
久
保
田
丈
次
著

孫
丈
・
辛
亥
革
命
と
日
本
人

十嬰

井

良
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昨
年
(
本
稿
が
出
版
さ
れ
る
頃
に
は
一
昨
年
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
)

は
、
辛
亥
革
命
百
周
年
に
あ
た
る
年
で
あ
っ
た
。
本
書
を
ま
と
め
ら
れ
た
久

保
田
文
次
先
生
も
、
束
京
と
紳
戸
で
行
わ
れ
た
辛
亥
革
命
百
周
年
日
本
曾
議

に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
賓
行
委
員
の
中
心
(
副
委
員
長
)
と
し
て
、
計

書
一
・
準
備
・
賓
行
蔦
般
に
わ
た
り
八
面
六
骨
の
活
躍
を
な
さ
れ
た
。

「
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
中
の
半
亥
革
命
」
と
い
う
包
括
タ
イ
ト
ル

で
な
さ
れ
た
東
京
曾
議
の
し
め
く
く
り
の
報
告
は
久
保
問
先
生
が
捨
賞
さ
れ

た
(
辛
亥
革
命
百
周
年
記
念
論
集
編
集
委
員
曾
編
『
総
合
研
究
辛
亥
革

命
』
岩
波
書
席
、
二

O
一
二
年
)
。
そ
の
中
で
先
生
は
、
一
九
八
一
(
昭
和

五
六
)
年
の
七
十
刷
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
か
ら
十
年
毎
に
日
本
で
行
わ
れ
て
き

た
墜
舎
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
た
ど
っ
て
き
た
這
を
振
り
返
っ
て
、
一
九
八
一

年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
政
治
史
以
外
に
も
経
済
史
・

国
際
関
係
・
思
想
史
に
も
は
配
り
を
き
か
せ
、
地
域
的
に
も
ベ
ト
ナ
ム
や
モ

ン
ゴ
ル
も
取
り
上
げ
て
い
る
な
ど
進
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
蓋
湾
の
皐
者

の
参
加
が
政
治
問
題
か
ら
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
開
催
に
あ
た
っ
て
文

化
大
革
命
の
評
債
を
め
ぐ
る
針
立
な
ど
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
た
こ
と
を
回
顧
し
て
い
る
。
今
同
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
そ
れ
が
祉

曾
史
的
・
文
化
史
的
テ
l
マ
に
関
心
が
虞
が
り
、
地
方
・
周
透
か
ら
の
愛
想

も
目
立
っ
て
い
た
こ
と
、
か
つ
て
の
辛
亥
革
命
研
究
が
「
孫
文
正
統
史
観
」
、

革
命
採
中
心
史
観
で
進
め
ら
れ
て
き
た
も
の
が
、
世
界
史
と
の
閥
連
や
奮
位

制
と
の
連
績
性
、
北
洋
政
府
側
か
ら
の
覗
黙
な
ど
、
複
眼
的
な
も
の
に
間
変
化

し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
上
で
、
成
功
で
あ
っ
た
と
遮
べ
て
い
る
。

本
書
は
、
ま
さ
に
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
た
、
そ
の
月
に
出
版
さ

れ
た
も
の
で
、
長
く
辛
亥
革
命
を
主
題
に
研
究
を
積
み
重
ね
て
来
ら
れ
た
著

者
の
研
究
の
歩
み
を
示
す
業
績
で
あ
る
。
本
書
は
八

0
0頁
に
達
し
よ
う
か

と
い
う
大
著
で
あ
り
、
ま
た
許
者
で
あ
る
私
が
中
園
、
近
代
史
・
革
命
史
を
専

門
と
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
一
つ
一
つ
の
章
に
つ
い
て
詳
し
く
言
及
し

て
、
そ
の
首
否
を
論
じ
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
遁
宜
、
本
文
に
及
ん
で
感
想
め

い
た
書
評
と
し
た
い
。
た
だ
し
最
低
限
の
っ
と
め
は
、
内
容
を
示
す
こ
と
で

あ
る
の
で
、
部
章
の
み
を
ま
ず
以
下
に
示
し
て
お
く
(
括
孤
内
は
後
表
年
)

0

第
一
部
辛
亥
革
命
と
孫
文

第
一
章
、
近
代
中
園
に
お
け
る
孫
文
(
二

0
0
0
)

第
二
章
辛
亥
革
命
の
理
論
と
賓
際
(
一
九
七
八
)

第
三
章
辛
亥
革
命
と
帝
国
主
義
(
一
九
七
八
)

第
四
章
孫
文
の
平
均
地
権
論
(
一
九
八

O
)

第
五
章
辛
亥
革
命
と
孫
文
・
宋
数
仁
(
一
九
七
四
)

第
二
部
世
界
史
に
お
け
る
辛
亥
革
命

第
一
章
世
界
史
に
お
け
る
辛
亥
革
命
(
一
九
九
二
)

第
二
章
世
界
史
の
中
で
辛
亥
革
命
を
考
え
る
(
一
九
九
五
)
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第
三
部
孫
文
と
日
本

第
一
章
孫
文
の
封
日
観
(
一
九
八
五
)

第
二
章
『
支
那
革
命
外
史
』
の
賓
詮
的
批
判
(
一
九
七
三
)

第
三
章
孫
文
と
「
満
洲
租
借
交
渉
」
・
「
日
中
盟
約
案
」
再
考
(
二

0
0

一一一)

第
四
章
一
九
二
四
年
、
孫
文
・
頭
山
漏
曾
談
再
考
(
新
稿
)

第
四
部
孫
文
の
日
本
人
同
志

第
一
章
萱
野
長
知
の
基
礎
的
研
究
(
一
九
九
六
)

第
二
章
『
革
命
許
論
』
廃
刊
後
の
萱
野
長
知
(
二

0
0
0
)

第
三
章
萱
野
長
知
の
中
園
観
(
一
九
九
九
)

第
四
章
『
萱
野
長
知
・
孫
文
関
係
史
料
集
』
か
ら
み
た
新
事
賓
(
二

O

O
一

)

第
五
章
『
中
華
民
国
革
命
秘
笈
』
の
研
究
(
二

O
O
二
)

第
六
章
梅
屋
庄
士
什
の
慕
礎
的
研
究
(
一
九
九
九
・
二

O
O
五
)

第
七
章
孫
文
・
梅
屋
庄
吉
と
イ
ン
ド
革
命
家
の
交
流
(
二

O
O
五
)

第
八
章
樋
口
一
葉
を
哀
悼
し
た
中
国
革
命
家
陳
少
白
(
二

O
O
六
)

第
九
章
孫
文
と
大
月
薫
・
宮
川
冨
美
子
(
二

O
O九
)

第
五
部
雑
録

一
日
本
に
お
け
る
辛
亥
革
命
遺
跡
め
ぐ
り
(
会
九
八
二

二
中
園
同
開
曾
愛
鮮
の
地
に
闘
す
る
考
察
(
新
稿
)

三
劉
大
年
先
生
と
と
も
に
(
一
九
八
O
)

四
辛
亥
革
命
七

O
周
年
訪
中
記
(
一
九
八
二
)

五
孫
中
山
研
究
園
際
的
晶
子
術
討
論
合
参
加
記
(
一
九
八
七
)

六
劉
大
年
先
生
を
偲
ん
で
(
二

0
0
0
)

七
回
中
先
生
と
話
し
た
こ
と
(
二

O
O
一一一)

八
中
村
義
さ
ん
を
偲
ん
で
(
二

0
0
八
)

こ
う
書
き
あ
げ
る
だ
け
で
、
も
う
一
頁
も
費
や
し
た
だ
ろ
う
か
。

許
者
は
、
こ
の
分
厚
い
本
を
前
に
し
て
、
ど
こ
か
ら
讃
む
か
悩
ん
だ
あ
げ

く
、
著
者
が
「
ま
え
が
き
」
や
「
あ
と
が
き
」
で
、
本
書
に
収
め
た
論
文
の

こ
と
を
「
時
代
遅
れ
」
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
記
し
、
し
き
り
に
自

分
の
研
究
史
を
回
顧
さ
れ
て
い
る
の
で
、
愛
表
年
代
順
に
謹
む
こ
と
に
し
た
。

も
ち
ろ
ん
設
表
年
順
で
あ
っ
て
、
執
筆
順
で
は
な
い
の
で
、
正
確
に
は
著
者

の
研
究
の
歩
み
を
理
解
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
本
書
の
意
固
は
理
解
で
き
た
よ
う
に
思
っ
た
。
蛇
足
か
も
知
れ
な
い
が
、

著
者
は
山
い
論
説
を
本
書
に
牧
め
る
に
あ
た
っ
て
、
補
記
を
附
け
て
、
誤
り

を
正
し
た
り
、
そ
の
後
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
補
足
し
た
り
、
執
筆
首
時
の

問
題
怠
識
を
記
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
は
執
筆
後
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て

研
究
動
向
を
常
に
把
握
し
て
い
な
い
と
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
賓
は
簡

山
早
で
あ
る
よ
う
で
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
著
者
が
「
時
代
遅
れ
」
だ
と
す
る
論
説
は
、
補
記
な
ど
を
参
照
に
す

れ
ば
、
一
九
八

O
年
に
護
表
さ
れ
た
も
の
ま
で
、
た
ぶ
ん
一
九
七

0
年
代
に

執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
多
く
は
「
第
一
部
辛
亥
革
命
と
孫
文
」
に
含
ま
れ

る
(
「
第
二
早
近
代
中
園
に
お
け
る
孫
文
」
を
除
く
)
ょ
う
で
あ
る
。
た

だ
し
最
も
古
い
一
九
七
三
年
後
表
の
第
三
部
第
二
章
「
『
支
那
革
命
外
史
』

の
賓
語
的
批
判
」
に
は
、
「
若
気
の
至
り
」
や
「
時
代
、
遅
れ
」
「
居
直
り
」
を

表
す
よ
う
な
補
記
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
章
(
第
三
部
第
二
章
)
を
書
い
た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
著
者
は
、
も

と
も
と
白
分
は
四
川
省
の
枇
曾
経
済
史
が
研
究
針
象
で
あ
っ
た
(
最
初
の
論
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文
は
「
辛
亥
革
命
と
四
川
省
」
一
九
六
九
年
と
い
う
が
、
そ
の
前
に
「
清
代

東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
農
業
問
題
に
闘
す
る
一
私
見
」
『
史
潮
』
七
ム
波
、
ム
九

六
O
年
ゃ
、
「
清
末
四
川
の
大
佃
戸
」
『
近
代
中
岡
農
村
一
吐
曾
史
研
究
』
大
安
、

一
九
六
七
年
の
よ
う
な
業
績
も
あ
る
)
の
で
、
辛
亥
革
命
や
孫
文
に
つ
い
て

は
他
の
人
の
文
献
を
讃
む
だ
け
で
専
門
的
に
研
究
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
た

だ
興
味
に
任
せ
て
『
支
那
革
命
外
史
』
は
北
一
輝
の
文
憶
が
好
き
で
何
回
も

護
ん
で
い
た
が
、
あ
る
時
に
孫
文
と
宋
数
仁
に
釣
す
る
北
の
評
債
に
達
和
感

を
覚
え
た
こ
と
が
、
辛
亥
革
命
研
究
の
護
端
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る

(
「
ま
え
が
き
」
)
。
北
が
、
孫
よ
り
も
宋
の
方
に
高
い
評
債
を
奥
え
、
ま
た

向
学
界
で
も
孫
に
つ
い
て
の
許
慣
が
低
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
首
時
の

間
八
千
界
で
の
低
い
評
債
は
、
枇
曾
主
義
革
命
と
い
う
観
貼
か
ら
す
る
と
、
孫
文

が
行
っ
た
こ
と
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
章
に
お
い
て
著
者
は
、
北
が
孫
文
批
判
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
孫
の

民
主
共
和
思
想
を
ア
メ
リ
カ
的
と
み
な
し
、
ま
た
外
園
の
援
助
を
仰
い
だ
こ

と
を
妥
協
的
で
不
徹
底
な
も
の
と
し
た
こ
と
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
だ
と
す
る

常
時
の
準
界
の
潮
流
に
合
っ
て
い
た
と
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
批
判
は
蛍

た
っ
て
い
な
い
と
す
る
。
孫
文
の
本
来
の
理
想
の
一
つ
で
あ
る
「
民
生
主

義
」
は
剥
合
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
欧
米
的
な
革
命
を
め
ざ
し
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
現
賓
的
に
は
段
階
を
踏
ん
で
政
治
改
革
を
賓
現
し
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
、
外
力
依
存
(
つ
ま
り
反
帝
国
主
義
が
徹
底
し
な
か
っ

た
こ
と
)
に
つ
い
て
は
、
孫
文
も
原
則
と
し
て
そ
れ
を
避
け
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
、
北
も
円
本
の
援
助
を
書
一
策
し
日
本
の
同
権
的
侵
略
を
め
ざ
し
た
の

で
あ
り
、
孫
を
批
判
す
る
資
格
の
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
前
の
章
「
孫
文
の
到
日
観
」
(
一
九
八
五
年
愛
表
)

で
、
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
外
力
依
存
、
特
に
革
命
援
助
と

引
き
換
え
に
中
園
主
催
の
一
部
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
し
た
針
口
依
存
の
孫
文

の
態
度
に
つ
い
て
、
日
本
の
帝
国
主
義
的
中
園
侵
略
の
危
険
を
知
り
つ
つ
、

賓
用
主
義
的
な
戦
略
・
戦
術
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
具
樫
的
に
英

露
に
針
抗
し
う
る
利
害
・
閥
心
を
持
つ
園
が
日
本
の
み
で
あ
り
、
ま
だ
大
正

初
期
に
あ
っ
て
は

H
本
の
本
格
的
な
中
園
侵
略
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
、
中

園
革
命
成
功
の
方
を
先
に
賓
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
辛
亥
革

命
の
早
期
終
結
が
め
ざ
さ
れ
、
哀
世
凱
と
の
一
安
協
が
な
さ
れ
た
の
は
、
列
強

か
ら
の
干
渉
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
り
、
孫
文
の
現
賓
的
な
釘
'
肢
で
あ
っ
た

と
す
る
の
で
あ
る
。

た
ぶ
ん
次
の
第
二
部
第
三
章
と
重
な
る
部
分
が
多
い
た
め
に
本
書
に
は
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
著
者
に
は
「
孫
文
の
い
わ
ゆ
る
「
満
蒙
譲
輿
論
』
に

つ
い
て
」
(
『
中
嶋
敏
先
生
古
稀
記
念
東
洋
史
論
集
下
巻
』
汲
古
書
院
、
一

九
八
一
年
)
と
い
う
論
文
が
あ
り
、
本
章
(
第
二
部
第
一
章
)
は
も
と
も
と
、

こ
れ
と
封
に
な
っ
て
い
た
論
文
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
代
わ
り
本
書
に
収

め
ら
れ
た
第
二
部
第
三
章
「
孫
文
と
『
満
州
租
借
交
渉
』
・
『
日
中
盟
約
案
』

再
考
」
は
、
こ
の
章
の
主
役
の
半
分
が
日
本
側
で
あ
る
と
い
う
黙
で
、
そ
れ

ま
で
の
一
貫
し
て
孫
文
を
中
心
と
す
る
章
の
覗
角
と
は
異
な
る
。
も
ち
ろ
ん

孫
文
に
か
か
わ
る
問
題
を
扱
っ
た
の
で
あ
る
が
、
結
論
は
日
本
側
で
は
満
洲

租
借
案
な
ど
最
初
か
ら
本
気
で
熟
議
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
日
本
側
の
事
情

を
一
不
し
、
孫
文
も
そ
の
時
に
は
満
蒙
保
全
論
に
立
っ
て
い
た
こ
と
が
添
え
ら

れ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
交
渉
が
森
俗
を
通
じ
て
な
さ
れ
、
そ
れ

が
歴
史
的
に
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

森
に
と
っ
て
は
今
後
の
革
命
汲
と
の
関
係
を
作
る
L
L

に
お
い
て
、
革
命
汲
に

あ
っ
て
は
従
来
か
ら
革
命
に
冷
淡
で
あ
っ
た
日
本
の
上
層
部
が
多
少
な
り
と

も
援
助
の
手
を
さ
し
の
べ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
黙
で
有
意
義
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で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

つ
い
で
に
新
稿
で
あ
る
第
二
部
第
四
章
「
一
九
二
四
年
、
孫
文
・
頭
山
漏

合
談
再
考
」
に
一
言
及
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
、
す
で
に
日
本
か
ら
の
援
助
を

引
き
出
す
路
線
に
「
見
切
り
を
つ
け
た
」
は
ず
の
孫
文
が
、
神
戸
に
お
い
て

大
ア
ジ
ア
主
義
演
説
を
行
い
、
日
本
と
の
提
携
・
親
善
を
高
唱
し
た
理
由
を

探
っ
た
も
の
で
あ
る
。
首
時
の
中
岡
を
取
り
巻
く
図
際
情
勢
や
内
戦
状
況
、

日
本
の
枇
曾
状
況
な
ど
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
現
賓
的
意
闘
が
、
租
借
地
返
還

交
渉
で
は
な
く
関
税
自
主
権
と
治
外
法
権
の
撤
陵
を
め
ざ
し
た
世
論
喚
起
に

あ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
頭
山
涌
と
の
合
談
で
の
孫
文
の
設
言
は

理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
北
会
輝
を
導
入
と
す
る
孫
文
許
債
の
見
直
し
の
章
は
、
ア
ジ
ア
主
義

研
究
が
格
段
に
進
ん
だ
今
日
か
ら
す
れ
ば
、
北
一
輝
に
革
命
の
ロ
マ
ン
を
感

じ
て
い
た
時
代
的
雰
園
試
を
十
分
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
論
考
で
あ
る
。

そ
れ
を
「
時
代
遅
れ
」
だ
と
い
う
補
記
を
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
本
書

の
後
宇
部
に
つ
な
が
っ
て
い
く
著
者
の
問
題
意
識
の
潜
在
性
と
継
績
性
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
部
第
二
章
か
ら
第
五
章
は
、
す
べ
て
辛
亥
革
命
そ
の
も
の
に
関
す
る

論
文
で
あ
り
、
著
者
が
「
時
代
物
」
「
時
代
遅
れ
」
の
部
分
が
あ
る
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
で
は
こ
の
場
合
の
「
時
代
」
と
は
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
今
で
も
通
用
す
る

部
分
が
あ
る
」
と
言
う
の
は
、
ど
の
あ
た
り
だ
ろ
う
か
。
「
時
代
物
」
と
い

う
の
は
、
悪
く
言
え
ば
古
色
蒼
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
別
言
す
れ

ば
惇
統
的
な
型
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
も
表
現
で
き
る
。
こ
の
部

分
は
、
議
論
の
枠
組
が
前
面
に
出
て
い
る
貼
で
そ
う
な
の
だ
が
、
そ
の
中
で

新
味
が
味
わ
え
る
部
分
な
の
だ
。

枠
と
か
型
は
、
具
慎
的
に
は
こ
う
だ
。
第
一
部
で
最
も
笈
表
の
早
い
第
五

章
「
辛
亥
革
命
と
孫
文
・
宋
数
仁
」
の
枠
は
、
孫
と
宋
と
で
は
ど
ち
ら
が

「
よ
り
革
命
的
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
一
吐
舎
主
義
革
命
に
近
い
方
を
高
く
一
計

債
す
る
観
貼
か
ら
見
る
見
方
で
あ
り
、
そ
の
議
論
の
一
端
は
先
の
北
一
一
輝
を

論
じ
た
章
で
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
第
二
章
「
辛
亥
革
命
の
理
論
と
賓
際
」

は
、
著
者
向
ら
「
牛
植
民
地
・
宇
封
建
一
吐
曾
論
」
に
も
と
づ
い
て
執
筆
し
た

と
補
記
し
て
い
る
が
、
「
帝
国
主
義
に
よ
る
侵
略
に
針
抗
で
き
な
か
っ
た
中

図
利
舎
の
前
、
返
代
性
の
残
存
」
を
前
提
に
論
じ
た
と
言
っ
た
方
が
正
確
か
。

第
三
章
「
辛
亥
革
命
と
帝
国
主
義
」
も
同
犠
だ
が
、
「
帝
国
主
義
に
封
す
る

民
族
的
抵
抗
」
と
い
う
観
結
か
ら
考
え
る
と
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
そ
し
て
第
四
章
「
孫
文
の
平
均
地
権
論
」
は
、
こ
れ
も
著
者
の
補

記
に
よ
れ
ば
「
農
民
的
十
地
所
冶
の
賓
現
」
だ
が
、
「
革
命
に
お
け
る
土
地

所
有
形
態
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
の
主
張
を
基
準
に
し
て
先
進
性
を
測
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
枠
組
み
は
巌
格
に
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な

く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
の
中
で
、
現
(
貫
的
な
観
貼
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
こ
れ
ら
の
論
考
の
新
味
と
な

っ
て
い
る
。

第
五
章
で
は
、
革
命
勃
設
か
ら
中
園
同
盟
舎
解
散
・
園
民
窯
結
成
に
至
る

黛
内
抗
争
の
な
か
で
、
孫
文
の
枇
命
門
主
義
理
念
で
あ
る
民
生
主
義
が
削
ら
れ

て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
孫
文
も
戦
術
的
に
は
議
曾
政
黛
の
黛
首
と
し
て

ふ
る
ま
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
む
し
ろ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民

主
主
義
者
が
宋
で
あ
り
、
孫
の
方
が
革
命
の
終
局
黙
を
見
据
え
て
行
動
し
て

い
た
と
さ
れ
る
。
第
二
章
・
第
三
章
で
は
、
辛
亥
革
命
が
帝
国
主
義
列
強
の

120 
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堅
迫
の
前
に
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
な
が
ら
も
、
中
岡

民
族
の
抵
抗
が
列
強
に
よ
る
干
渉
を
押
し
と
ど
め
る
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
、

そ
れ
を
知
っ
た
孫
文
は
革
命
に
望
み
を
つ
な
ぎ
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
な
こ

と
を
考
え
て
い
た
宮
崎
泊
天
と
の
共
感
か
ら
、
反
欧
米
・
ア
ジ
ア
連
帯
と
い

う
路
線
を
取
り
、
孫
文
に
は
、
何
度
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
日
本
帝
閥

主
義
を
軽
視
す
る
面
は
あ
っ
た
が
、
長
期
的
に
は
、
や
が
て
列
強
の
競
争
な

ど
か
ら
「
世
界
革
命
」
が
起
こ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
「
祉
舎
革
命
」
の
勃
授

に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
孫
文
の
反
帝

国
主
義
的
革
命
思
想
で
あ
る
と
し
た
。
第
四
章
で
は
、
孫
文
の
平
均
地
権
論

の
主
張
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
に
見
え
て
も
、
地
債
上
昇
分
を
凶
家
に
吸
牧
し
て
、

そ
れ
を
財
源
と
し
て
地
主
所
有
地
を
買
収
し
、
最
終
的
に
は
十
地
図
冶
論
に

行
き
着
く
と
い
う
考
え
方
が
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
平
均
地

権
論
の
意
義
は
低
く
な
い
も
の
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
論
説
に
見
え
る
よ
う
に
、

理
想
論
と
現
賓
論
と
の
封
立
は
、
い
つ
の
世
に
も
あ
る
も
の
だ
が
、
著
者
は

あ
く
ま
で
も
同
時
代
に
お
け
る
現
賓
政
治
の
観
黙
か
ら
孫
文
を
論
じ
、
あ
る

い
は
論
じ
よ
う
と
し
、
そ
の
ト
い
で
孫
文
の
弾
一
想
と
限
界
結
を
見
極
め
評
債
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
第
一
部
に
は
比
較
的
新
し
く
設
表
し
た
(
二

0
0
0年
)
「
近
代
中

園
に
お
け
る
孫
文
」
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
中
国
大
陸
に
お
い
て

改
革
・
開
放
経
済
政
策
が
始
ま
る
と
と
も
に
、
孫
文
に
釘
す
る
見
方
が
印
刷
民
化

し
、
辛
亥
革
命
の
評
債
が
高
く
な
り
、
ま
さ
に
孫
文
が
主
張
し
て
い
た
こ
と

が
賓
現
し
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
長
期

的
に
見
た
孫
文
理
想
の
賓
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
孫
文
の

言
、
つ
こ
と
に
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
矛
盾
が
あ
り
、
い
く
つ
も
の
庭
方
案
を
持

っ
て
い
た
人
物
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
、
孫
文
は
「
中
園
人
の
目
を
見
開

か
せ
た
」
人
物
で
あ
る
と
理
解
し
た
い
と
い
う
著
者
の
現
在
の
孫
文
観
が
不

さ
れ
て
い
る
。四

第
二
部
「
世
界
史
に
お
け
る
辛
亥
革
命
」
の
論
文
も
、
し
っ
か
り
と
し
た

議
論
の
枠
組
の
も
と
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
は
、
「
時
代

遅
れ
」
だ
と
は
書
い
て
い
な
い
。
こ
こ
に
牧
め
ら
れ
た
二
つ
の
論
文
は
、
と

も
に
世
界
史
上
に
お
け
る
辛
亥
革
命
の
位
置
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

枠
組
は
、
「
辛
亥
革
命
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
な
の
か
否
か
」
と
い
う
、
こ
れ

は
け
つ
こ
う
昔
か
ら
あ
る
議
論
の
枠
組
み
で
あ
る
。
愛
表
さ
れ
た
年
は
、
一

九
九
二
年
と
一
九
九
五
年
。
辛
亥
革
命
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
・
イ
ギ
リ
ス
革
命

と
の
針
比
が
な
さ
れ
、
と
も
に
従
来
の
日
本
の
議
論
で
は
欧
米
の
革
命
を
理

想
化
し
て
き
た
傾
向
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
雨

革
命
史
研
究
の
最
新
成
果
に
照
ら
し
て
、
辛
亥
革
命
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と

言
っ
て
よ
い
と
し
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
か
つ
て
「
明
治
維
新
は
ブ
ル
ジ

ョ
ア
革
命
か
否
か
」
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
ノ
担
方
針
弗
さ
せ
る
議
論

で
あ
る
。
本
来
日
に
は
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
が
、
先
生
は
、
か
な
り
ヨ

l
ロ

y
パ
の
事
情
に
通
じ
て
お
ら
れ
、
英
語
の
書
物
を
多
く
讃
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ

る
。
決
し
て
東
洋
皐
オ
ン
リ
ー
で
は
な
い
。
ど
の
時
期
に
、
そ
の
方
面
に
力

を
入
れ
ら
れ
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
影
響
で
、
世
界
史
的
な

視
野
か
ら
論
じ
る
と
い
う
方
向
性
が
強
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
九
八

0
年
代
は
、
著
者
に
、
も
う
一
つ
の
愛
化
が
あ
っ
た
時
期
の
よ
う

で
あ
る
。
著
者
は
、
「
ま
え
が
き
」
で
一
九
八

0
年
代
に
義
和
圏
愛
生
地
域

の
調
査
に
加
わ
り
中
園
の
現
地
を
懐
験
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
中
園
理
解
の
浅

薄
さ
を
自
覚
し
た
と
書
い
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
第
五
部
の
雑
録
の
中
で
、
一

つ白
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九
七
九
年
に
劉
大
年
先
生
を
案
内
し
て
日
本
に
お
け
る
孫
文
ゆ
か
り
の
地
を

め
ぐ
っ
た
こ
と
が
、
日
本
に
あ
る
辛
亥
革
命
・
孫
文
史
料
・
史
蹟
研
究
の
端

緒
だ
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
そ
の
時
の
成
果
が
「
日
本
に
お
け
る
半
亥
革
命

遺
跡
め
ぐ
り
」
で
あ
る
。
許
者
に
と
っ
て
は
、
そ
う
い
う
話
は
、
そ
の
都
度

ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
り
、
そ
れ
が
初

め
て
の
確
認
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
不
思
議
だ
っ
た
。
し
か

し
昨
年
出
版
さ
れ
た
羅
一
晴
恵
・
朱
英
主
編
『
辛
亥
革
命
的
百
年
記
憶
輿
詮

稗
』
第
四
巻
の
陳
葱
茜
等
著
『
紀
念
空
間
輿
辛
亥
革
命
百
年
記
憶
』
(
華
中

師
範
大
皐
出
版
祉
、
二

O
一
一
年
)
に
は
「
海
外
辛
亥
革
命
紀
念
空
間
」
と

し
て
一
章
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

H
本
に
お
け
る
孫
文
・
辛
亥
革
命
閥
係
の

地
も
網
羅
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
註
を
見
る
と
、
た
し
か
に
劉
大
年

や
著
者
の
名
で
出
さ
れ
た
文
献
が
見
え
る
。
確
か
に
そ
う
な
の
だ
。
著
者
の

研
究
の
方
向
の
饗
化
に
は
、
こ
の
よ
う
な
人
物
に
封
す
る
関
心
が
よ
り
前
両

に
出
て
き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

第
四
部
「
孫
文
の
日
本
人
同
志
」
で
は
、
孫
文
を
援
助
し
た
こ
と
で
有
名

な
萱
野
長
知
と
梅
屋
庄
吉
の
こ
と
が
複
数
の
章
で
と
り
あ
げ
ら
れ
、
さ
ら
に

二
つ
の
章
で
は
イ
ン
ド
の
革
命
家
や
樋
口
一
葉
に
も
話
が
及
ん
で
い
る
。
こ

れ
ら
は
比
較
的
最
近
書
か
れ
た
も
の
で
、
多
く
は
孫
文
関
係
の
新
史
料
護
掘

と
資
料
集
な
ど
の
公
刊
に
関
連
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
分
量
的
に
は

多
く
合
計
で
二
八

O
頁
に
も
及
ぶ
。
ム
加
の
本
に
な
る
く
ら
い
だ
。
第
一
章

か
ら
第
五
章
で
は
萱
野
長
知
に
つ
い
て
、
崎
村
義
郎
『
萱
野
長
知
研
究
」
を

補
う
形
で
、
萱
野
の
紹
介
、
中
園
革
命
と
の
か
か
わ
り
、

H
本
に
お
け
る

『
革
命
許
論
』
と
の
関
係
、
そ
の
中
園
観
、
日
本
政
府
の
政
策
へ
の
批
判
な

ど
に
つ
い
て
の
史
賓
の
確
定
、
お
よ
び
萱
野
の
著
書
で
あ
る
『
中
華
民
国
革

命
硲
笈
』
の
紹
介
と
、
現
在
の
観
黙
か
ら
見
て
の
意
義
と
批
判
な
ど
が
な
さ

れ
て
い
る
。
な
お
第
四
章
は
萱
野
に
関
係
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
『
萱

野
長
知
・
孫
文
閥
係
史
料
集
』
に
収
め
ら
れ
た
孫
文
関
係
史
料
に
つ
い
て
の

解
説
で
あ
り
、
菅
一
野
の
手
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
直
接
萱

野
に
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
人
と
孫
文
の
関
係
が
わ
か
る
よ

う
な
史
料
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
興
味
深
い
。

第
六
章
と
第
七
章
は
梅
屋
庄
吉
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
六
章
で
は
梅

屋
関
係
史
料
の
紹
介
と
と
も
に
、
そ
れ
を
利
用
し
た
車
田
譲
治
『
園
父
孫
文

と
梅
屋
庄
士
口
』
の
著
述
に
誤
り
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
著
述
の
主

た
る
資
料
で
あ
っ
た
「
永
代
日
記
」
(
こ
れ
は
「
梅
屋
日
記
」
を
も
と
に
し

た
も
の
)
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
、
信
滋
性
は
あ
る
が
気
を
つ
け
る
べ

き
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
て
第
七
章
は
、
梅
屋
に
つ
い
て
の
研

究
で
は
な
く
、
梅
屋
史
料
の
な
か
に
残
さ
れ
て
い
た
ア
ル
バ
ム
に
寓
っ
て
い

た
イ
ン
ド
革
命
家
に
関
す
る
停
記
的
研
究
で
、
バ
ル
カ
ト
ウ
ツ
ラ
l
、
パ
ク

ワ
1
ン
・
シ
ン
、
ラ
ス
・
ビ
ハ
リ
・
ボ
l
ス
、
波
多
野
春
房
を
扱
い
、
孫
文

と
の
閥
係
に
も
杷
刷
れ
る
。
こ
う
し
て
著
者
の
関
心
は
、
日
本
か
ら
他
の
ア
ジ

ア
へ
掻
大
し
て
い
く
。

そ
し
て
第
八
章
「
樋
口
一
葉
を
哀
悼
し
た
中
園
革
命
家
陳
少
向
」
は
、
副

島
八
十
六
の
晴
晴
し
た
史
料
に
、
中
園
革
命
家
陳
少
ム
円
と
樋
口
一
葉
の
接
慰
を

示
す
史
料
が
あ
っ
た
こ
と
を
手
が
か
り
に
、
片
山
潜
や
孫
文
を
も
絡
め
な
が

ら
、
樋
口
研
究
に
新
し
い
事
賓
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
副
島
史
料
と
い
う

新
た
な
孫
文
閥
係
史
料
紹
介
の
さ
わ
り
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
第
九
章
は
孫
文

の
日
本
人
妻
で
あ
っ
た
大
月
薫
と
、
そ
の
遺
児
で
あ
る
宮
川
冨
美
子
に
つ
い

て
、
そ
の
事
賓
が
判
明
し
て
き
た
経
過
を
、
著
者
と
の
か
か
わ
り
を
織
り
交

ぜ
な
が
ら
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
四
年
新
間
報
道
で
設
表
し
た
こ

と
で
話
題
に
な
っ
た
が
、
そ
の
時
に
は
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
公
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表
を
障
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
二
十
五
年
後
に
補
う
こ
と
に
な

っ
た
も
の
で
あ
り
、
著
者
の
遺
族
に
釣
す
る
慎
重
な
配
慮
を
窺
う
こ
と
の
で

き
る
も
の
で
あ
る
。

五
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結
局
す
べ
て
の
章
を
ひ
と
つ
ず
つ
紹
介
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
が
、

最
後
に
い
く
つ
か
感
想
め
い
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
雑
録
の
詳
細
な

ど
に
つ
い
て
も
記
し
た
の
は
、
評
者
が
一
番
感
銘
を
受
け
た
の
が
、
こ
の
雑

録
と
第
四
部
第
九
章
の
孫
文
の
日
本
で
の
遺
児
を
め
ぐ
っ
て
の
文
章
で
あ
っ

た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
た
と
え
ば
最
後
の
中
村
義
先
生
へ
の
追
悼
文
に
は
、

無
理
を
さ
れ
て
参
加
さ
れ
た
宇
都
宮
太
郎
研
究
舎
終
了
後
の
舎
場
で
、
横
に

な
っ
て
休
憩
さ
れ
な
が
ら
も
歴
史
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

託
さ
れ
た
中
村
先
生
の
姿
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
に
い
た
の
で
、
共
感

す
る
の
は
首
然
な
の
だ
が
、
中
村
先
生
の
よ
う
に
日
中
関
係
に
か
か
わ
っ
た

先
人
た
ち
の
行
動
を
、
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
も
良
い
か
ら
書
き
残
し
て
お

こ
う
、
後
世
に
惇
え
、
二

O
世
紀
中
盤
の
不
幸
の
よ
う
な
こ
と
が
二
度
と
起

こ
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
思
い
が
惇
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
短

文
が
、
あ
る
い
は
細
か
な
事
賓
の
愛
掘
の
成
果
(
た
と
え
ば

H
本
に
お
け
る

辛
亥
革
命
ゆ
か
り
の
地
の
紹
介
)
で
あ
っ
た
り
、
日
中
島
干
術
交
流
の
ゆ
る
や

か
な
設
展
(
訪
中
記
)
や
、
そ
の
た
め
に
な
さ
れ
た
地
道
な
努
力
を
一
不
す
も

の
(
劉
大
年
先
生
に
か
か
わ
る
二
つ
の
も
の
)
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、

こ
れ
ら
の
部
分
に
は
著
者
の
行
っ
て
き
た
研
究
活
動
の
問
題
関
心
が
、
も
っ

と
も
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
思
え
、
本
書
の
主
題
を
端
的
に
表
し
て
い
る

か
ら
だ
。
主
題
は
、
歴
史
の
、
得
て
し
て
評
債
の
と
も
な
い
や
す
い
史
賓
の

位
置
づ
け
を
、
あ
く
ま
で
も
歴
史
的
奥
件
の
中
で
確
定
し
て
い
く
こ
と
が
歴

史
研
究
の
使
命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
本
書
が
扱
っ
て
い
る
の
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん

孫
文
で
あ
っ
た
り
、
辛
亥
革
命
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
に
閥
輿
(
援
助
し
た
と

い
う
側
面
が
強
い
)
日
本
人
で
あ
る
。
し
か
し
た
と
え
ば
孫
文
に
到
す
る
著

者
の
ス
タ
ン
ス
は
、
「
辛
亥
革
命
七

O
刷
年
訪
中
記
」
で
端
的
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
孫
文
の
神
格
化
・
絶
釘
化
を
避
け
、
む
し
ろ
彼
を
規
制
し

て
き
た
歴
史
的
奥
件
を
重
視
し
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
の
上
で
成
し
遂
げ

た
こ
と
を
評
債
し
位
置
づ
け
る
と
い
う
姿
勢
が
強
い
。
そ
れ
が
結
局
は
、
孫

文
個
人
に
封
す
る
高
い
評
慣
に
な
る
の
だ
が
。
こ
れ
は
孫
文
に
限
ら
ず
、
日

本
人
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
を
示
す
こ
と
が
、
こ
の
浩
備
な
書
物

の
メ
イ
ン
テ
l
マ
で
あ
る
。
著
者
の
「
照
史
研
究
の
あ
る
べ
き
姿
」
が
、
歴

史
研
究
論
と
し
て
で
は
な
く
、
賓
設
に
お
け
る
賓
践
で
示
さ
れ
て
い
る
書
物

で
あ
る
。

久
保
田
先
生
は
、
す
で
に
大
事
教
授
を
卒
業
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

往
々
に
し
て
、
そ
の
よ
う
な
先
生
が
定
年
間
近
に
な
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
本

の
中
に
は
、
そ
の
刊
行
意
義
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
た
だ
車
に

昔
に
書
い
た
も
の
を
ま
と
め
て
謹
み
や
す
い
よ
う
に
し
て
お
く
か
、
記
念
作

品
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
も
、
四

O
年
近
く
前
に
愛
表
さ
れ
た
も

の
は
あ
り
、
文
健
(
と
い
う
よ
り
使
わ
れ
て
い
る
歴
史
的
用
語
と
書
き
方
の

ス
タ
イ
ル
)
が
い
っ
け
ん
古
め
か
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ
こ
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
、
現
在
で
も
音
訓
味
が
あ
り
そ
う
な
も
の
を
見
極
め
て
編
集

が
な
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
孫
文
・
革
命
研
究
で
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
も
の

は
、
こ
の
他
に
多
数
あ
る
。
一
九
八

0
年
代
の
も
の
は
多
く
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
な
い
。
重
な
ら
な
い
よ
う
な
配
慮
は
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

選
揮
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
著
者
の
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問
題
閥
心
は
、
も
っ
と
履
く
、
本
書
の
テ
l
マ
以
外
に
も
業
績
は
及
ん
で
い

る
。
例
え
ば
「
近
代
国
家
に
お
け
る
政
軍
関
係
の
展
開
」
(
一
)
(
一
一
)
(
『
日

本
女
子
大
皐
文
向
学
部
紀
要
」
三
八
競
・
三
九
焼
、
一
九
八
九
・
一
九
九

O

年
)
と
い
う
論
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
統
帥
権
の
あ
り
方
を
、
世
界
的
視
野
で

論
じ
た
も
の
で
、
未
ん
一
万
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
何
凶
か
直
接
申
し
上
げ
た

こ
と
も
あ
る
が
、
完
結
さ
せ
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

評
者
が
歴
史
研
究
を
本
格
的
に
始
め
た
こ
ろ
、
自
分
の
専
門
と
す
る
近
代

日
本
史
分
野
に
も
ま
し
て
、
中
国
史
の
分
野
は
と
て
も
理
屈
っ
ぽ
い
と
感
じ

て
敬
遠
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
本
を
通
譲
し
て
、
著
者
の
言

、
っ
「
時
代
遅
れ
」
の
部
分
の
方
が
両
白
く
讃
め
た
。
使
っ
て
い
る
語
句
は
古

め
か
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
だ
が
、
内
容
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
古
臭
く
な
い
と

感
じ
た
の
で
あ
る
。
枠
組
を
明
確
に
し
て
議
論
を
し
て
い
た
時
代
の
な
つ
か

し
さ
と
、
そ
の
枠
が
崩
れ
て
い
く
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
に
到
し
て
後
の
方
は
、
新
し
く
一
不
さ
れ
る
事
賓
は
貴
重
な
の
だ
が
、
世
界

観
が
総
長
わ
る
と
い
う
よ
う
な
面
白
さ
は
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
役
者
が
小
物

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
時
代
劇
は
古
く
さ
く
と
も
、
役
者
が
孫
文
の
よ
う
な

大
物
で
あ
れ
ば
面
白
い
が
、
小
物
の
演
じ
る
新
し
い
も
の
は
平
凡
だ
と
い
う

こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
、
帝
国
主
義
論
の
枠
組
か
ら
、
帝
図
主
義
諸
圏
が
清
園
・
哀
世
凱

を
麿
援
し
た
こ
と
に
よ
り
、
革
命
泳
援
助
が
無
批
判
に
足
首
化
さ
れ
る
傾
向

が
研
究
史
的
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
生
じ
る
現
象
で

あ
る
が
、
円
本
人
の
ア
ジ
ア
主
義
者
の
行
動
許
債
が
甘
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん

ア
ジ
ア
主
義
の
帝
岡
主
義
的
側
面
が
も
っ
問
題
貼
は
、
ち
ゃ
ん
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
本
来
日
の
主
題
は
ア
ジ
ア
主
義
で
は
無
く
、
孫
文
が
主
人
公
だ
。
し

た
が
っ
て
孫
文
の
欧
米
へ
の
反
帝
国
主
義
的
側
面
を
重
日
制
す
れ
ば
、
自
然
に
、

彼
を
援
助
し
た
日
本
人
た
ち
、
本
書
で
取
り
あ
げ
て
い
る
萱
野
や
梅
屋
は
そ

う
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
取
り
あ
げ
た
意
味
は
あ
る
の
だ
が
、
ま
た
宵

崎
一
白
天
の
よ
う
な
例
外
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
回
り
に
い
た
、
い
わ
ゆ
る
大

陸
浪
人
た
ち
へ
の
評
債
が
鉄
落
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
そ
ん
な
感
じ
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