型
的
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
一
度
糞

興
が
思
想
的
に
自
ら
の
立
場
を
表
明
す
る
や
、
そ
れ
は
孫
文
と
は
決
定
的
に
異

っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孫
文
と
の
協
同
を
主
張
す
る
著
者
の
態
度

は
、
資
輿
の
評
債
を
孫
文
に
劃
し
て
輿
え
ら
れ
て
い
る
高
い
地
貼
に
ま
で
引
上

げ
る
た
め
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
我
々
に
は
十
分
に
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ

る
。
黄
興
が
理
論
的
思
想
的
著
作
を
残
し
て

い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
を
孫

文
と
セ
ッ
ト
に
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
黄
輿
を
評
償
す
る
こ
と
は
、
協
調
し

て
い
る
時
の
彼
ら
二
人
の
閥
係
し
か
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
い
う
貼
で
、
き
わ

め
て
不
十
分
な
評
償
基
準
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
た
と
え
著
作
は
な
く

2
も、

も
し
黄
輿
自
身
の
思
想
的
位
置
と
い
う
こ
と
を
確
定
し
な
い
な
ら
ば
、
孫
文
と

の
関
係
も
駁
昧
に
な
り
、
ま
た
、
章
嫡
麟
ら
と
の
関
係
も
明
ら
か
に
さ
れ
ず、

ま
し
て
人
民
大
衆
と
の
閥
係
を
解
明
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
い

資
輿

の
よ
う
に
か
く
も
無
思
想
な
人
物
が
、
か
く
も
巨
大
な
映
像
を
歴
史
の
ス
F
リ

l
γ

に
投
じ
た
こ
と
は
一
つ
の
驚
異
で
あ
る
が
、
著
者
の
よ
う
に
彼
に
封
し
て

盲
目
的
に
自
分
を
溶
解
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
結
局
、
寅
興
自
身
さ
え
解
明
で
き

な
く
な
る
で
あ
ろ
う。

最
後
に
本
書
の
叙
述
に
つ
い
て
い
え
ば
、
著
者
は
民
園
創
建
以
前
の
諸
起
義

の
許
債
に
閲
し
て
は
す
べ
て
同
時
代
人
の
評
債
を
も
っ
て
代
鮮
さ
せ
て
い
る
の

に
反
し
、
第
二
革
命
の
黄
輿
に
闘
し
て
は
、
孫
文
の
批
制
刊
に
封
し
て
堂
々
と
自

設
を
述
べ
て
彼
の
卒
和
協
調
政
策
を
擁
護
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
著
者
自
身
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
共
和
主
義
の
立
場
を
明
白
応
確
詮
し
て

い
る
が
、
た
ん
に
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
一
支
配
趨
制
の
暴
力
的

援
紹
に
封
す
る
後
言
を
恨
み
た
い
と
い
う
著
者
の
政
治
的
配
慮
で
な
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。
以
上
二
、
三
の
貼
に
つ

い
て
の
批
剣
を
試
み
た
が
、
こ
の
よ
う
な

快
鮎
に
も
か
か
わ
ら
ず
・
本
書
は
我
々
が
批
剣
的
掻
取
を
行
な
う
限
り
、
一
腹

の
意
義
と
償
値
と
は
有
し
て

い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
勇
敢
で
私
心
な
く
、
度
量
宏
大
な
、
民
族
の
英
雄
と
し
て
、
あ
く

ま
で
戟
闘
的
民
主
主
義
者
の
立
場
を
生
き
ぬ
い
た
革
命
家
と
し
て
の
資
興
の
侍

記
は
、
彼
の
偉
大
さ
の
す
べ
て
を
縫
承
し
、
彼
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
限
界
を
止
揚
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本
書
は
表
題
の
如
く
一
七
世
紀
の
露
蒙
外
交
史
研
究
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
著
者
シ
ヤ
ス
テ
ィ
ナ
氏
は
現
在
モ
ス
ク
ワ

の
ア
ジ
ア

・
ア
フ

リ
カ
研
究

所
に
あ
っ
て
こ
の
方
面
に
か
ん
す
る
研
究
に
精
力
的
な
活
動
を
示
し
て
お
ら
れ

る
方
で
あ
る
。
わ
が
園
に
あ
っ
て
は
全
く
未
開
拓
な
分
野
に
属
す
る
が
、
ソ
ヴ

ェ
ト
に
あ
っ
て
も
同
様
の
よ
う
で
あ
る
。
本
書
は
そ
の
意
味
で
こ
の
方
面
に
か

ん
す
る
最
初
の
専
著
で
あ
る
と
い
え
る
。
事
賞
、
わ
れ
わ
れ
は
一
七
世
紀
全
僅

を
通
じ
て

ロ
シ
ア
が

モ
ン
ゴ
リ
ア
と
頻
繁
に
交
換
し
て
い
た
外
交
使
節
の
リ
ス

ト
す
ら
持
っ
て

い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
歴
史
的
文
献

が
な
い
か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
従
来
露
支
交
渉
史
に
か
ん
す
る

諸
研
究
中
に
折
に
ふ
れ
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
と
く
に
革
命
以
前
の
ロ

シ
ア
の
歴
史
撃
者
を
中
心
に
解
明
せ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
七
世
紀
の

露
支
交
渉
史
研
究
の
場
合
、ロ

シ
ア
の
東
方
、
厳
密
に
い
え
ば
シ
ベ
リ
ア
東
部
へ

の
外
交
政
策
と
密
接
に
結
び
つ

い
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
最
初
シ
ベ
リ
ア
史

研
究
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
研
究
に
は
モ
ン
ゴ
ル
の
汗
や
諸
侯
等

に
か
ん
す
る
若
干
の
ロ
シ
ア
の
外
交
交
渉
の
記
述
が
含
ま
れ
て
お
り
、
露
支
交

渉
史
中
の
個
々

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
数
行
、
も
し
く
は
一
章
が
費
さ
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い。

そ
れ
で
も
こ
の
方
面
の
研
究
は
従
来
か
な
り
の
量
の
書
物
が

褒
表
さ
れ
て
お
り
、
露
蒙
交
渉
史
研
究
自
健
は
き
わ
め
て
不
十
分
で
は
あ
る

が
、
か
な
り
塑
富
な
ピ
プ
リ
ォ
グ
ラ
フ

ィ
ー
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
中
で
も
一
入
世
紀
の
宇
官
牢
民
の
歴
史
家
ミ
ュ

I
ラ
I

C
・
去
三
-mH
の
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シ
ア
史
集
成
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nrcロ
m
ω
E円
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V

広
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LHm
開門
Dゲ巾司ロロ
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nr
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nymH
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E
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g
-
M》巾同町門的げ
E
G
W
H叶
∞
∞
)
は

い
ず
れ
も
シ
ベ

リ
ア
史
を
扱
い
な

が
ら
も
露
蒙
交
渉
史
に
か
ん
す
る
数
多
く
の
す
ぐ
れ
た
記
述
に
富
む
も
の
で
あ

る
。
と
く
に
こ
の
雨
者
は
、
一
七
世
紀
を
通
じ
て

ロ
シ
ア
と
密
接
な
交
渉
を
も

っ
た
モ
ン
ゴ
ル
の
ア
ル
テ
ィ

γ
汗
〉
一
々
千
百

g
E
に
か
ん
す
る
盟
富
な
記
述

を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
史
料
的
に
も
ロ
シ
ア
政
府
の
外
交
文
書
を
利
用
し
て

い
る
だ
け
に
そ
の
債
値
は
高
い
。
さ
ら
に
降
つ

て
は
例
の
パ
ツ
デ

レ
l

H
・円

切
旦
分

-4
の
河
口師
団
F
ζ
s
m
o
--ω

出口
与
の
7
5
F
切
包
括
的
OB
巾
5
8
H
L

O町
長
O
H
己
主
o
g
r
2
4
2
2
F巾
B

片
岡

0
5
5巾
宮
間
5
ロ
F口
問
。
向
子
巾

口同
y
n
gZ
門司同
o
p
m
ι
g
p
o同
己
d

巾
吋
印
白
円
〉
Z
H
O
FY向
子
宮
ニ
0
5門
会
〉
・

ロ・

5
0
N
1
5
員

2
n-
F
Dロ
ιo
p
g
H
P
M
〈

O}帥
は
こ
の
雨
箸
を
参
考

に
し
、
パ
ツ
デ

レ
I
自
身
が
目
路
し
得
た

ロ
シ
ア
の
外
交
文
書
を
利
用
し
て
一

七
世
紀
の
ロ
シ
ア
、
モ
ン
ゴ
リ
ァ
、
中
関
三
者
の
外
交
関
係
を
概
説
し
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
露
蒙
交
渉
史
を
専
門
に
扱
っ
た
も
の
で

は
な
く
、
い
わ
ば

ロ
シ
ア
と
中
国
の
外
交
関
係
を
-
記
述
す
る
に
嘗
っ
て
、
こ
の

南
大
閣
の
中
間
に
位
置
す
る
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
必
然
的
に
ふ
れ
ざ
る
を
え
な
か

「

た
事
情
が
こ
れ
ら
の
著
者
を
し
て
露
蒙
交
渉
史
を
扱
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

γ
ヤ
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