
孫

文

研

究

の

ー
ー
と
く
に
民
族
主
義
理
論
の
設
展
を
中
心
と
し
て
|
|

藤

昇

箸

井

一
九
六
六
年
四
月
勤
草

書
房

A
5剣
二
八
六
頁
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一
九
六
六
年
は
孫
文
の
生
誕
百
周
年
に
あ
た
っ
て
い
て
、
そ
の
せ
い
か
昨
年

か
ら
今
年
に
か
け
て
、
い
く
つ
か
の
孫
文
研
究
書
や
停
記
が
出
版
さ
れ
た
。
筆

者
の
知
る
か
ぎ
り
で
も
、
鈴
江
言
一
の
名
著
「
孫
文
停
L

が
復
刊
さ
れ
た
の
を

別
に
し
て
、
野
津
盟
「
孫
文
と
中
園
革
命
」
、
岩
村
三
千
夫
編
「
現
代
中
国
と

孫
文
思
想
」
、
貝
塚
茂
樹
「
孫
文
と
日
本
」
、
そ
れ
に
藤
井
氏
の
本
書
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
著
書
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
な
り
に
孫
文
と
現
代
と
を
結
び
つ
け
、
そ

の
歴
史
的
位
置
の
み
な
ら
ず
、
今
日
的
意
義
を
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
力
し

て
い
る
が
、
と
り
わ
け
藤
井
氏
の
も
の
は
、
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
の
縛
換

を
、
日
本
観
を
中
心
に
検
討
す
る
も
の
で
、
日
清
戦
字
以
来
の
日
本
帝
国
主
義

の
中
園
侵
略
と
い
う
汚
辱
に
み
ち
た
震
史
を
も
っ
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
数
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
著
書
で
あ
る
。
ま
た
事
裁
史
的
に
い
っ
て
も
、
著
者
の
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
を
系
統
的
・
事
問
的
に
研
究
し
た
も

の
が
少
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
本
書
の
も
つ
償
値
は
高
い
と
い
え

る。
さ
て
著
者
は
、
本
書
に
お
い
て
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
は
一
九
一
九
年
の
南

北
和
卒
曾
議
を
縛
期
と
し
て
、
と
く
に
そ
の
日
本
観
の
愛
化
か
ら
縛
換
し
は
じ

め
る
と
い
う
新
説
を
提
出
し
て
お
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
筆
者
に
は
、
こ
れ
が
正

し
い
か
ど
う
か
批
評
す
る
力
は
な
い
。
そ
れ
に
は
も
っ
と
遁
嘗
な
方
が
お
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
が
、
一
感
の
紹
介
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
二

・
三
の
疑
問
鮎
を
提
示

し
て
責
を
ふ
さ
ぎ
た
い
と
思
う
。

ま
ず
本
書
の
構
成
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

序

論

問

題

の

所

在

第

一

章

第

一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
孫
文
と
日
本

第
二
章

一
九

一
九
年
の
南
北
和
卒
曾
議
と
孫
文
の
民
族
主
義
の
縛
換

第
三
章
縛
換
後
に
お
け
る
孫
文
の
民
族
主
義
の
展
開

第
四
章
一
九
二
四
年
の
孫
文
の
訪
日
と
大
ア
ジ
ア
主
義
講
演

結

論

第
一
章
は
一
九
世
紀
末
か
ら
第
一
次
世
界
大
戟
ま
で
の
孫
文
の
民
族
主
義
理

論
が
日
本
と
の
政
治
的
関
係
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
著
者
は
孫
文

が
、
清
末
の
時
期
に
あ
っ
て
は
清
朝
打
倒
の
た
め
に
、
第
二
革
命
の
失
敗
以
後

は
北
洋
軍
閥
打
倒
の
た
め
に
、
終
始
一
貫
し
て
日
本
の
精
榊
的
物
質
的
援
助
を

も
と
め
、
そ
し
て
、
そ
の
折
今
に
中
園
侵
略
を
も
く
ろ
む
日
本
の
支
配
者
た
ち

と

一
時
的
な
安
協
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
一
連
の
活
動
を
概
観
す
る
。
著
者
は
孫

文
の
か
か
る
封
日
接
近
の
全
貌
を
土
木
公
刊
の
外
務
省
文
書
な
ど
を
使
っ
て
、
質

霊
的
に
あ
き
ら
か
に
す
る
。
た
と
え
ば
第
二
辰
丸
事
件
を
契
機
と
し
た
第
一

回

封
日
ボ
イ
コ

γ

ト
(
一
九

O
八
年
)
に
た
い
し
て
孫
文
は
き
わ
め
て
冷
淡
な
態

度
を
と
り
、
日
本
側
の
ボ
イ
コ

ッ
ト
銀
座
に

一
役
が
お
う
と
し
た
こ
と
(
五
二

J
五
四
頁
)
、
南
京
で
臨
時
大
総
統
に
就
任
後
、
日
本
に
た
い
し
積
極
的
な
借

款
交
渉
を
行
い
、
そ
の
係
件
に
中
圏
全
土
に
お
け
る
鎖
山
・
銭
道
・電
気
事
業
の

優
越
惜
帽
を
輿
え
よ
う
と
し
た
こ
と
(
六
八
J
七
三
頁
〉
、

一
九

一
四
年
、
第
二

革
命
に
失
敗
し
て
日
本
に
亡
命
中
、
大
限
首
相
に
手
紙
を
出
し
、
裳
世
凱
打
倒

に
協
力
す
る
な
ら
ば
、
領
事
裁
剣
機
撤
廃
を
係
件
に
日
本
に
市
場
を
開
放
し
、

同
盟
を
結
ん
で
関
税
を
克
除
せ
ん
と
提
案
し
た
こ
と
(
八
五
頁
〉
、
さ
ら
に
ま
た
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翌
年
の
日
本
の
二
十
一
カ
傑
要
求
に
た
い
し
、
孫
文
は
こ
れ
を
「
安
嘗
な
措

置
」
と
支
持
す
る
と
と
も
に
、
「
中
日
盟
約
案
」
な
る
も
の
を
作
成
し
て
政
治

.
軍
事
・
外
交

・
経
済
の
面
で
の
日
本
の
全
面
的
優
位
を
承
認
す
る
が
ご
と
き

提
案
を
外
務
省
外
務
局
長
に
行
っ
て
い
る
こ
と
(
八
五

1
八
八
頁
)
、
な
ど
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
し
め
さ
れ
た
諸
事
貨
は
、
孫
次
め
外
園
依
存

と
自
国
民
衆
軽
視
の
態
度
を
一
一
層
う
き
ぼ
り
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
北
一
輝

が
「
費
園
奴
」
と
し
て
孫
文
を
痛
烈
に
批
判
門
し
た
駄
で
も
あ
っ
た
。

第
二
章
は
、
こ
の
よ
う
な
外
国
依
存
と
自
国
民
衆
軽
視
の
態
度
か
ら
ぬ
け
き

れ
な
か
っ
た
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
が
ど
の
よ
う
に
縛
換
し
て
い
っ
た
か
を
検

討
す
る
。
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
本
書
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
民

族
主
義
理
論
の
縛
換
を
一
九
一
九
年
の
南
北
和
卒
含
議
に
お
け
る
日
本
観
の
幽
変

化
に
お
く
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
章
が
本
書
の
か
な
め
と
な
っ
て
い
る
。
箸
者
は

遊
民
主
主
義
革
命
の
指
導
者
と
し
て
の
時
期
か
ら
新
民
主
主
義
革
命
の
積
極
的

参
加
者
と
し
て
の
時
期
へ
の
縛
換
は
、
五
四
運
動
を
鞠
機
と
す
る
こ
と
は
認
め

つ
つ
も
、
民
族
主
義
理
論
に
つ
い
て
は
南
北
和
卒
曾
議
も
思
想
的
鱒
換
を
促
し

た
重
要
な
一
因
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
民
族
主
義
理
論
の
縛
換

は
、
日
本
に
た
い
す
る
見
方
に
お
い
て
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
の
が
、
著
者
の
見

解
で
あ
る
。
著
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

一
九
一
七
年
に
畿
表
さ
れ
た
「
中
間
存
亡
問
題
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、

イ
ギ
リ
ス
の
中
国
政
策
を
批
剣
す
る
一
方
、
日
本
の
立
場
を
燐
謹
し
、
日
本
と

の
提
携
を
主
張
し
て
い
た
孫
文
は
、
一
九
一
九
年
六
月
に
な
る
と
、
山
東
問
題
を

と
り
あ
げ
て
、
日
本
の
'
帝
国
主
義
的
侵
略
政
策
に
強
い
批
判
を
加
え
る
に
い
た

る
。
二
年
間
の
あ
い
だ
に
、
か
か
る
襲
化
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
は
、
一
九

一
八

年
か
ら
一
九
年
に
か
け
て
の
南
北
和
卒
曾
議
に
お
け
る
日
本
政
府
の
態
度
で
あ

っ
た
。
一
九
一
八
年
の
は
じ
め
、
圏
内
に
も
南
北
和
卒
を
の
ぞ
む
盤
が
し
だ
い

に
た
か
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
ろ
、
孫
文
は
、
圏
内
統
一
の
方
法
と
し
て
武
力
に

よ
る
統
一
か
、
そ
れ
と
も
和
卒
曾
議
に
よ
る
南
北
統
一
か
を
考
え
て
い
た
。
し

か
し
孫
文
と
し
て
は
和
卒
曾
議
に
よ
る
統
一
は
不
徹
底
か
っ
一
時
的
な
も
の
に

終
る
と
珠
想
し
、
む
し
ろ
武
力
に
よ
る
統

一
を
の
ぞ
み
、

日
本
の
援
助
に
大
き

な
期
待
を
か
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
寺
内
内
閣
は
、
前
年
以
来
段
級
瑞
政
府
に

西
原
借
款
を
交
付
す
る
ほ
か
、
三
千
二
百
高
固
の
兵
器
借
款
を
供
奥
し
、

一
九

一
八
年
五
月
に
は
日
中
共
同
防
敵
軍
事
協
定
を
給
ん
だ
り
し
て
、
ま
す
ま
す
援

段
政
策
を
露
骨
に
推
進
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
孫
文
の
要
請
は
寺
内
内
閣

に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

孫
文
は
九
月
に
成
立
し
た
原
内
閣
に
期

待
を
か
け
た
。
と
こ
ろ
が
原
内
閣
は
い
ま
ま
で
拒
否
し
て
い
た
南
北
和
卒
曾
議

に
質
成
す
る
態
度
を
と
り
、
事
質
上
、
日
本
の
提
案
に
よ
っ
て
五
ヶ
国
に
よ

る
和
卒
勧
告
が
出
さ
れ
る
情
勢
が
生
ま
れ
た
。
和
卒
品
開
議
開
催
が
必
至
と
み
る

や
、
孫
文
は
原
内
閣
に
働
き
か
け
、
日
本
の
イ

ニ
シ
ア
チ
ブ
で
護
法
を
前
提
と

す
る
奮
闘
曾
の
回
復
を
は
か
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
に
し
た
。
孫
文
が
日
本
に

南
方
波
援
助
の
代
償
に
満
蒙
割
議
を
提
案
し
た
の
は
こ
の
と
き
の
こ
と
と
い
わ

れ
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
は
和
卒
曾
議
開
催
に
質
成
は
し
た
も
の
の
、
こ
の

ま
ま
で
は
奮
闘
曾
の
回
復
は
不
可
能
だ
と
判
断
し
た
孫
文
は
ふ
た
た
び
武
力
統

一
の
方
針
を
う
ち
だ
し
、
十
一
月
以
来
、
三
回
に
わ
た
っ
て
日
本
の
援
助
を
要

請
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
原
内
閣
は
五
ヶ
園
共
同
勧
告
に
加
わ
と
と
も
に
、
孫
文

の
援
助
要
請
を
拒
否
す
る
回
答
を
出
し
た
。
そ
れ
で
も
な
お
孫
文
は
原
内
閣
に

た
い
す
る
期
待
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
た
が
、

年
末
か
ら
一
九
一
九
年
に
か
け
て

原
内
閣
が
北
方
波
援
助

l
l軍
事
協
定
延
長

・
参
戦
借
款
供
輿
・

参
戦
箪
編
成

な
ど
ー
ー
を
ひ
き
つ
づ
き
寅
行
す
る
の
を
み
て
、
つ
い
に
孫
文
は
一
九
一
九
年

六
月
十
三
日
の
「
東
京
朝
日
新
聞
」
の
記
者
の
質
問
に
た
い
す
る
答
え
の
な
か

で
、
二
十
一
ケ
篠
要
求
以
来
の
日
本
の
帝
国
主
義
政
策
を
き
び
し
く
批
剣
し
、
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十
月
に
は
中
国
人
事
生
に
む
か
つ
て
日
本
か
ら
の
脅
威
を
警
告
す
る
に
い
た

る
。
(
「
救
園
急
務
じ
そ
し
て
同
月
、
宮
崎
龍
介
と
の
合
同
見
に
お
い
て
、
孫
文

は
自
己
の
従
来
の
革
命
方
式
を
徹
底
的
に
自
己
批
剣
し
、
民
衆
的
基
盤
の
強
化

を
今
後
の
革
命
路
線
の
中
心
的
課
題
と
み
な
し
、
日
中
雨
園
の
民
衆
的
部
分
の

結
合
を
強
調
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
従
来
の
よ
う
な
外
国
依
存
と
自

園
民
衆
軽
視
の
飲
陥
は
克
服
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
第
二
章
の
主
要
な
論
旨
で
あ
る
。

さ
て
第
三
掌
で
は
縛
換
後
の
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
が
、
ど
の
よ
う
に
し

て
、
新
三
民
主
義
の
段
階
に
ま
で
到
達
し
た
か
が
検
討
さ
れ
あ
。
ま
ず
一
九

一

九
年
六
月
の
日
本
批
剣
に
は
じ
ま
る
反
日
の
態
度
は
、
前
述
の
「
救
園
急
務
」
な

る
演
説
に
お
い
て
二
十
一
ケ
係
廃
棄
を
提
起
す
る
ま
で
に
設
展
し
、

一
九
二
O

年
に
な
る
と
、
中
園
侵
略
を
助
け
て
き
た
日
英
同
盟
の
更
新
に
た
い
す
る
反
封

安
直
戟
宇
に
お
け
る
日
本
の
張
作
諜
援
助
に
た
い
す
る
抗
議
と
い
う
よ
う
に
、

ま
す
ま
す
激
し
さ
を
加
え
、
同
年
末
の
官
崎
治
天
宛
の
室
田
一
幽
で
は
、
日
本
軍
閥

の
中
園
侵
略
政
策
を
是
正
せ
し
め
る
よ
う
要
請
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

て
日
本
の
中
園
侵
略
に
員
向
か
ら
反
射
し
、
そ
れ
と
同
時
に
日
本
の
民
衆
的
部

分
と
の
圏
結
を
め
ざ
し
つ
つ
あ
っ
た
孫
文
は
、
五
四
運
動
の
成
果
に
翠
ん
で
、

圏
内
民
衆
に
た
い
す
る
宣
停
と
革
命
へ
の
組
織
化
を
重
視
し
、
そ
の
賀
行
に
と

り
か
か
っ
た
。
一
九
二
二
年
に
は
「
軍
人
精
紳
教
育
」
な
る
講
演
を
行
っ
て
い

て
、
こ
れ
は
著
者
に
よ
る
と
「
連
ソ
・
容
共
」
政
策
直
前
の
思
想
の
到
達
駄
を

し
め
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
民
族
主
義
は
園
際
聞
の
民
族
の
不

卒
等
を
打
破
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
反
帝
国
主
義
の
立
場
が
明
確
に
の
べ
ら

れ
、
列
強
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
行
動
、
と
く
に
中
園
に
た
い
す
る
不
卒
等
篠
約

を
き
び
し
く
批
剣
す
る

一方、

「
政
治
革
命
と
祉
曾
革
命
を
同
時
に
並
行
し
て

行
っ
た
」
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
に
た
い
す
る
思
想
的
共
鳴
が
語
ら
れ
て
い
て
、
一
九
二

一一一
J
二
四
年
に
お
け
る
革
命
路
線
の
歴
史
的
縛
換
を
必
然
な
ら
し
め
る
基
盤
が

す
で
に
形
成
さ
れ
て

い
た
と
著
者
は
の
べ
て
い
る
。

こ
の
「
連
ソ
・
容
共

・
努

農
援
助
」
の
三
大
政
策
が
と
ら
れ
る
時
期
の
孫
文
の
日
木
翻
は
、
一
直
線
に
反

日
へ
と
エ

ス
カ
レ
ー
ト
し
た
の
で
は
な
く
、
日
本
を
園
内
的
に
は
濁
裁
園
家
、

圏
外
的
に
は
侵
略
国
家
と
規
定
し
な
が
ら
も

(

二

l
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ス
記

者、

‘フ

ロ
ッ
ク
マ
ン
と
の
曾
見
)
、
日
本
へ
の
親
近
感
は
す
て
き
れ
す
、
犬
養

の
入
閣
に
た
い
す
る
期
待
が
裏
切
ら
れ
て
は
じ
め
て
、

日
本
人
へ
の
親
近
感

と
日
本
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
民
族
復
興
の
願
望
と
は
し
だ
い
に
消
滅
し
て
い

く
。
そ
れ
は
、

孫
文
最
後
の
訪
日
に
お
い
て
犬
養
と
の
曾
見
す
ら
拒
否
さ
れ
た

と
き
で
あ
る
。

さ
て
第
四
章
は
、
こ
の
孫
文
の
訪
日
と
大
ア
ジ
ア
主
義
講
演
に
つ
い
て
の
べ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
大
ア
ジ
ア
主
義
の
講
演
に
こ
そ
孫
文
の
民
族
主

義
理
論
の
到
達
貼
が
あ
る
と
い
う
。
孫
文
の
大
ア
ジ
ア

主
義
講
演
は
従
来
か

ら
、
さ
ま
ざ
ま
の
評
債
を
奥
え
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
、
孫
文
の
訪
日
以
前

の
行
動
と
設
言
を
た
ん
ね
ん
に
ト
レ
ー
ス
し
、
特
使
李
烈
鈎
を
源
遺
し
て
あ
ら

か
じ
め
日
本
の
世
論
を
打
診
す
る
な
ど
孫
文
の
訪
日
が
け
っ
し
て
突
然
の
も
の

で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
透
明
じ
て
い
る
。
そ
し
て
孫
文
の
訪
日
の
主
要
な
動
機

は
、
日
本
国
民
の
封
中
園
感
情
を
は
だ
で
感
じ
と
り
、

日
本
国
民
に
不
卒
等
係

約
駿
棄
の
要
求
を
理
解
し
て
も
ら
い
、
そ
の
支
持
と
同
情
を
う
る
に
あ
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

以
上
、
各
章
の
内
容
を
ご
く
か
ん
た
ん
に
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
筆
者
の

疑
問
黙
を
二
・

三
の
ベ
、
御
数
示
を
あ
お
ぎ
た
レ
と
思
う
。

ま
ず
第
一
は
本
書
の
主
題
で
あ
る
民
族
主
義
と
い
う
言
葉
に
つ

い
て
で
あ

る
。
著
者
は
「
民
族
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
い
か
な
る
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い

る
の
か
、
一
向
に
不
明
確
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
清
朝
の
紹
封
主
義
に
正
面

ハヨ
n
H
d
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か
ら
挑
戦
す
る
民
族
主
義
革
命
」
ハ
↓
三
頁
〉
、
「
滅
満
輿
漢
・
民
族
濁
立
を

第
一
の
目
標
と
す
る
民
族
主
義
者
孫
文
」
(
五
五
頁
)
、
と
い
っ
た
用
例
が
あ
る

か
と
思
う
と
、
「
反
帝
国
主
義
的
民
族
主
義
」
「
帝
国
主
義
列
強
に
劃
し
て
民

族
と
し
て
の
自
由
と
卒
等
と
濁
立
を
要
求
す
る
民
族
主
義
」
〈
一
九
七

頁
)
、

「
か
よ
う
に
民
族
主
義
と
反
帝
闘
主
義
及
び
世
界
主
義
を
統
一
的
に
把
握
し
」

(
一
九
八
頁
)
の
よ
う
な
例
も
あ
り
、
「
民
族
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
ふ
く
む

内
容
は
少
し
づ
っ
ず
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
孫
文
自
身
の
寸
民
族
主
義
」
に
た
い

す
る
理
解
が
獲
化
し
、
設
展
し
て
い
っ
た
こ
と
と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

著
者
は
そ
の
こ
と
に
は
全
く
ふ
れ
て
お
ら
れ
な
い
。

同
盟
曾
時
期
の
「
民
族
主

義
」
は
、
清
朝
に
た
い
す
る
漢
人
の
闘
争
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ

と
後
の
反
帝
国
主
義
を
意
味
す
る
「
民
族
主
義
」
と
同
列
に
お
い
て
、
そ
の
時技

展
・
幾
化
を
論
ず
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
著
者
に
は
一
定
の

見
解
が
あ
っ
て
、
辛
亥
革
命
を
民
族
主
義
革
命
と
規
定
し
て
お
ら
れ
る
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
こ
か
で
ふ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
し
、

ブ

ル
ジ
ョ
ア
的
民
族
解
放
の
理
論
と
い
う
こ
と
で
使
用
し
て
お
ら
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
な
り
の
説
明
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
意
味
で
の
「
民
族
主
義
」

と
い
う
言
葉
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
の
共
通
の
言
葉
に
は
な
っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
か
ら
。

第
二
の
問
題
は
、
本
書
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
の
碍
機

を
南
北
和
卒
曾
議
に
お
く
設
に
つ
い
て
で
あ
る
。
筆
者
に
は
、
乙
れ
に
つ
い
て

な
ん
ら
積
極
的
な
意
見
が
止
め
る
わ
け
で
は
な
い
が、

素
人
考
え
を
い
わ
せ
て
も

ら
う
な
ら
、
著
者
の
賓
鐙
を
す
べ
て
認
め
た
と
し
て
も
、
は
た
し
て
孫
文
の
民

族
主
義
理
論
の
縛
換
の
主
要
因
を
南
北
和
卒
曾
議
に
お
け
る
封
日
接
近
と
い
っ

た
政
治
接
衡
の
挫
折
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
疑
問
が
ど
う
し
て
も

わ
い
て
く
る
。
と
り
わ
け
中
園
革
命
の
展
開
と
深
化
の
な
か
で
孫
文
の
思
想
的
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著
者
が
一
九

O
五
年
か
ら
セ
年
に
か
け
て
、
革
命
滋
と
立
憲
一
猿
と
の
聞
に
展
開

さ
れ
た
論
字
、
た
と
え
ば
外
資
問
題
と
か
分
割
論
争
に
少
し
も
ふ
れ
て
い
な
い

の
は
奇
妙
と
し
か
い
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
書
が
あ
ま
り
に
も
孫
文
個
人

の
思
想
的
護
展
に
カ
貼
を
お
き
す
ぎ
、
孫
文
を
と
り
ま
く
人
々
と
の
関
係
に
つ

い
て
、
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
と
関
連
が
あ
る
。
糞
輿
や
章
煩
麟
、

宋
数
仁
な
ど
の
革
命
波
の
な
か
で
孫
文
が
い
か
な
る
位
置
に
あ
っ
た
か
は
、
孫

文
の
思
想
を
考
え
る
上
で
た
い
へ
ん
重
要
だ
と
恩
わ
れ
る
。
ま
た
晩
年
に
お
け

る
中
国
共
産
黛
の
影
響
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ず
し
て
、
著
者
の
い
う
新

民
主
主
義
革
命
の
積
極
的
参
加
者
た
る
孫
文
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
意
味
で
、

筆
者
に
は
中
園
革
命
の
展
開
と
深
化
の
な
か
で
孫
文
の

民
族
主
義
理
論
を
と
ら
え
る
と
い
う
著
者
の
意
圃
は
か
な
ら
ず
し
も
成
功
し
て

い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

第
四
は
方
法
論
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
つ
の
面
か
ら
ふ
れ
て

お
き
た
い
。
第
一
は
、
著
者
が
李
鴻
章
へ
の
上
書
及
び
ハ
ワ
イ
・
香
港
の
雨
輿

中
曾
宣
言
に
三
民
主
義
の
蔚
芽
が
あ
る
と
さ
れ
る
貼
で
あ
る
。
著
者
に
よ
る
と

輿
中
曾
宣
言
の
「
堂
々
た
る
華
闘
に
し
て
列
閣
と
同
列
に
置
か
れ
ず
、
済
々
た

る
衣
冠
、
呉
国
に
軽
ん
ぜ
凡ら
る
」
と
か
「
庶
く
は
わ
が
子
々
孫
々
、
或
い
は
他

族
の
奴
隷
た
る
を
菟
れ
ん
か
」
と
い
う
語
句
は
民
族
主
義
に
連
な
る
も
の
で
あ

り
、
「
智
愚
を
連
ね
て
一
心
と
し
、
遠
近
を
合
せ
て

一
徳
と
し
」
と
か
「
本
曾

は
年
を
按
じ
て
勝
一
理
人
員
を
公
摩
す
る
こ
と
一
因
。

・:
:
お
よ
そ
一
事
を
拳
醜
附

す
る
に
は
、
必
ず
曾
員
五
名
、
葦
事
十
名
を
旗
開
集
し
、
公
議
安
善
、
然
る
の
ち

施
行
す
」
な
ど
の
語
句
は
民
権
主
権
の
粛
芽
で
あ
り
、
李
鴻
章
へ
の
上
蓄
に

a

「
人
能
く
そ
の
才
を
重
し
、
地
能
く
そ
の
利
を
重
し
、
物
能
く
そ
の
用
を
蓋

し
、
貨
能
く
そ
の
流
を
暢
ぶ
」
と
の
ベ
、
輿
中
曾
宣
言
に
「
大
利
を
興
し
て
以

て
民
主
を
厚
く
す
」
「
必
ず
や
わ
が
中
国
四
億
の
生
死
を
し
て
お
の
お
の
そ
の

所
を
得
し
む
」
'と
あ
る
の
は
民
主
主
義
の
ひ
な
型
だ
と
い
う
〈

一一

頁

可

同

様
の
論
法
は
、
同
盟
曾
の
封
内
綱
領
の
「
自
由
・
卒
等
・

一博
愛
」
を
不
卒
等
傑

約
慶
棄
要
求
の
思
想
的
起
源
だ
と
い
う
主
張
に
も
み
ら
れ
る
(
二
三
二
頁
u
。

た
し
か
に
語
句
の
上
か
ら
だ
け
み
て
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
の
通
り
か
も
し
れ

な
い
が
、
思
想
を
賞
践
か
ら
き
り
は
な
し
て
し
ま
っ
て
、
語
句
の
類
似
ゃ
、
そ

の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
論
理
の
可
能
性
か
ら
だ
け
、
演
縛
す
る
の
は
思
想
史
研

究
の
方
法
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
李
鴻
章
へ
の
上
書
に
あ

、

る
「
人
能
く
」
云
々
は
官
僚
た
ち
の
常
套
語
句
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
し
も
民
主

主
義
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
は
、
「
武
田
国革
命
の
成
功
に
奥
っ
て
力
の

あ
っ
た
の
は
、
列
国
の
中
立
的
態
度
で
あ
る
」
と
す
る
主
張
で
あ
る
公
ハ
二

頁
三
こ
れ
は
筆
が
す
べ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
辛
亥
革
命
の
成
功
が
新

寧
の
兵
士
な
ど
の
中
国
人
民
の
力
に
よ
っ
て
か
ち
と
ら
れ
た
こ
と
を
否
定
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
著
者
が
、
国
際
関
係
に
カ
駄
を
お
い
て
の
べ
て
お
ら

れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
古
く
さ
い
勢
力
均
衡
論
の
む
し
か
え
し
に
す
ぎ

t
、。

チ
ん
B
h
v以

上
、
な
が
な
が
と
疑
問
鮎
を
あ
げ
た
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
本
書
の
も
つ
債

償
は
少
し
も
滅
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
本
書
に
は
星
井
彦
七
郎
氏
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
(
「
大
安
」
一
九
六
六
年
八
続
可

孫
文
の
思
想
愛
展
を
、
わ
れ

わ
れ
現
代
に
生
き
る
日
本
園
民
が
い
か
に
う
け
と
め
る
べ
き
か
と
い
う
、
す
ぐ

れ
て
賓
践
的
な
観
黙
が
一
貫
し
て
つ
ら
ぬ
い
て
い
て
、
著
者
の
か
か
る
準
間
研

究
の
立
場
は
、
わ
れ
わ
れ
を
つ
よ
く
ひ
き
つ
け
る
。

一
九
六
六
年
十
一
月
十
二
日
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
が
怒
畿
の
よ
う

に
進
行
し
つ
つ
あ
る
中
園
で
は
、
紅
衛
兵
を
ふ
く
む
一
高
徐
の
人
々
が
参
加
し

て
、
こ
の
偉
大
な
革
命
の
先
駆
者
を
記
念
す
る
集
曾
が
聞
か
れ
て
い
る
し
、
わ

が
闘
で
も
、
東
京
・
大
阪
に
お
け
る
講
演
曾
な
ど
多
彩
な
記
念
行
事
が
行
わ
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れ
、
最
後
ま
で
日
中
南
園
人
民
の
友
好
と
厨
結
を
説
き
つ
づ
け
た
孫
文
を
記
念

し
た
。
こ
れ
ら
の
事
寅
は
、
多
く
の
人
々
，に
と
っ
て
、
孫
文
は
過
去
の
偉
人
で

は
な
く
、
ま
さ
に
、
現
代
に
。
生
き
て
い
る
e

革
命
家
で
あ
る
こ
と
を
し
め
し

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
孫
文
研
究
家
は
、
彼
の
歴
史
的
位
置
、
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
思
想
と
行
動
の
な
か
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
撃
び
、
何
を
う
け
つ
ぐ
べ

き
か
と
い
う
、
孫
女
の
現
代
的
意
義
を
も
明
確
に
す
る
責
務
が
あ
る
。
と
り
わ

け
、
今
日
の
わ
が
園
は
ア
ジ
ア
侵
略
に
の
り
だ
そ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
と
と

も
に
、
ま
す
ま
す
反
中
園
の
風
潮
が
つ
よ
ま
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
重
大
な
時
期

に
、
著
者
が
中
国
民
族
の
濁
立
と
愛
展
を
か
ち
と
る
た
め
に
全
身
を
な
げ
う
っ

て
闘
い
、
い
く
た
の
挫
折
を
経
な
が
ら
も
、
つ
い
に
は
日
本
を
は
じ
め
と
す
る

帝
国
主
義
列
強
の
本
質
を
み
ぬ
き
、
こ
れ
と
封
決
す
る
と
と
も
に

J

人
民
間
の

圏
絡
を
達
成
す
る
方
向
に
突
進
し
て
い
っ
た
孫
文
の
思
想
と
行
動
を
、
質
設
的

に
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
著
者
は
最
後
に
こ
う
の
べ

て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
日
本
帝
国
主
義
が
中
園
民
衆
の
脳
裡
に
刻
み
込
ん
だ

恥
ず
べ
き
覇
道
の
歴
史
を
顧
み
て
徹
底
的
な
悔
悟
と
反
省
の
上
に
立
っ
て
、
帝

国
主
義
お
よ
び
封
建
主
義
の
抑
盤
か
ら
の
中
園
民
族
の
解
放
、
，

さ
ら
に
全
世
界

の
被
歴
迫
民
族
の
解
放
と
い
う
先
究
者
孫
文
が
達
成
し
得
ず
し
て
柑
わ
っ
た
目
標

へ
向
っ
て
今
や
着
賞
に
前
進
し
つ
つ
あ
る
中
閣
の
嬢
っ
て
立
つ
革
命
的
基
盤
と

そ
の
歴
史
的
必
然
性
と
を
正
賞
に
理
解
し
得
な
い
な
ら
ば
、
日
中
爾
園
の
員
の

民
衆
的
提
携
は
、
氷
久
に
望
む
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

反
中
闘
の
風
潮
に
あ
お
ら
れ
て
、
現
代
中
国
を
生
み
だ
し
た
歴
史
的
批
曾
的

傑
件
を
無
視
す
る
皮
相
な
中
国
理
解
が
は
ん
ら
ん
し
て
い
る
現
在
、
孫
文
を
通

し
て
、
い
ま
い
ち
ど
中
国
近
代
史
の
苦
難
に
み
ち
た
設
展
過
程
を
考
え
て
み
る

こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
著
者
も
ま

た
、
そ
の
こ
と
を
念
願
し
て
、
こ
の
書
を
公
け
に
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

本

書
は
、
孫
文
の
研
究
と
題
さ
れ
て
は
い
る
が
、
日
本
帝
国
主
義
中
園
侵
略
史
の

研
究
と
い
う
側
面
を
も
っ
と
と
も
に
、
現
代
中
園
に
脹
荷
と
し
て
流
れ
て
い
る

反
帝
民
族
解
放
闘
争
擁
護
の
立
場
の
歴
史
的
形
成
を
も
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る

こ

と

を

指

摘

し

て

筆

を

お

き

た

い

。

ハ

藤

田

敬

一
)

、H
，y
m
ロ
可
ロ
白
由
民
口
〉
江
田

O
同

H
r
m
関
口
島
田ロ
m-

mgo出口。
EW
』

o-z
冨
.

の
と
氏
。
門
口
E
U
C
ロミ
m
g
F
Q
O同
の
と
に
O円
三
回

目

VHg
g

H
U
m叶
・

H
E
5
ω
叶
叶
℃
司

--
M〈

HHur--]戸
町
寸

酌
問
問
・

著
者
I
・
M
-
ロ
l
ゼ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
氏
は
、
現
在
ハ
ー
バ
ー
ド
大
事
フ
ォ

l
グ
美
術
館
東
洋
美
術
部
研
究
員
で
あ
る
。
一
九
五
六
l
五
七
年
に
、
イ
ラ
ン

と
イ
ン
ド
に
放
行
し
、
一
九
六
四
年
に
は
研
究
の
た
め
し
ば
ら
く
京
都
に
滞
在

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
本
書
は
著
者
が
ハ

ー
バ
ー
ド
大
撃
の
美
術
事
科
で
、

B

-
ロ

l
ラ
ン
ド
教
授
の
指
導
の
も
と
に
、
一
九
五
五
年
か
ら
は
じ
め
た
研
究
の

成
果
で
あ
る
。
『
ク
シ
ャ
ン
の
王
朝
美
術
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
け
っ
し
て

『
P
シ
ャ
ン
王
朝
の
美
術
』
の
い
み
で
は
な
い
。

一
九
五
三
年
に
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
の
ス
ル
フ

・
コ
タ
ル
の
遺
跡
で
め
ず
ら
し

い
白
色
石
灰
石
の
彫
像
の
設
見
が
あ
っ
た

Q
F
H
N
O
)。
正
面
主
義
を
と
る
か

た
い
表
現
の
彫
刻
で
、
不
幸
に
し
て
頭
部
が
依
損
し
て

い
る
が
、
長
い
上
衣
と

ズ
ボ
ン
を
つ
け
、
プ
i
ツ
を
は
く
、
い
か
に
も
北
方
人
ら
し
い
服
装
で
、
こ
れ

が
ク
シ
ャ
ン
人
カ
ユ
シ
ナ
カ
王
の
像
と
判
断
さ
れ
た
。
h
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
も

っ
と
も
類
似
す
る
も
の
が
、
既
に
中
イ
ン
ド
の
マ
ト
ゥ
ラ
l
で
護
見
さ
れ
て
い

る
。
カ
ニ
シ
ュ
カ
の
銘
の
あ
る
宵
像
で
あ
る
。
例
数
美
術
の
観
鮎
か
ら
い
え

-102一


