
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
人
も
こ
の
問
題
が
検
討
に
値
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
中
園
史
』
中
に

ま
る
ま
る
一
章
を
さ
く
の
は
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
コ

I
エ
ン
氏
は
、
こ
の
外
来
の
宗
教
に
濁
す
る
中
園
人
の
様
々
な
反

熔
の
性
格
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
諸
反
面
胞
を
中
園
の

社
舎
構
造
の
中
か
ら
生
じ
て
き
た
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
(
著
者

は
幅
慶
く
こ
の
問
題
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
)
に
新
生
面
を
開
い
て
い
る
。

従
っ
て
、
こ
の
研
究
は
、
宣
教
師
の
中
園
に
輿
え
た
衝
撃
(
宗
教
的
・
数
育
的

な
〉
と
、
中
園
人
の
側
の
排
外
的
な
反
感
と
の
爾
方
を
叙
述
的
に
分
析
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
容
に
は
、
全
十
一
章
の
各
々
に
謝
す
る
文
献
解
題
が
附
い
て
い
る
。
こ

れ
は
極
め
て
有
用
で
あ
り
、
将
来
の
研
究
方
向
の
み
な
ら
ず
、
現
在
吟
味
さ
れ

つ
つ
あ
る
、
歴
史
研
究
上
の
係
争
黙
の
多
く
を
指
摘
し
て
い
る
。
フ
レ
ッ
チ
ャ

ー
氏
の
文
献
解
題
は
、
そ
の
主
題
の
複
雑
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ

う
が
、
最
も
徹
底
的
か
つ
魅
力
的
|
|
語
皐
的
観
黙
か
ら
し
て
1
1ー
で
あ
る
。

ま
た
、
本
文
中
に
引
用
さ
れ
た
文
献
に
つ
い
て
は
、
よ
り
包
括
的
な
文
献
目
録

が
附
さ
れ
て
い
る
。

475 

外
園
人
讃
者
は
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
中
園
史
』
の
こ
の
巻
を
諌
ん
で
、
中
園
の

外
園
と
の
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
れ
る
だ
ろ
う
。
満
洲
政
府
と

西
洋
の
針
決
が
中
園
十
九
世
紀
史
で
は
中
心
的
な
テ
l
マ
で
あ
る
こ
と
を
否
定

す
る
人
は
い
ま
い
。
し
か
し
、
ジ
ョ

l
ン
ズ
、
ク

l
ン
、
そ
し
て
フ
レ
ッ
チ
ャ

ー
の
各
氏
の
論
文
の
よ
う
な
も
の
を
得
て
始
め
て
、
こ
の
劉
決
は
、
よ
り
大
き

な
歴
史
的
な
観
黙
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
和
却
時
代

後
の
枇
曾
・
政
治
・
経
済
的
環
境
、
及
び
白
蓮
激
反
凱
の
銀
座
に
一
示
さ
れ
た
八

旗
兵
の
軍
事
的
無
能
力
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ア
ヘ

γ
戦
争
の
危
機
や
太

卒
天
国
を
、
清
朝
が
慮
理
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
更
に
一
一
層
理
解
し
や
す
く
な

る
だ
ろ
う
。
特
に
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
氏
の
諸
章
は
、
十
九
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
清

朝
政
府
が
何
を
最
優
先
の
も
の
と
考
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
恥
到
す
る

我
々
の
見
解
を
方
向
穂
換
さ
せ
て
く
れ
る
。
論
文
の
い
く
つ
か
は
、
日
本
人
の

研
究
を
参
照
し
て
は
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
西
洋
の
研
究
者
の
興
味
の
針
象
が

費
わ
る
に
つ
れ
、
こ
の
状
況
は
餐
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
数
世
代
後
に
な
っ
て
、

新
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
中
園
史
』
が
書
か
れ
る
時
、
こ
の
新
し
い
潮
流
も
組
み
こ

ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
新
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
中
園
史
』
も
、
そ
の
時
に
な
れ
ば
更

に
新
し
い
研
究
の
潮
流
を
と
ら
え
き
れ
な
い
の
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う

カ

(
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
フ
ォ

I
ゲ
ル
〉
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中
園
革
命
の
史
的
展
開

寺

贋

映

雄
著

昭
和
五
十
四
年
二
月

汲
古
書
院

A
5
剣

東
京

四
三

O
頁

辛
亥
草
命
を
は
じ
め
と
し
て
中
園
近
現
代
史
の
研
究
は
近
年
著
し
く
進
展
し

て
き
た
が
、
本
書
は
、
そ
の
推
進
者
の
一
人
で
あ
る
著
者
が
、
過
去
二
十
鈴
年

聞
に
褒
表
し
た
論
文
の
中
か
ら
、
主
要
な
十
五
篇
を
え
ら
び
一
蓄
に
ま
と
め
た

研
究
論
文
集
で
あ
る
。
そ
の
内
容
が
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
第
二
次
園
共
合
作
の
時

期
ま
で
の
革
命
史
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『中
園
革
命
の
史
的
展
開
』
と
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題
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
ず
本
書
の
構
成
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

ま
え
が
き

第
一
部
清
朝
後
期
の
政
治
と
民
衆

第
一
章
瞭
東
民
衆
の
反
英
運
動

第
二
章
雲
南
回
民
運
動
の
性
質

第
二
部
辛
亥
革
命
の
諸
問
題

第
一
章
革
命
瓜
分
論
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て

第
二
章
張
審
と
辛
亥
革
命

第
三
章
北
方
に
お
け
る
革
命
と
呉
蔽
貞

第
四
章
貴
州
に
お
け
る
革
命
と
反
革
命

第
五
章

雲
南
護
園
運
動
に
つ
い
て

第
六
章
中
華
革
命
黛
と
孫
文
革
命
思
想
の
形
成

第
三
部
半
亥
革
命
と
ア
ジ
ア

第

一
章

妥

湾
民
族
運
動
と
中
園

第
二
章

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
初
期
民
族
運
動
と
日
本
・
中
閤

第
三
章
宮
崎
泊
天
と
中
園
革
命

第
四
部
一
九
二

0
年
代
に
お
け
る
中
園
の
政
治
と
思
想

第
一
章
フ
ラ
ン
ス
勤
工
倹
皐
運
動
に
つ
い
て

第
二
章
数
育
権
回
枚
蓮
動
を
め
ぐ
っ
て

第
五
部
一
九
三

0
年
代
の
中
園
に
お
け
る
抗
日
民
族
統
一
戦
線
の
成
立

第
一
章
中
園
東
北
に
お
け
る
中
朝
抗
日
民
族
統
一
戦
線
の
形
成

第
二
章
絵
遠
事
件
と
西
北
抗
日
情
勢
の
新
展
開

補
篇
一
研
究
の
回
顧
と
設
展

補
篇
二
孫
文
箸
『
中
園
革
命
史
』

補
篇
一
は
各
論
文
設
表
後
の
内
外
の
研
究
の
動
向

・
関
連
著
書

・
論
文
・
資
料

を
も
紹
介
し
て
周
到
で
あ
り
、
補
篇
二
は
翻
諜
で
あ
る
。
他
に
清
末
革
命
圏
睡

の
設
展
系
統
表

一
葉
と
人
名
索
引
が
附
さ
れ
て
い
る
。
各
章
の
論
文
に
は
副
題

を
附
し
た
も
の
も
あ
り
、
は
じ
め
に
、
結
び
、
を
含
め
各
章
を
さ
ら
に
各
数
節

に
分
ち
、
頁
数
も
註
の
数
も
ほ
ぼ
同
じ
整
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
各
掌

を
お
っ
て
内
容
を
紹
介
し
、
つ
い
で
感
想
を
の
べ
て
み
た
い
。

第
一
部
第
一
章
康
東
民
衆
の
反
英
運
動
は
、
ア
ヘ
ン
戟
争
嘗
時
展
開
さ
れ
た

反
英
運
動
の
主
鎧
は
、
大
部
分
は
農
民
で
あ
り
、
軍
資
金
や
経
済
的
地
盤
を
自

ら
の
手
で
用
意
す
る
な
ど
、

農
民
自
鐙
の
組
織
に
よ
っ
て
自
渡
的
に
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
彼
ら
が
目
標
を
英
図
に
し
な
が
ら
、
満
清
官
僚

に
射
し
根
強
い
反
官
・
反
支
配
権
カ
的
成位
向
を
も

っ
て
い
た
拡
が
強
調
さ
れ

る
。
五
八
年
併
山
銀
幽
防
局
の
運
動
を
最
後
に
解
値
さ
れ
る
の
は
指
導
権
を
め

く
る
分
裂
が
内
部
原
因
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
、
禽
議
も
加
っ
て
い
た
こ
の
運
動

と
太
卒
天
国
運
動
と
の
繋
り
が
展
望
さ
れ
る
。
第
二
掌
雲
南
回
民
運
動
は
、
威

塑
五
年
か
ら
二
十
年
近
く
雲
南
全
域
を
ま
き
こ
ん
だ
反
組
が
、
も
と
も
と
回
漢

雨
民
の
抗
争
事
件
で
あ
っ
た
も
の
が
、
国
民
を
抑
墜

・
差
別
し
回
漢
の
封
立
を

こ
と
さ
ら
挑
設
機
大
さ
せ
る
瀬
清
官
僚
の
態
度
、
清
朝
軍
隊
の
規
律
の
素
飢
な

ど
に
よ
り
、
国
民
は
道
光
末
頃
よ
り
攻
撃
の
鉾
先
を
漢
民
よ
り
満
清
官
僚
に
向

け
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
、
こ
こ
に
杜
文
秀
の
清
朝
打
倒
の
革
命
運
動
に
設
展
し

て
い
く
必
然
性
が
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
こ
で
も
匠
H
反
社
曾
分
子
が
重
要
な
役

割
を
果
し
、
こ
の
威
堕
期
の
混
飢
の
中
で
、
新
秩
序
の
樹
立
者
と
し
て
回
漢
爾

民
よ
り
渇
望
さ
れ
た
の
が
杜
で
あ
っ
た
と
。
彼
は
太
卒
天
国
と
呼
臨
隠
し
、
清
朝

を
打
倒
し
て
中
撃
を
回
復
し
、
回
漢
卒
等

・一

慢
の
政
治
健
制
を
樹
立
し
、
回

数

・
儒
教
に
基
く
宗
数
政
治
の
確
立
を
理
想
と
し
た
が
、
同
じ
指
導
者
馬
如
龍

-162ー
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η寝
返
り
も
あ
り
つ
い
に
投
降
し
た
。

第
一
部
の
爾
章
に
共
通
し
て
、
い
わ
ゆ
る
禽
黛
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
こ

と
、
運
動
の
背
景
に
民
衆
の
反
官
・
反
支
配
権
力
的
傾
向
が
強
く
内
包
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
第
一
章
で
は
開
港
に
よ
っ
て
民
衆
の
う
け
る
影

響
と
い
っ
た
側
面
か
ら
も
設
く
必
要
が
あ
ろ
う
し
、
第
二
章
で
は
十
八
年
間
、

回
漢
隻
方
か
ら
支
持
さ
れ
た
社
文
秀
政
権
の
質
態
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
説
明
が
ほ
し
い
所
で
あ
る
。

第
二
部
第
一
章
革
命
瓜
分
論
は
、
一
九

O
五
年
か
ら

O
七
年
に
か
け
て
保
皇

波
と
革
命
波
と
の
開
に
展
開
さ
れ
た
革
命
が
内
航
と
瓜
分
を
招
く
か
と
い
う
瓜

分
論
が
い
つ
頃
か
ら
如
何
な
る
背
景
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
か
を
考
察
し
た
も

の
で
、
ま
ず
梁
磨
超
の
思
想
の
動
揺
の
跡
を
辿
り
、
ほ
と
ん
ど
革
命
論
と
区
別

で
き
な
い
ほ
ど
の
過
激
な
言
設
を
褒
表
し
た
彼
が
、

O
三
年
一
穂
し
て
革
命
主

義
を
否
定
し
、
君
主
立
憲
主
義
に
穂
換
し
た
の
は
、
中
園
に
共
和
政
治
を
行
う

燦
件
が
な
い
と
の
認
識
と
、
義
和
国
事
嬰
後

一
般
に
危
倶
さ
れ
た
瓜
分
論
で
は

な
か
っ
た
か
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
爾
波
針
立
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
前
年

康
有
魚
の
書
い
た
書
翰
に
封
し
て
章
嫡
麟
が
反
駁
し
た
時
だ
っ
た
と
い
う
。
即

ち
O
二・

O
三
年
頃
が
形
成
の
時
期
だ
と
す
る
。
な
お
陳
天
筆
が

O
五
年
初

頭
、
清
朝
政
府
に
製
法
を
要
求
し
た
い
わ
ゆ
る
後
退
問
題
に
ふ
れ
、
こ
れ
は
目

前
に
迫
っ
た
瓜
分
の
危
機
と
革
命
の
相
魁
に
苦
し
ん
だ
一
時
現
象
と
す
る
が
、

革
命
扱
の
帝
図
主
義
許
債
の
限
界
を
も
指
摘
す
る
。
第
二
章
張
審
は
、
日
清
戦

争
以
後
の
張
の
思
想
と
行
動
を
、
政
治
過
程
と
の
係
り
の
中
で
跡
づ
け
る
も
の

で
、
官
界
を
す
て
貸
業
救
園

・
数
育
救
園
の
遁
を
選
ぶ
が
、
輸
血
備
立
舘
胞
の
時

代
、
彼
の
立
憲
救
園
の
主
要
な
目
的
が
革
命
勢
力
に
劉
抗
す
る
も
の
で
あ
り
、

武
畠
蜂
起
が
起
る
と
一
縛
し
て
立
態
の
立
場
を
捨
て
す
ば
や
く
革
命
振
に
穂
身

す
る
こ
と
で
革
命
の
指
導
権
を
握
り
、
ま
た
臨
時
政
府
の
組
織
の
時
、
蜂
起
後

武
昌
と
上
海
で
の
代
表
者
曾
議
、
伍
廷
芳
と
唐
紹
儀
の
南
北
講
和
曾
議
、
北
京

兵
獲
の
時
、
彼
が
常
に
裏
面
で
重
要
な
役
割
を
果
し
、
寅
業
総
長
僻
任
の
手
段

で
臨
時
政
府
の
内
部
撹
蹴
を
意
圃
し
、
孫
文
と
封
立
し
て
い
た
章
煩
麟
を
利
用

し
て
同
盟
禽
の
分
裂
を
策
し
た
と
い
う
。
案
内
閣
に
入
閣
後
、
商
工
業
に
関
す

る
法
律
の
制
定
に
着
手
し
、
そ
の
民
族
産
業
設
展
上
で
の
役
割
を
評
償
し
な
が

ら
も
、
彼
の
志
向
す
る
近
代
化
の
道
は
本
質
的
に
革
命
と
封
立
す
る
道
で
、
敗

北
挫
折
に
終
る
運
命
に
あ
っ
た
と
す
る
。
第
三
章
は
日
本
陸
土
を
卒
業
し
、
有

力
な
同
盟
禽
員
で
あ
り
な
が
ら
二
方
第
六
銀
統
制
で
あ
っ

た
呉
糠
貞
が
、
満
人

高
級
軍
官
と
交
渉
を
も
ち
、
清
廷
内
部
の
反
裳
世
凱
勢
力
を
巧
み
に
利
用
し
な

が
ら
、
戴
揮
障
の
新
軍
鍛
張
計
査
に
、
日
本
陸
士
出
身
の
士
官
を
幹
部
に
迭
っ
て

そ
の
勢
力
を
設
展
さ
せ
よ
う
と
し
、
専
制
権
力
が
集
中
し
、
革
命
情
勢
の
極
め

て
困
難
で
あ
っ
た
北
方
に
お
い
て
、
武
昌
蜂
起
後
お
こ
っ
た
凝
州
兵
諌
事
件
と

山
西
濁
立
宣
布
と
い
う
事
件
を
通
じ、

彼
の
抱
く
革
命
計
議
を
如
何
に
貧
現
せ

ん
と
し
た
か
を
み
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
事
件
を
通
じ
、
従
来
の
表
面
上
清

朝
擁
護
の
立
場
を
放
棄
し
て
革
命
を
決
意
し
、
議
…菅
連
合
軍
を
組
織
し
、
武
漢

革
命
軍
と
連
絡
を
と
ら
ん
と
し
た
直
後
、
暗
殺
さ
れ
た
。
臭
糠
貞
が
、
終
始
革

命
の
員
の
敵
は
裳
世
凱
で
あ
る
と
の
認
識
の
上
で
行
動
し
た
の
は
彼
の
先
見
の

明
で
あ
る
と
許
債
す
る
。
第
四
章
は
各
省
濁
立
の
中
で
革
命
振
に
と
っ
て
最
も

悲
惨
な
歴
史
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
貴
州
に
お
け
る
辛
亥
革
命
を
み
る
も
の

で
、
張
百
麟
ら
の
革
命
結
社
自
治
皐
祉
の
進
出
に
脅
威
を
感
じ
た
唐
爾
鋭
一
一
阪

は
憲
政
務
備
曾
を
組
織
し
て
立
憲
波
と
し
て
の
基
礎
を
固
め
、
革
命
情
勢
が
進

展
し
て
く
る
と
、
革
命
仮
と
安
協
し
て
革
命
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
奪
取
せ
ん
と
試

み
る
。
立
態
振
に
よ
る
反
革
命
は
、
劉
穎
世
の
武
力
と
結
合
し
つ
つ
、
郷
紳
層

を
背
景
に
、
曾
黛
を
煽
動
し
て
政
治
的
・
社
曾
的
混
飢
を
お
こ
さ
せ
、
こ
れ
を

口
寅
に
革
命
政
権
を
破
癒
す
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
こ
に
雲
南
濁
立
の
中
核
で
あ
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っ
た
雲
南
新
箪
に
よ
っ
て
貴
州
革
命
政
権
が
破
擁
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
裳
世

凱
政
権
と
結
合
す
る
こ
と
で
そ
れ
は
寅
現
し
た
。
こ
う
し
て
巧
み
に
ヘ
ゲ
モ
ニ

ー
を
掌
揮
し
た
立
慾
波
は
、
郷
紳
の
勢
力
を
背
景
に
し
て
民
闘
に
お
け
る
封
建

軍
聞
の
基
礎

へ
と
鶴
身
を
と
げ
た
と
す
る
。

第
五
章
雲
南
護
闘
運
動
に
つ
い
て

は
、
蜂
起
に
闘
し
梁
啓
超
自
身
が
記
す
諸
記
録
に
は
疑
問
貼
が
多
い
と
そ
の
検

討
か
ら
始
め
、
主
導
者
は
雲
南
箪
界
の
中
下
級
士
官
と

一
部
の
共
和
汲
で
、
第

一
革
命
と
第
三
革
命
と
が
政
治
的

・
思
想
的
に
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が

示
さ
れ
、
唐
縫
尭
の
役
割
は
被
動
的
で
静
観
的
な
態
度
で
あ
り
、
軍
政
院
の

成
立
は
、
進
歩
黛
と
右
波
園
民
篤
と
の
統
一
戦
線
的
性
格
を
も
た
ら
す
が
、
こ

の
こ
と
が
か
え
っ
て
運
動
に
封
し
限
界
と
鑓
質
を
も
た
ら
し
、
そ
の
へ
ゲ
モ

一一

ー
が
少
壮
士
宮
か
ら
軍
閥
政
客
の
手
に
移
行
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
結
ぶ。

第
六
章
は
、
従
来
低
い
許
債
し
か
興
え
ら
れ
な
か
っ
た
中
華
革
命
'
終
に
つ
い

て
、
中
園
園
民
誕
の
直
接
の
基
礎
が
こ
こ
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

し
て
、
成
立
の
背
景

・
性
絡
を
孫
文
の
革
命
思
想
の
設
展
と
関
連
さ
せ
な
が
ら

検
討
し
た
も
の
で
、
民
園
初
年
以
来
の
革
命
の
挫
折
に
封
す
る
反
省
と
数
訓
か

ら
、
専
ら
同
聞
胤
禽
時
代
の
革
命
精
紳

・
理
論
・
方
式
の
再
現
と
徹
底
化
を
は
か

り
、
そ
の
後
期
に
お
い
て
は
、

従
来
の
武
力
一
法
倒
の
革
命
方
式
か
ら
図
民
の

心
理
革
命
の
重
要
性
と
、
人
民
の
中
に
革
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
求
め
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
を
認
識
す
る
に
至
り
、

五
・
四
運
動
に
も
刺
激
さ
れ
、
園
民
革
命
の
方

向
が
打
出
さ
れ
て
き
た
と
す
る
。

第
二
部
第
一
章
は
著
者
濁
自
の
見
解
を
先
行
論
文
や
資
料
を
盤
理
し
た
上
で

出
さ
れ
た
も
の
で
、
革
命
波
の
帝
園
主
義
許
債
に
つ
い
て
は
賛
成
で
あ
る
。
第

二
章
張
審
は
、
孫
文
と
異
な
り
民
衆
の
側
に
立
た
な
か
っ
た
所
に
矛
盾
と
悲
劇

が
あ
っ
た
と
の
批
剣
で
あ
る
が
、
帝
図
主
義
支
配
下
の
学
封
建
祉
禽
の
中
で

の
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
典
型
を
見
、
宿
命

・
運
命
と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
る
。

第
三
章
は
殆
ん
ど
不
明
で
あ
っ
た
北
方
に
お
け
る
革
命
を
と
り
あ
げ
た
意
義
は

大
き
い
。
が
奥
糠
貞
と
溌
州
兵
謀
事
件
、
山
西
濁
立
宣
布
と
の
闘
係
を
も
う
少

し
解
明
し
て
ほ
し
い
所
で
あ
る
。

第
四
章
、
第
五
章
を
通
じ
て
、

雲
南
新
軍
の

性
格

・
寅
態
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
な
ぜ
そ
れ
が
貴
州
の
反
革
命

に
た
や
す
く
利
用
さ
れ
た
の
か
、

貴
州
に
お
い
て
相
つ
ぐ
逆
穂
の
あ
っ
た
背
景

は
何
な
の
か
の
疑
問
が
残
る
。
第
六
章
で
は
第
一
次
大
戦

・
二
十
一
箇
燦
問

題
、
五
・
四
運
動
と
封
外
問
題
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
く
る
時
に
、
こ
の

問
題
、
と
く
に
日
本
に
射
し
如
何
に
針
庭
せ
ん
と
し
た
か
の
説
明
、
か
あ
れ
ば
よ

り
多
角
的
に
な
る
よ
う
に
思
う
。

第
三
部
第

一
章
は
副
題
の
如
く

「辛
亥
革
命
の
影
響
を
中
心
と
し
て
」
進
め

な
が
ら
、
中
十
世
紀
に
及
ぶ
日
本
支
配
下
に
お
け
る
民
族
濁
立
運
動
の
歴
史
を
ほ

ぼ
全
時
代
扱

っ
て
い
る
。
一
九
一

五
年
頃
を
境
と
す
る
前
宇
期
の
武
力
闘
争
期

で
は
、
疲
門
が
抗
日
ゲ
リ
ラ
の
嬢
黙
と
な
る
こ
と
、
義
和
国
事
愛
時
の
本
願
寺

放
火
時
件
に
言
及
し
、
辛
亥
革
命
期
で
は
一
一
一
一
年
十
月
の
苗
栗
事
件
が
、
失
敗

し
た
と
は
い
え
同
盟
曾
員
羅
一騎
星
が
直
接
関
輿
し
、
明
確
な
民
族
共
和
主
義
革

命
を
志
向
し
て
い
た
と
許
償
さ
れ
る
。
後
半
期
の
政
治
闘
争
期
で
は
、

五
・
四

期
文
化
思
想
唇
蒙
運
動
を
お
こ
さ
ん
と
翠
臨
時
文
化
協
禽
が
で
き
る
が
、
北
伐
の

革
命
高
揚
期
に
は
一
歩
を
進
め
て
日
本
打
倒
・
蔓
組
問
濁
立
の
政
治
運
動
と
進
展

し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
が
出
て
く
る
と
二
七
年
四
月
反
共
ク
ー
デ
タ
ー
と

軌
を
一
に
し
て
左
右
に
分
裂
し
て
い
く
過
程
が
の
べ
ら
れ
る
。
第
二
章
は
フ
ラ

ン
ス
の
イ
ン
ド
シ
ナ
支
配
に
射
す
る
抵
抗
の
中
で
、
結
社
維
新
曾
の
設
立
者
で

ア

y
dm
イ
チ
ヤ
ワ

あ
る
潜
旧
聞
社
柿
に
焦
黙
を
合
わ
せ
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
武
器
獲
得

の
た
め
来
日
す
る
が
、
人
材
養
成
が
租
園
復
興
の
急
務
で
あ
る
と
考
え
い
わ
ゆ

b
y
d
h
a
γ
 

る
東
遊
運
動
を
始
め
、
孫
文
に
も
舎
い
、
孫
は
越
南
濁
立
の
支
援
を
約
束
し
、

潜
は
そ
の
亙
州
聯
合
の
思
想
を
深
め
た
。
し
か
し
一
九

O
七
年
締
結
の
日
併
協
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約
は
濁
立
運
動
に
重
大
な
影
響
を
輿
え
た
。
新
思
想
の
譲
黙
で
あ
っ
た
恥
知
義

塾
は
傍
総
督
に
よ
り
封
鎖
さ
れ
、
在
日
中
の
越
南
志
土
や
留
祭
生
も
圏
外
に
退

去
さ
せ
ら
れ
る
n

辛
亥
革
命
期
、
港
は
新
た
に
臨
聞
東
で
越
南
光
復
舎
を
愛
足
さ

せ
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
々
義
を
目
標
に
し
た
綱
領
を
作
り
、
越
南
光
復
箪
の
軍

事
蜂
起
を
計
貧
し
た
が
、
中
園
革
命
の
挫
折
か
ら
光
復
舎
も
解
散
さ
れ
潜
は
獄

中
に
投
ぜ
ら
れ
る
牢
生
を
跡
・つ
け
る
。
第
三
章
は
中
園
革
命
に
従
事
し
た
宮
崎

浴
天
の
行
動
に
つ
い
て
の
概
略
で
あ
る
。
そ
の
動
機
が
従
来
の
圏
構
主
義
的
版

園
嬢
張
の
東
津
経
略
論
や
清
朝
謄
懲
的
な
征
清
主
義
と
い
っ
た
も
の
と
は
明
確

に
異
な
り
、
中
園
に
新
し
く
芽
生
え
て
き
た
革
命
勢
力
に
着
目
し
、
そ
の
力
を

成
長
さ
せ
て
ア
ジ
ア
民
族
を
復
興
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
、
そ
の
背
後
に
は
民
権

主
義
・
人
類
主
義

・
四
海
同
胞
主
義
が
あ
っ
た
と
し
、
純
情
多
感
な
性
格
と
侠

義
的
精
神
を
も
ち
、
中
園
闘
民
に
劉
し
て
員
の
愛
情
を
抱
い
て
い
た
と
す
る
が
、

革
命
理
論
や
杜
曾
主
義
思
想
の
持
主
で
は
な
く
、
ま
し
て
白
園
の
帝
園
主
義
に

刃
を
向
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
が
思
想
的
限
界
で
あ
っ
た
と
す
る
。

第
三
部
は
辛
亥
革
命
を
賢
く
ア
ジ
ア
的
視
野
の
中
で
考
察
せ
ん
と
す
る
が
、

第
二
早
・
第
二
章
を
通
じ
、
孫
文
は
潜
偏
珠
に
針
し
「
中
園
革
命
成
功
の
隣
に

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
濁
立
を
支
援
し
よ
う
」
と
約
束
し
、
苗
栗
事
件
は
同
盟
倉
員
羅
一
踊

星
が
指
導
し
、
廃
東
・
一
一隅
建
都
督
が
援
助
し
た
と
い
う
が
、
そ
れ
が
彼
の
は
ね

上
り
的
胃
険
主
義
で
あ
っ
た
の
か
、
異
民
族
清
朝
打
倒
の
革
命
事
業
に
従
事
す

る
中
で
、
同
じ
異
民
族
支
配
下
の
蓬
組
問
の
濁
立
を
、
孫
文
以
下
の
指
導
層
は
如

何
に
意
識
し
て
い
た
か
の
疑
念
が
残
る
。
第
三
章
宮
崎
治
天
は
や
や
心
情
的
な

と
ら
え
方
の
よ
う
で
あ
る
。

第
四
部
第

一
章
は
動
工
徐
皐
と
い
う
特
異
な
方
法
で
一
九

一
九
年
か
ら
フ
ラ

ン
ス
に
渡
っ
た
二
千
名
の
留
畢
生
の
運
動
に
つ
い
て
そ
の
背
景
・
歴
史
・
問
題

貼
を
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
起
源
は

O
七
年
李
石
曾
が
在
併
中
園
人
傍

働
者
に
数
育
の
機
舎
を
奥
え
ん
と
し
た
こ
と
に
あ
り
、
奥
稚
障
・
禁
元
培
ら
が

努
働
と
勉
皐
を
一
致
さ
せ
る
工
護
運
動
に
意
義
を
認
め
、
留
例
動
工
倹
島
倉
・

華
法
数
育
舎
を
つ
く
り
、
フ
ラ
ン
ス
留
拳
の
機
舎
を
奥
え
ん
と
し
た
。
第
一
次

大
戦
終
結
後
失
業
問
題
も
伴
っ
て
様
々
な
困
難
な
問
題
か
お
こ
り
皐
生
と
数
育

曾
と
が
制
列
立
し
た
。
泰
和
森
・
王
若
飛
ら
が
生
存
権
・
努
働
権
・
求
撃
権
を
求

め
公
使
館
へ
押
し
か
け
た
事
件
、
中
併
合
同
の
里
尻
大
拳
に
入
皐
を
拒
否
さ
れ

た
動
工
徐
皐
生
が
大
皐
を
占
接
し
た
事
件
が
お
こ
っ
た
。
結
局
、
ア
ナ
ー
キ
ス

ト
の
李
石
曾
・
奥
稚
略
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
者
の
茶
元
培
ら
と
、
五
・
四

運
動
を
経
験
し
、
質
際
に
フ
ラ
ン
ス
で
労
働
を
し
て
い
る
皐
生
と
は
思
想
的
に

も
相
容
れ
ず
封
立
す
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
と
す
る
。
リ
ヨ
ン
大
皐
奪
回
闘
争

を
指
導
し
て
い
た
周
恩
来
ら
の
畢
生
園
陸
は
合
健
し
て
、
二
二
年
中
共
放
法
総

支
部
に
改
組
さ
れ
、
こ
の
中
か
ら
多
く
の
者
が
モ
ス
ク
ワ
東
方
大
拳
に
入
皐
し

た
。
こ
う
し
て
動
工
俄
皐
生
の
中
で
錦
園
後
中
園
共
産
穏
で
重
要
な
地
位
を
占

め
た
者
が
多
く
、
そ
の
歴
史
上
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
副

題
は
「
中
園
共
産
黛
成
立
の

一
側
面
」
。
第
二
章
は
五
・
四
運
動
以
前
に
流
行

し
た
非
宗
教
・
宗
数
拒
否
に
端
を
渡
し
た
数
育
権
回
収
運
動
を
、
「
醒
獅
」
を

創
刊
し
て
、
政
治
的
性
格
の
強
い
園
家
主
義
的
教
育
政
策
を
か
か
げ
、
共
産
撲

に
劉
抗
す
る
の
が
主
要
な
目
標
で
あ
っ
た
園
家
主
義
振
と
、
中
園
社
舎
主
義
青

年
闘
を
指
導
し
な
が
ら
、
こ
の
数
古
再
構
図
枚
の
反
キ
リ
ス
ト
致
運
動
を
反
帝
図

主
義
運
動
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
中
園
共
産
篤
と
の
南
波
を
通
じ
て
考
察
す

る
も
の
で
あ
る
。
雨
波
は
非
宗
数
・
乱
似
合
数
育
反
則
到
、
教
育
権
回
収
の
目
標
に

限
れ
ば
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
一
致
し
て
い
た
が
、
五
・
三

O
事
件
を
契
機
に
運

動
が
大
き
く
設
展
す
る
に
及
ん
で
爾
波
の
封
立
は
決
定
的
と
な
っ
た
。
首
時
未

完
成
に
彩
っ
た
こ
の
運
動
に
お
い
て
、
後
者
の
指
導
す
る
反
帝
・
反
封
建
の
革

命
の
進
展
こ
そ
が
、
田
県
の
解
決
の
方
向
で
あ
っ
た
と
す
る
。
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第
四
部
は
一
九
二

0
年
代
前
竿
の
数
育
問
題
を
通
じ
て
こ
の
時
期
の
政
治
・

思
想
吠
況
が
考
察
さ
れ
る
が
、
第
一
章
は
未
開
拓
の
留
併
動
工
俄
皐
運
動
を
、

五
・
四
運
動
の
一
環
と
し
て
、
中
園
共
産
黛
成
立
の
一
勧
と
し
て
の
観
黙
を
提

供
し
、
第
二
章
は
教
育
権
回
収
運
動
を
数
育
史
、
キ
リ
ス
ト
教
史
の
枠
を
こ

え
、
民
族
運
動
の
重
要
な
一
環
と
し
て
の
硯
黙
を
提
供
し
、
と
も
に
新
し
い
光

を
輿
え
た
も
の
で
そ
の
意
義
は
大
き
い
。

第
五
部
第
一
章
一
は
「
朝
鮮
人
民
の
闘
い
を
め
ぐ
っ
て
L

と
副
題
が
あ
り
、
三

0
年
代
東
北
で
展
開
さ
れ
た
抗
日
パ
ル
チ
ザ
ン
闘
争
が
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民

共
和
閣
成
立
の
基
礎
を
形
成
し
、
そ
れ
が
中
靭
雨
園
人
民
の
連
帯
の
戦
い
で
あ

っ
た
貼
で
中
園
革
命
史
の
重
要
な
一
環
で
あ
り
、
本
土
で
の
統
一
戦
線
成
立
に

先
立
つ
鮎
で
も
高
く
許
領
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
の
闘
争
の
過
程
と
、
中
朝
人
民

の
離
開
策
を
策
謀
す
る
日
本
の

民
生
闘
に
よ
る
工
作
に
剥
す
る
削
到
底
を
通
じ

て、

金
日
成
の
指
相
特
権
が
確
立
さ
れ
て
い
く
遁
程
が
説
明
さ
れ
る
。
削
ち
組
園

光
復
舎
の
結
成
、
白
頭
山
周
遊
へ
の
板
竣
地
の
移
動
、
中
共
か
ら
の
胃
険
的
な

指
令
に
射
す
る
批
判
と
行
動
な
ど
、
金
は
基
本
的
に
は
中
共
指
導
に
よ
る
中
朝

速
神
の
枠
内
に
あ
り
な
が
ら
、
資
質
的
に
は
靭
鮮
人
民
を
濁
自
の
方
向
に
指
導

し
て
い
き
、
三

0
年
代
後
牢
期
の
園
際
的
な
革
命
任
務
と
自
園
の
革
命
任
務
を

統
一
的
に
抱
侵
し
て
い
っ
た
と
す
る
。
第
二
章
は
も
し
西
安
事
件
が
起
ら
な
か

っ
た
ら
日
中
聞
に
戟
端
が
開
か
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
大
反
響
を
呼

ん
だ
三
六
年
十
一
月
の
綴
逮
事
件
を
め
ぐ
っ
て
の
、
西
北
地
匿
の
抗
日
動
向
を

扱
っ
た
も
の
。
事
件
は
関
東
軍
の
一
参
謀
に
よ
る
個
人
的
性
格
の
強
い
謀
略

で
、
関
東
軍
に
後
押
さ
れ
た
蒙
古
軍
が
綴
逮
に
侵
入
し
て
撃
滅
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
中
閣
は
こ
の
事
件
を
園
家
存
亡
に
係
る
と
重
大
観
し
、
金
図
的
に
援
綴

運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
「
西
北
響
導
」
は
今
ま
で
専
ら
剣
匪
に
従
事
し
て
い
た

東
北
軍
将
兵
に
抗
日
に
立
上
る
よ
う
要
請
し
、
長
征
を
お
え
て
い
た
快
北
紅
軍

も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
お
こ
っ
た
抗
日
の
要
求
を
背
景
に
、
抗
日
統
一
一
戦
線
の
貫

現
を
蒋
介
石
に
迫
っ
た
。
蒋
の
拒
否
の
結
果
、
劇
的
な
西
安
事
件
が
お
こ
っ
た
。

第
五
部
は
抗
日
民
族
統
一
戦
線
の
成
立
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
が
、
抗
日
戦

線
の
成
立
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
封
態
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
く
に

第
二
章
で
も
そ
の
黙
を
追
求
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

以
上
、
各
章
の
内
容
を
ご
く
概
略
紹
介
し
た
が
、
各
論
文
は
問
題
黙
の
所
在

を
賢
く
周
遊
と
の
関
連
の
中
で
位
置
づ
け
せ
ん
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
歴
史
的

背
景
に
も
十
分
配
慮
さ
れ
、
し
か
も
寅
霊
的
な
内
容
盟
か
な
も
の
で
あ
る
だ
け

に
、
限
ら
れ
た
紙
数
で
紹
介
し
き
れ
る
も
の
で
な
い
。
そ
し
て
こ
の
十
五
篇
の

論
文
の
配
列
は
夜
表
年
代
と
一
致
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
を
通
観
す
る
時
、
筆
者

は
、
著
者
の
研
究
課
題
の
関
心
の
嬰
遜
か
ら
三
時
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
。
引
ち
大
鐙
の
と
こ
ろ
、
一
九
五
四
年
著
者
の
研
究
の
出
設
黙
と
い

わ
れ
る
宮
崎
治
天
に
関
す
る
も
の
が
出
て
か
ら
六

0
年
代
初
期
ま
で
を
第
一
期

と
す
る
。
こ
の
時
期
は
第
一
部
の
廃
東
の
抗
英
運
動
、

雲
南
ム
ス
リ
ム
の
反

鋭
、
第
二
部
の
雲
南
護
園
軍
、
貴
州
の
革
命
と
い
う
よ
う
に
、
主
と
し
て
い
わ

ば
中
圏
西
南
の
逃
境
に
お
け
る
問
題
に
焦
黙
を
合
せ
て
研
究
し
、
そ
し
て
大
陸

六

0
年
代
の
第
二
期
で
は
課
題
を
辛
亥
革
命
と
そ
れ
に
関
連
す
る
テ
l
マ
に
絞

っ
て
鋭
意
そ
の
解
明
に
あ
た
り
、
第
二
部

・
第
三
部
の
論
文
が
ほ
と
ん
ど
こ
の

時
期
に
含
ま
れ
る
。
六

0
年
代
末
か
ら
七

0
年
代
に
入
つ
て
の
第
三
期
で
は
、

研
究
針
象
・
時
代
を
引
下
げ
て
二

0
年
代

・
三

0
年
代
の
問
題
に
移
し
て
考
察

し
、
即
ち
第
四
部
・
第
五
部
の
論
文
が
こ
れ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
第
三
期
に
入

っ
て
も
革
命
瓜
分
論
と
い
っ
た
第
二
期
の
研
究
テ
l
マ
に
入
る
べ
き
も
の
も
あ

る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
こ
れ
を
通
じ
て
著
者
の
研
究
領
域
を
慶
げ
て
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い
く
課
題
意
識
の
嬰
濯
の
軌
跡
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
研
究
の

際
、
著
者
の
と
ら
れ
る
姿
勢
は
、
中
園
近
現
代
史
を
一
貫
し
て
反
帝
園
主
義
・

反
封
建
主
義
の
革
命
史
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
で
あ
り
、
さ
ら
に
民
衆
的
次
元

か
ら
解
明
せ
ん
と
す
る
立
場
に
立
つ
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
い
て
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
よ
う
な
一
元
的
・
公
式
主
義
的
な
論
断
に
陥
入
る
こ
と
な
く
、
客
観

的
に
綜
合
的
に
把
渥
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
刊
行
の
意
義
は
大
き
い
。
一
つ
に
は
所
枚
の
論
文
の
殆
ん
ど
が
著
者

が
所
属
さ
れ
る
大
阪
教
育
(
皐
萎
)
大
皐
の
紀
要
・
研
究
誌
に
設
表
さ
れ
た
も

の
で
、
ま
た
古
い
も
の
で
今
日
我
々
が
閲
讃
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
も
あ

り
、
そ
れ
が
一

書
に
な
っ
て
提
供
さ
れ
て
容
易
に
譲
み
得
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
本
書
の
意
義
は
、
未
開
拓
の
分
野
を
切
り

開
き
、
研
究
史
の
空
白
に
な
っ
て
い
る
部
分
に
初
め
て
光
を
あ
て
た
先
揺
的
な

論
文
、
研
究
で
不
十
分
な
所
に
新
し
い
見
解
を
示
し
視
黙
を
す
え
た
論
文
が
多

く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
雲
南
護
園
軍
、
奥
線
貞
、
貴
州
の
革
命
、
豪

湾
・
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
族
運
動
、
綬
遠
事
件
、
留
併
動
工
倹
皐
運
動
に
関
す
る
論

文
な
ど
が
前
者
の
例
で
あ
り
、

雲
南
ム

ス
リ
ム
の
反
鋭
、
中
華
革
命
禁
、
満
州

抗
日
民
族
運
動
、
数
育
権
回
牧
に
関
す
る
論
文
が
後
者
の
例
で
あ
ろ
う
。
も
と

よ
り
他
の
す
べ
て
の
研
究
者
も
そ
う
い
っ
た
問
題
意
識
で
研
究
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
所
牧
論
文
に
は
我
園
に
お
い
て
最
近
め
ざ
ま
し
く
進
展
し
て
き
た
各
省

に
お
け
る
辛
亥
革
命
の
個
別
的
な
事
例
研
究
、
禽
悌
動
工
倹
皐
運
動
、
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
民
族
運
動
、
抗
日
民
族
統
一
戦
線

・
雲
南
回
民
運
動
・
賢
東
抗
英
闘
争

・

白
朗
の
飢
な
ど
の
研
究
の
先
鞭
と
な
っ
た
も
の
や
、
研
究
史
に
お
け
る
初
期
段

階
の
論
文
と
な
っ
た
も
の
な
ど
開
拓
者
的
な
論
文
が
多
い
。
所
牧
論
文
の
中
に

は
か
な
り
以
前
に
褒
表
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
そ
の
後
研
究
は
も
と
よ
り
進
展

し
、
所
牧
論
文
よ
り
深
く
研
究
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
今
日
な
お
か
つ
存
在

債
値
を
失
っ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
こ
う
い
っ
た
本
書
の
出
版
は
樽
盆
す
る

所
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
資
料
が
今
日
の
よ
う
に
塑
か
に
出
揃
わ
な
い

以
前
に
、
さ
ら
に
参
考
文
献
も
少
い
困
難
な
状
況
の
中
で
、
乏
し
い
資
料
を
駆

使
し
て
或
い
は
少
し
の
資
料
の
疑
問
黙
を
つ
い
て
、
確
か
な
賃
設
的
な
論
文
を

書
か
れ
た
黙
に
は
敬
意
を
表
し
た
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
書
は
そ
う
い
っ
た
債
値
あ
る
論
文
集
で
あ
る
が
、
希
望
一

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
著
者
は
は
し
が
き
で
、
本
書
は
百
年
の
革
命
史
を
網

羅
的
に
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
そ
の
意
味
で
決
し
て
中
園
革
命
史
の
概
設

で
な
い
、
と
断
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
本
書
は
辛
亥
革
命
に
直
接
・
開
接
関
係
す

る
も
の
九
篇
を
中
心
に
十
五
篇
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
革
命
史
の
重
要
な
課
題

で
あ
る
太
卒
天
国
、
義
和
圏
、
五
・
四
運
動
な
ど
を
直
接
扱
う
も
の
で
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
を
直
接
扱
わ
な
い
ま
で
も
、
中
園
近
現
代
史
を
如
何
に
把
握

す
る
か
、
或
い
は
辛
亥
革
命
を
如
何
に
見
な
す
か
、
そ
の
全
慢
像
を
概
括
的
に

窺
い
知
る
総
論
と
い
う
べ
き
も
の
が
一
篇
あ
れ
ば

よ
か
っ
た
と
思
う
。
著
者

は
、
前
述
の
よ
う
に
中
園
近
現
代
史
を
一
貫
し
て
反
帝
・
反
封
建
の
立
場
か

ら
、
さ
ら
に
民
衆
的
衣
元
か
ら
と
ら
え
ん
と
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
は
各
論
文

中
で
十
分
窺
え
る
が
、
中
園
近
現
代
を
見
遁
す
一
篇
を
一
示
す
こ
と
で
著
者
の
立

場
を
よ
り
明
確
に
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。
金
鍾
を
鐙
系
化
、
徳
岨
旭
化
す

る
一
篇
で
革
命
史
を
連
績
的
な
愛
展
で
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

『中
園
革
命

の
史
的
展
開
』
を
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
次
に
、
所
牧
の
論
文
に
は
、
個
々
の

課
題
の
主
と
し
て
政
治
的

・
思
想
的
な
側
面
を
重
視
し
、
社
曾
的
・

経
済
的
側

面
を
捨
象
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
側
面
に
よ
り
配
慮
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
り
立
霞
的
に
綜
合
的
に
把
擾
で
き
る
も
の
と
思
う
。
そ
の
こ
と
は
、

中
園
近
現
代
史
を
一
図
史
内
に
と
ど
め
て
考
え
る
の
で
な
く
、
慶
く
日
本
・
ア

ジ
ア
さ
ら
に
は
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
近
現
代
史
と
の
闘
係
で
把
握
す
る
こ
と
の
必
要
性
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に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
著
者
は
そ
の
黙
十
分
配
慮
し
て
お
ら
れ
る
が
、
日

本
と
の
関
係
に
も
う
少
し
ふ
れ
て
ほ
し
か
っ
た
部
分
も
あ
る
。
さ
ら
に
清
末
革

命
園
種
の
設
展
系
統
表
、
そ
の
離
合
集
散
は
大
漢
に
複
雑
な
所
で
あ
る
が
、
せ

め
て
民
園
初
年
中
華
革
命
黛
の
頃
ま
で
扱

っ
て
ほ
し
か
っ
た
し
、
事
項
紫
引
が

あ
れ
ば
も
っ
と
使
宜
を
輿
え
た
と
思
う
。

以
上
、
多
く
の
笠
濁
の
言
を
並
べ
、
見
首
選
い
の
言
の
あ
っ
た
失
曜
の
所
は

ご
海
容
頂
き
た
い
。
ま
た
著
者
の
言
わ
れ
ん
と
す
る
員
意
を
、
誤
解
な
く
停
え

得
た
か
、
た
だ
恐
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
最
後
に
、
著
者
が
今
後
ま
す
ま
す
研

鎖
さ
れ
、
八

0
年
代
の
第
四
期
へ
向
け
て
新
し
い
分
野
を
開
拓
さ
れ
、
鐙
系
化

さ
れ
、
後
進
に
示
さ
れ
ん
こ
と
を
祈
念
し
つ
つ
大
雑
把
な
感
想
だ
け
に
終
っ
た

蕪
雑
な

一
文

を

終

え

る

。

(

菅

野

正

)

(
追
記
)
本
書
の
書
評
に
つ
い
て
は
久
保
田
文
次
氏
・
守
川
正
道
氏
が
そ
れ
ぞ

れ
『
東
洋
製
報
』
『
ア
ジ
ア
・
ク
オ
ー
タ
リ
ー
』
の
近
刊
践
で
も
取
上
げ
ら
れ

る
稼
定
で
あ
る
。
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