
城
地

孝
著

長
城
と
北
京
の
�
政

︱
︱
�
代
內
閣
政
治
の
展
開
と
變
容
︱
︱

川

越

泰

�

本
書
の
著
者
城
地
孝
氏

(以
下
︑
著
者
)
の
論
攷
を
拜
讀
し
て
︑
い
つ
も

感
心
す
る
の
は
︑
細
部
︑
つ
ま
り
論
述
を
荏
え
る
デ
ー
タ
の
み
ご
と
さ
で
あ

る
︒
�
體
の
�
成
に
十
分
目
配
り
し
た
上
で
︑
よ
く
吟
味
さ
れ
た
材
料
を
一

枚
一
枚
�
き
詰
め
る
よ
う
に
︑
き
ち
っ
と
竝
べ
て
い
く
手
際
は
す
ば
ら
し
い
︒

｢北
虜
南
倭
﹂
時
代
︑
と
り
わ
け
モ
ン
ゴ
ル
の
壓
力
が
強
ま
っ
た
嘉
靖
�

か
ら
の
�
�
の
政
治
�
對
應
に
つ
い
て
︑
皇
�
・
中
央
官
僚
・
地
方
官
等
そ

の
決
定
に
關
わ
る
諸
ア
ク
タ
ー
が
い
か
な
る
思
惑
の
下
に
ど
の
よ
う
な
動
き

を
と
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
詳
細
に
跡
づ
け
て
い
く
本
書
に
お
い
て
も
︑

著
者
の
そ
う
し
た
特
�
が
十
分
に
發
揮
さ
れ
て
い
る
︒

二
〇
一
〇
年
に
北
海
�
大
學
か
ら
學
位
を
�
與
さ
れ
た
�
士
論
�
を
も
と

に
し
て
い
る
本
書
は
︑
二
〇
〇
四
年
に
本
書
第
四
違
の
も
と
と
な
る
論
攷
を

も
っ
て
颯
爽
と
學
界
に
登
場
し
て
か
ら
二
〇
一
一
年
ま
で
の
︑
わ
ず
か
七
年

の
閒
に
矢
繼
ぎ
早
に
發
表
さ
れ
て
き
た
諸
論
攷
を
土
臺
に
︑
論
理
�
に
園
底

し
て
一
貫
性
を
持
た
せ
て
再
�
成
し
︑﹁
書
き
下
ろ
し
﹂
と
い
っ
て
よ
い
形

態
に
ま
で
完
成
さ
せ
た
硏
究
書
で
あ
る
︒
各
違
の
表
題
は
�
違
に
わ
た
っ
て

改
題
さ
れ
︑
各
違
の
各
�
も
お
お
く
は
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め

に
︑
�
初
に
各
違
表
題
と
舊
稿
表
題
を
初
出
年
と
と
も
に
示
せ
ば
︑
左
の
如

く
で
あ
る
︒

序

違

第
一
違

皇
�
﹁
親
裁
﹂
に
�
弄
さ
れ
た
オ
ル
ド
ス
回
復
計
劃
︱
︱
總
督

曾
銑
の
﹁
復
套
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

(舊
稿
原
題
﹁
�
嘉
靖

﹁
復
套
﹂
考
﹂
初
出
年
二
〇
〇
七
年
)

第
二
違

�
貢
の
理
念
と
現
實
︱
︱
嘉
靖
馬
市
を
め
ぐ
る
政
治
過
�
︱
︱

(
同
﹁
�
嘉
靖
馬
市
考
﹂
二
〇
一
一
年
)

第
三
違

｢
�
問
團
﹂
か
ら
﹁
行
政
府
﹂
へ
︱
︱
對
モ
ン
ゴ
ル
問
題
へ
の

對
應
に
み
る
隆
慶
時
代
の
內
閣
政
治
の
展
開
︱
︱

(同
﹁
張

居
正
政
治
�
生
成
過
�
︱
︱
�
代
隆
慶
時
�
內
閣
政
治
與
北

邊
防
衞
政
策
�
展
開
︱
︱
﹂
二
〇
〇
八
年
)

附

違

『少
保
鑑
川
王
公
督
府
奏
議
﹄
と
﹃
兵
部
奏
駅
﹄
(同
﹁
俺
答
封

貢
與
隆
慶
五
年

(
一
五
七
一
)
三
"
�
廷
議
︱
︱
#
談
﹃
兵
部

奏
駅
﹄
�
$
料
價
値
︱
︱
﹂
二
〇
一
一
年
)

第
四
違

｢
行
政
府
﹂
型
內
閣
の
光
と
影

(一
)
︱
︱
ア
ル
タ
ン
封
貢
を

め
ぐ
る
政
治
過
�
︱
︱

(
同
﹁
隆
慶
和
議
の
政
治
過
�
︱
︱

�
代
後
�
の
內
閣
專
權
の
背
景
︱
︱
﹂
二
〇
〇
四
年
)

第
五
違

｢行
政
府
﹂
型
內
閣
の
光
と
影

(
二
)
︱
︱
陝
西
に
お
け
る
互

市
實
施
を
め
ぐ
る
政
治
過
�
︱
︱

(同
﹁
陝
西
に
お
け
る
互

市
實
施
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
中
國
國
家
圖
書
館
藏
﹃
兵
部
奏
駅
﹄

よ
り
み
る
隆
慶
和
議
の
一
側
面
︱
︱
﹂
二
〇
〇
九
年
)

第
六
違

�
政
の
舞
臺
裏
︱
︱
丹
陽
布
衣
邵
芳
傳
︱
︱

(同
﹁
丹
陽
布
衣

邵
芳
考
︱
︱
政
客
の
活
動
を
と
お
し
て
み
る
�
代
後
�
の
政
治
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世
界
︱
︱
﹂
二
〇
〇
九
年
)

第
七
違

�
代
廷
議
に
お
け
る
&
見
集
'
を
め
ぐ
っ
て
(同
﹁
俺
答
封
貢

與
隆
慶
五
年

(一
五
七
一
)
三
"
�
廷
議
︱
︱
#
談
﹃
兵
部

奏
駅
﹄
�
$
料
價
値
︱
︱
﹂
二
〇
一
一
年
)

(

違

以
上
に
揭
げ
た
怨
舊
の
論
題
に
﹁
政
治
過
�
﹂・﹁
內
閣
政
治
﹂・﹁
廷
議
﹂

と
い
う
用
語
が
み
え
る
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
が
本
書
の
龍
骨

(キ
ー
ル
)
を
な

し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
本
書
は
﹁
內
閣
政
治
﹂
の
實
態
に
つ
い
て
﹁
政
治
過

�
﹂・﹁
廷
議
﹂
を
と
お
し
て
*
ろ
う
と
&
圖
し
た
も
の
で
︑﹁
政
治
過
�
﹂・

﹁
廷
議
﹂
分
析
の
對
象
に
な
っ
た
の
が
北
邊
の
﹁
復
套
﹂︑
す
な
わ
ち
オ
ル
ド

ス
回
復
計
劃
問
題
︑
わ
ず
か
一
年
で
閉
+
さ
れ
た
嘉
靖
馬
市
問
題
︑
嘉
靖
二

十
九
年

(一
五
五
〇
)
の
庚
戌
の
變
後
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
と
の
和
議
問
題

等
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
長
城
と
北
京
の
�
政
﹄
と
名
付
け
ら
れ
た

本
書
の
題
名
は
︑
一
見
す
る
と
,
飭
の
感
を
-
か
せ
る
が
︑
し
か
し
決
し
て

そ
う
で
は
な
く
︑
本
書
の
.
題
を
き
わ
め
て
剴
切
に
表
し
て
い
る
と
い
え
る

の
で
あ
る
︒
以
下
︑
鯵
單
に
各
違
の
內
容
を
紹
介
し
︑
そ
の
あ
と
管
蠡
な
/

見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
︒

序
違
で
は
︑
�
代
後
0
�
の
中
國
を
考
え
て
い
く
上
で
缺
か
せ
な
い
キ
ー

ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
で
あ
る
﹁
北
虜
南
倭
﹂︑
と
り
わ
け
對
モ
ン
ゴ
ル
問
題
を

め
ぐ
る
政
治
問
題
を
.
軸
と
し
て
當
時
の
�
�
政
治
の
具
體
宴
を
え
が
き
だ

そ
う
と
す
る
本
書
の
&
圖
を
巨
細
に
述
べ
︑
1
せ
て
後
論
に
備
え
て
︑
上
奏

�
處
理
の
プ
ロ
セ
ス
と
中
央
・
地
方
の
官
制
に
2
ん
で
い
る
︒
上
奏
�
處
理

プ
ロ
セ
ス
の
槪
念
圖
お
よ
び
中
央
・
地
方
官
制
槪
念
圖
と
そ
の
說
�
�
は
︑

こ
れ
單
獨
で
取
り
出
し
て
も
す
こ
ぶ
る
益
す
る
と
こ
ろ
が
お
お
き
い
が
︑
地

方
官
制
に
關
し
て
州

(直
隸
州
・
屬
州
)
が
槪
念
圖
・
說
�
�
兩
方
で
除
外

さ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
︒

第
一
違
で
は
︑
嘉
靖
二
十
五
年

(
一
五
四
六
)
末
に
提
議
さ
れ
た
﹁
復

套
﹂
(オ
ル
ド
ス
回
復
計
劃
)
を
め
ぐ
る
政
治
過
�
の
分
析
を
行
い
︑
世
宗

の
案
件
決
裁
の
6
り
樣
が
︑
官
僚
た
ち
が
に
な
う
政
策
立
案
・
政
務
7
行
の

プ
ロ
セ
ス
に
い
か
な
る
影
8
を
お
よ
ぼ
し
た
の
か
を
考
え
︑
﹁
復
套
﹂
を
め

ぐ
る
一
連
の
政
治
過
�
︑
な
か
ん
ず
く
︑
皇
�
の
諭
旨
を
得
て
推
;
さ
れ
た

は
ず
の
﹁
復
套
﹂
が
こ
れ
ま
た
諭
旨
に
よ
っ
て
く
つ
が
え
さ
れ
る
と
い
う
そ

の
中
止
を
め
ぐ
る
動
き
か
ら
は
︑
官
僚
た
ち
に
よ
る
政
策
審
議
と
は
ま
っ
た

く
衣
な
る
<
因
に
よ
っ
て
動
く
世
宗
の
案
件
決
裁
の
6
り
樣
を
=
か
び
あ
が

ら
せ
︑
こ
れ
は
世
宗
が
﹁
.
體
�
に
政
務
に
と
り
く
み
︑
王
�
政
治
に
お
け

る
理
想
宴
で
あ
る
﹁
皇
�
親
裁
﹂
を
つ
よ
く
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
な
く
は
な
い
﹂︒
し
か
し
﹁
結
局
そ
れ
は
い
た
ず
ら
に
官
界
の
混
亂
を
ま

ね
く
の
み
で
あ
り
︑
臣
下
た
ち
と
の
あ
い
だ
に
安
定
し
た
君
臣
關
係
を
き
ず

い
て
い
た
と
い
う
に
も
ほ
ど
と
お
い
狀
況
に
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
﹂
(五
九
・
六
〇
頁
)
と
し
て
い
る
︒

第
二
違
で
は
︑
第
一
違
を
踏
ま
え
て
︑
嘉
靖
三
十
年

(一
五
五
一
)
に
�

貢
と
い
う
形
を
と
ら
な
い
で
行
わ
れ
︑
わ
ず
か
一
年
に
し
て
閉
+
さ
れ
た
�

蒙
閒
の
馬
市
公
?
の
經
雲
と
<
因
を
め
ぐ
っ
て
︑
そ
の
政
治
過
�
を
分
析
す

る
こ
と
を
@
し
て
嘉
靖
政
治
の
特
質
を
さ
ぐ
り
︑
そ
こ
に
內
閣
・
首
輔
の
著

し
い
權
力
伸
張
が
?
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
嘉
靖
後
�
の
內
閣
政
治
の
實
態
お

よ
び
そ
の
特
�
を
み
い
だ
し
て
い
る
︒
あ
わ
せ
て
︑
第
一
違
の
﹁
復
套
﹂
を

め
ぐ
る
政
治
過
�
か
ら
=
か
び
上
が
っ
た
の
と
同
樣
に
︑
嘉
靖
政
治
を
根
底

の
部
分
で
規
定
し
て
い
る
世
宗
の
﹁
中
國
﹂
皇
�
と
し
て
の
�
義
�
・
原
則

�
立
場
を
強
A
し
︑
官
僚
の
政
策
審
議
・
政
策
7
行
プ
ロ
セ
ス
と
は
衣
な
る

案
件
決
裁
の
あ
り
方
を
=
き
彫
り
に
し
た
︒
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第
三
違
は
︑
隆
慶
時
代
の
內
閣
政
治
の
展
開
を
保
革
對
立
�
圖
で
說
�
し

た
韋
慶
C
氏
の
/
說
の
再
檢
討
を
皮
切
り
に
︑
隆
慶
時
代
の
內
閣
大
學
士
た

ち
の
言
說
を
D
一
分
析
し
て
︑
か
れ
ら
が
內
閣
あ
る
い
は
大
學
士
と
し
て
の

職
分
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
?
識
し
て
い
た
の
か
を
檢
討
す
る
と
と
も

に
︑
各
大
學
士
が
個
々
に
政
治
理
念
や
ス
タ
ン
ス
を
も
つ
に
至
っ
た
<
因
を

か
れ
ら
が
置
か
れ
た
政
治
狀
況
の
中
に
さ
ぐ
り
︑
隆
慶
和
議
實
現
ま
で
の
プ

ロ
セ
ス
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
發
揮
す
る
內
閣
が

登
場
し
た
舞
臺
裏
を
�
ら
か
に
し
た
︒
そ
う
し
た
隆
慶
時
代
の
內
閣
政
治
の

展
開
を
跡
づ
け
る
作
業
を
踏
ま
え
て
︑
內
閣
の
性
格
の
變
E
︑
つ
ま
り
﹁
�

問
團
﹂
型
內
閣
か
ら
﹁
行
政
府
﹂
型
內
閣
へ
の
變
貌
の
<
因
を
內
閣
內
部
に

さ
ぐ
り
だ
し
た
︒

第
三
違
と
第
四
違
と
の
閒
に
挾
ま
れ
た
附
違
で
は
︑
右
に
述
べ
た
內
閣
の

性
格
の
變
E
が
當
時
の
政
界
�
體
の
動
き
の
中
で
︑
い
か
な
る
<
因
に
よ
っ

て
荏
持
・
促
;
さ
れ
︑
中
央
の
部
院
や
地
方
官
に
ど
の
よ
う
に
F
け
と
め
ら

れ
て
い
た
の
か
を
�
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
隆
慶
和
議
の
政
治
過
�
を
檢
討

す
る
第
四
違
・
第
五
違
の
中
心
�
$
料
と
な
る
北
京
大
學
圖
書
館
藏
の
﹃
少

保
鑑
川
王
公
督
府
奏
議
﹄
と
國
家
圖
書
館
藏
の
﹃
兵
部
奏
駅
﹄
の
內
容
と
$

料
價
値
を
紹
介
し
て
い
る
︒
G
者
は
隆
慶
和
議
實
現
に
向
け
て
︑
G
線
に
お

け
る
總
責
任
者
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
と
の
折
衝
に
あ
た
っ
た
宣
大
山
西
總
督
王

崇
古

(鑑
川
は
號
)
の
奏
議
集
で
あ
り
︑
後
者
は
隆
慶
和
議
實
現
に
至
る
ま

で
の
過
�
で
兵
部
を
は
じ
め
と
す
る
部
署
が
上
I
し
た
關
係
�
書
を
集
成
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒

第
四
違
で
は
︑﹃
少
保
鑑
川
王
公
督
府
奏
議
﹄
と
﹃
兵
部
奏
駅
﹄
と
を
そ

れ
ぞ
れ
綿
密
に
分
析
し
︑
あ
る
い
は
對
峙
�
に
突
き
合
わ
せ
︑
隆
慶
和
議
に

お
け
る
ア
ル
タ
ン
の
封
貢
と
宣
府
・
大
同
・
山
西
地
區
で
の
互
市
が
決
定
す

る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
檢
討
し
て
︑
し
ば
し
ば
﹁
專
權
﹂
と
稱
せ
ら
れ
る
內

閣
.
K
の
積
極
�
側
面
を
�
ら
か
に
し
た
︒
積
極
�
側
面
と
い
う
の
は
︑
方

針
策
定
・
政
務
7
行
の
.
體
と
し
て
の
性
格
を
お
び
た
著
者
の
/
謂
﹁
行
政

府
﹂
型
內
閣
が
︑
現
場
で
の
諸
問
題
に
L
切
に
對
應
で
き
る
よ
う
な
決
定
を

求
め
る
地
方
官
の
<
M
に
合
致
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
內
閣

の
政
治
N
營
に
對
し
て
︑
決
定
に
さ
い
し
て
﹁
確
議
﹂・﹁
詳
議
﹂
を
求
め
る

科
�
官
が
激
し
い
批
O
を
浴
び
せ
た
が
︑
か
れ
ら
科
�
官
の
.
張
は
中
央
集

權
反
對
の
.
張
を
か
か
げ
て
黨
P
へ
結
集
し
て
い
く
動
き
の
伏
線
と
も
位
置

づ
け
ら
れ
た
︒

G
違
で
論
ぜ
ら
れ
た
﹁
行
政
府
﹂
型
內
閣
の
積
極
�
側
面
を
﹁
光
﹂
の
部

分
と
み
な
す
著
者
は
︑
第
五
違
に
お
い
て
は
Q
に
﹁
影
﹂
の
部
分
を
照
射
す

る
︒
そ
の
具
體
例
と
し
て
俎
上
に
の
せ
ら
れ
た
の
が
︑
や
は
り
隆
慶
和
議
の

一
R
を
な
す
オ
ル
ド
ス
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
侯
の
封
貢
・
互
市
を
め
ぐ
る
問
題
︑

と
り
わ
け
陝
西
で
の
互
市
の
可
否
を
め
ぐ
る
政
治
過
�
に
つ
い
て
で
あ
る
︒

お
も
な
$
料
と
し
て
﹃
兵
部
奏
駅
﹄
/
收
題
駅
を
詳
細
に
檢
討
し
た
結
果
︑

陝
西
の
督
撫
た
ち
に
よ
る
互
市
不
可
の
.
張
は
︑
當
地
の
現
狀
を
踏
ま
え
た

き
わ
め
て
切
實
な
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
內
閣
が
和
議
政
策
を
S
用
し
︑
封

貢
・
互
市
を
強
力
に
推
;
し
て
い
く
と
︑
邊
境
防
衞
の
一
方
の
擔
い
手
た
る

陝
西
の
督
撫
た
ち
の
切
實
な
懸
念
も
ま
た
押
し
切
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
�

ら
か
に
し
た
︒

第
六
違
は
︑
對
モ
ン
ゴ
ル
問
題
を
め
ぐ
る
政
治
過
�
を
直
截
に
取
り
上
げ

た
も
の
で
は
な
い
が
︑
內
憂
外
患
に
搖
れ
る
當
時
の
中
國
に
お
け
る
政
治
・

社
會
の
6
り
樣
を
さ
ぐ
る
こ
と
を
目
�
に
︑
政
客
と
し
て
當
該
時
�
に
そ
の

名
を
と
ど
ろ
か
せ
た
丹
陽
出
身
の
布
衣

(
無
位
無
官
)
邵
芳
な
る
人
物
の
事

跡
を
た
ど
り
︑
官
身
分
を
も
た
な
い
政
客
や
幕
客
が
と
き
と
し
て
政
治
を
お
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お
き
く
動
か
す
よ
う
な
活
動
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
�
政
の
舞
臺
裏
を
=
き
上
が

ら
せ
た
︒
あ
わ
せ
て
︑
夏
言
・
高
拱
と
い
う
ふ
た
り
の
首
輔
の
失
脚
に
か
か

わ
っ
た
と
さ
れ
る
呂
光
︑
首
輔
嚴
嵩
失
脚
に
一
枚
か
ん
だ
と
さ
れ
る
何
心
隱

に
つ
い
て
も
言
2
さ
れ
て
い
る
が
︑
嘉
靖
倭
寇
の
鎭
壓
で
功
績
の
あ
っ
た
胡

宗
憲
や
大
學
士
高
拱
の
幕
客
と
し
て
活
V

(
W
V
)
し
た
邵
芳
に
つ
い
て
︑

そ
の
娘
婿
沈
應
奎
の
手
に
な
る
﹁
養
庵
公
傳
﹂
(﹃
邵
氏
宗
�
﹄
/
收
)
等
學

界
未
知
の
$
料
を
驅
使
し
て
詳
述
さ
れ
た
具
體
�
活
動
の
描
出
は
壓
卷
で
あ

る
︒第

七
違
で
は
︑
�
�
の
&
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
&
見
集
'
な
い
し

合
&
形
成
の
6
り
樣
を
︑
お
も
だ
っ
た
中
央
官
僚
の
�
體
會
議
と
も
い
う
べ

き
廷
議
の
分
析
を
@
し
て
�
ら
か
に
し
た
︒
廷
議
に
か
か
わ
る
一
連
の
プ
ロ

セ
ス
の
う
ち
︑
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
參
會
諸
官
の
&
見
を
�
し
︑
そ
れ

を
ど
の
よ
う
に
會
議
の
決
議
案
へ
と
り
ま
と
め
て
い
く
の
か
と
い
う
技
X
�

な
側
面
を
細
Y
に
檢
討
す
る
と
と
も
に
︑
諸
官
の
&
見
を
決
議
案
へ
と
集
'

し
て
い
く
際
に
い
か
な
る
原
則
あ
る
い
は
價
値
觀
が
共
6
さ
れ
て
い
た
の
か
︑

&
見
集
'
の
原
則
と
Z
駅
作
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
︑
王
守
仁

(王
陽
�
)
の
�

ñ
從
祀
問
題
︑
ア
ル
タ
ン
の
封
貢
問
題
と
い
う
具
體
�
事
例
に
卽
し
て
檢
討

し
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
皇
�
獨
裁
と
い
う
�
�
の
國
家
&
思
決
定
の
大
原
則

の
も
と
で
百
官
の
合
議
た
る
廷
議
の
占
め
る
位
置
を
計
量
し
た
︒

(
違
で
は
︑
嘉
靖
後
�
か
ら
隆
慶
年
閒
の
政
治
$
の
展
開
を
槪
述
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
本
書
の
到
\
點
を
示
し
︑
あ
わ
せ
て
そ
れ
以
影
の
時
代
︑
と
く

に
萬
曆
年
閒
の
政
治
$
を
考
え
て
い
く
際
の
切
り
口
に
な
る
點
と
し
て
︑
皇

�
の
政
治
^
勢
︑
內
閣
の
性
格
︑
合
&
形
成
の
あ
り
方
を
整
理
し
て
い
る
︒

_
讀
・
曲
解
の
あ
る
こ
と
を
懼
れ
る
が
︑
走
り
書
き
�
度
の
右
の
よ
う
な

梗
槪
を
示
し
た
だ
け
で
は
感
得
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
︑
嘉

靖
・
隆
慶
`
替
を
機
と
し
て
@
`
・
`
易
の
禁
絕
か
ら
開
放
へ
と
轉
奄
し
た

�
�
の
對
モ
ン
ゴ
ル
政
策
の
展
開
に
b
目
し
て
︑
各
時
代
の
政
治
活
動
を
特

�
づ
け
る
<
素
を
み
い
だ
す
こ
と
に
論
點
の
.
軸
を
置
い
て
き
た
本
書
は
︑

分
析
の
對
象
と
し
た
問
題
の
政
治
過
�
を
こ
れ
以
上
詳
し
く
は
c
究
で
き
な

い
ほ
ど
︑
丁
寧
か
つ
綿
密
に
跡
づ
け
て
い
て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
先
行
硏
究
の

蓄
積
に
よ
っ
て
�
ら
か
に
さ
れ
た
旣
知
の
事
實
に
つ
い
て
も
︑
怨
し
い
照
�

を
當
て
︑
怨
し
い
視
界
の
中
で
隱
れ
て
い
た
&
味
合
い
を
數
多
く
發
見
さ
れ

て
い
る
︒
そ
の
具
體
例
は
あ
ま
り
に
も
多
く
︑
い
ち
い
ち
擧
例
で
き
な
い
け

れ
ど
も
︑
そ
れ
が
本
書
を
ビ
ビ
ッ
ド
な
�
代
後
�
の
政
治
實
態
硏
究
書
と
し

て
仕
上
げ
て
い
る
成
功
<
因
と
い
え
る
︒
そ
れ
の
み
な
ら
ず
︑
本
書
が
從
來

の
內
閣
制
度
$
硏
究
や
政
治
$
硏
究
を
大
き
く
乘
り
越
え
て
い
る
の
は
︑
そ

う
し
た
數
多
の
發
見
の
上
に
立
っ
て
︑
ま
る
で
一
筆
書
き
の
よ
う
な
筆
致
で
︑

嘉
靖
・
隆
慶
�
に
お
け
る
皇
�
・
內
閣
・
六
部
・
地
方
官
等
の
動
向
と
言
說

を
踏
ま
え
て
の
相
貌
を
太
く
か
つ
精
密
に
活
寫
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ

に
よ
っ
て
︑
治
世
ご
と
の
皇
�
獨
裁
の
6
り
樣
が
も
の
の
み
ご
と
に
剔
出
さ

れ
た
︒
そ
の
こ
と
が
︑
本
書
が
.
題
し
た
﹁
內
閣
政
治
の
展
開
と
變
容
﹂
硏

究
と
し
て
の
機
能
を
い
や
が
う
え
に
も
高
め
︑
一
層
そ
の
機
動
力
を
發
揮
し

た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
か
か
る
i
語
は
襃
辭
で
は
な
い
︒
精
巧
な
齒

車
仕
掛
け
の
よ
う
に
;
行
し
て
い
く
緻
密
な
論
述
を
目
の
當
た
り
に
す
れ
ば
︑

そ
れ
が
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

本
書
に
お
い
て
は
︑﹁
政
治
過
�
﹂・
﹁
內
閣
政
治
﹂・﹁
廷
議
﹂
を
龍
骨
に

し
て
︑
分
析
の
對
象
と
さ
れ
た
諸
々
の
政
治
案
件
を
限
り
な
く
詳
細
に
考
究

さ
れ
︑
政
策
立
案
・
政
策
審
議
・
政
策
7
行
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
が
き
わ
め
て

�
解
な
形
で
開
示
さ
れ
た
が
︑
讀
了
後
︑
も
う
少
し
突
っ
j
ん
で
6
り
樣
を

知
り
た
い
と
い
さ
さ
か
k
蜀
の
念
を
-
い
た
の
は
︑
官
僚
た
ち
の
&
見
集
'
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と
皇
�
の
&
思
決
定
と
の
閒
に
衣
形
な
る
も
の
は
何
ら
存
在
し
な
か
っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
と
く
に
世
宗
の
場
合
︑
た
と
え
ば
︑
l

極
�
^
勢
を
示
し
た
官
僚
た
ち
を
罷
免
・
叱
責
し
て
ま
で
︑
無
謀
と
も
い
え

る
﹁
復
套
﹂
に
の
め
り
j
ん
で
い
っ
た
が
︑﹁
占
い
﹂
の
結
果
︑
一
轉
し
て

n
遽
中
止
に
c
い
j
ん
だ
り
︑
ア
ル
タ
ン
征
討
を
企
圖
す
る
ほ
ど
強
硬
^
勢

一
點
張
り
の
世
宗
が
﹁
二
三
の
臣
﹂
の
言
に
よ
っ
て
n
に
軟
E
し
た
り
す
る

な
ど
︑
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
�
く
衣
な
る
<
因
に
よ
っ
て
皇
�
の
案
件
決

裁
が
行
わ
れ
︑
政
治
の
混
亂
・
停
滯
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
は
︑﹁
中
國
﹂
皇
�
と
し
て
の
�
義
�
・
原
則
�
立
場
を

強
A
す
る
世
宗
の
^
勢
と
お
お
い
に
關
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
世
宗
が

こ
う
し
た
�
義
�
・
原
則
�
立
場
を
貫
く
う
え
で
の
﹁
占
い
﹂
や
﹁
二
三
の

臣
﹂
と
の
關
わ
り
合
い
を
ど
の
よ
う
に
i
價
す
る
か
と
い
う
問
題
と
關
係
す

る
︒
時
代
を
4
れ
ば
︑
永
樂
�
政
治
に
お
い
て
は
︑
內
閣
・
六
部
・
都
察
院

等
に
よ
っ
て
�
成
さ
れ
た
�
廷
が
政
策
決
定
の
中
心
�
舞
臺

(ア
リ
ー
ナ
)

で
あ
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
官
位
の
低
い
燕

王
府
出
身
の
占
卜
者
た
ち
を
し
ば
し
ば
政
策
の
&
思
決
定
に
參
加
さ
せ
る
と

い
う
政
治
ス
タ
イ
ル
が
存
在
し
た

(拙
稿
﹁
永
樂
政
權
と
雒
僉
事
件
﹂﹃
東

洋
學
報
﹄
第
八
〇
卷
第
二
號
︑
一
九
九
八
年
)︒
世
宗
親
裁
の
政
治
ス
タ
イ

ル
を
︑
右
に
述
べ
た
一
二
の
事
例
か
ら
み
る
と
︑
世
宗
政
治
に
お
い
て
も
イ

ン
ナ
ー
サ
ー
ク
ル
�
な
︑
大
學
士
あ
る
い
は
太
監
で
あ
る
な
し
を
問
わ
な
い
︑

ご
く
少
數
の
個
人
�
ス
タ
ッ
フ
の
介
在
を
疑
わ
ざ
る
え
な
い
が
︑
そ
う
し
た

補
助
線
を
引
い
て
み
る
と
︑
重
<
案
件
に
お
け
る
世
宗
の
に
わ
か
な
�
變
の

由
緣
が
冰
解
す
る
よ
う
に
思
え
る
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
r
妄
す
ぎ
る
臆
測
で

あ
ろ
う
か
︒

さ
て
︑
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
︑
本
書
の
特
筆
す
べ
き
特
�
と
い
え
る

こ
と
で
あ
る
が
︑
用
い
ら
れ
た
$
料
を
端
々
に
至
る
ま
で
丹
念
に
讀
み
j
み
︑

些
細
な
事
柄
か
ら
も
多
く
の
s
報
を
抽
出
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
か
ら
み
れ
ば
︑

は
な
は
だ
些
末
な
こ
と
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
︑
處
々
に
や
や

正
確
さ
に
缺
け
る
記
述
が
�
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
端
�
な
例
は
︑

萬
曆
十
七
年

(
一
五
八
九
)
の
;
士
で
︑
官
は
福
円
參
政
に
至
っ
た
王
肯
堂

の
生
年
で
あ
る
︒
第
六
違
は
こ
の
王
肯
堂
の
﹃
鬱
岡
齋
筆
麈
﹄
に
記
さ
れ
て

い
る
邵
芳
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
出
發
點
と
し
て
/
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
そ

の
王
肯
堂
の
生
年
に
つ
い
て
は
︑﹃
鬱
岡
齋
筆
麈
﹄
の
自
序
の
﹁
余
不
u
五

十
︑
無
閒
正
座
︑
分
心
多
岐
︒
⁝
⁝
時
萬
曆
壬
寅

(三
十
年
・
一
六
〇
二
)

臘
"
旣
k
︒
﹂
を
引
用
し
て
︑
こ
れ
か
ら
Q
算
し
て
﹁
王
肯
堂
の
生
年
は
嘉

靖
三
十
二
年

(
一
五
五
三
)
と
な
る
﹂
(
三
一
九
頁
b

(3
)
)
と
さ
れ
る
︒

一
見
︑
こ
の
よ
う
な
Q
算
に
何
の
問
題
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
︑

念
の
た
め
に
手
元
に
あ
る
書
籍
で
そ
の
確
?
を
行
っ
た
と
こ
ろ
︑
i
者
は
王

肯
堂
の
生
年
に
つ
い
て
︑
嘉
靖
三
十
二
年

(一
五
五
三
)
で
は
な
く
︑
そ
れ

を
4
る
こ
と
四
年
G
の
嘉
靖
二
十
八
年

(
一
五
四
九
)︑
加
え
て
歿
年
は
萬

曆
四
十
一
年

(
一
六
一
三
)
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
︒
行
年
六
十
五
歲
で
あ

る
︒
こ
の
生
歿
年
は
︑﹃
中
醫
人
名
辭
典
﹄
(
國
際
�
E
出
版
公
司
︑
一
九
八

八
年
)︑
お
よ
び
﹃
中
醫
人
物
詞
典
﹄
(上
海
辭
書
出
版
社
︑
一
九
八
八
年
)

に
依
據
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
︑
兩
書
は
と
も
に

(一
五
四
九−

一
六
一
三
)

に
作
っ
て
い
る
︒﹃
鬱
岡
齋
筆
麈
﹄
を
引
用
さ
れ
た
著
者
は
︑
字
宇
泰
︑
金

壇
の
人
で
あ
る
王
肯
堂
が
醫
學
に
も
優
れ
︑﹃
證
治
準
繩
﹄
を
は
じ
め
多
く

の
醫
學
書
を
著
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
�
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
け
れ

ど
も
︑
か
れ
は
�
代
醫
學
$
上
に
お
い
て
も
巨
大
な
足
跡
を
殘
し
た
人
で

あ
っ
た
︒
な
お
︑
王
肯
堂
の
w
貫
で
あ
る
金
壇
縣
が
/
屬
す
る
鎭
江
府
の
乾

隆
﹃
鎭
江
府
志
﹄
卷
三
六
/
載
の
王
肯
堂
傳
に
も
︑﹁
年
六
十
五
卒
﹂
と
あ
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り
︑
こ
れ
は
﹃
中
醫
人
名
辭
典
﹄・﹃
中
醫
人
物
詞
典
﹄
か
ら
特
定
で
き
る
行

年
と
合
致
す
る
︒

い
さ
さ
か
毛
を
吹
い
て
疵
を
求
む
の
類
に
屬
す
る
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
︑
以
下
に
お
い
て
は
︑
上
記
の
事
例
と
同
樣
に
少
し
く
正
確
さ
を
缺
く
記

述
を
若
干
擧
げ
る
こ
と
に
す
る
︒
第
五
違
に
お
い
て
︑
陝
西
三
邊
總
督
王
之

誥
等
の
題
奏
を
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
互
市
の
不
可
を
.
張
し
た
y
綏
z
撫
何

東
序
の
咨
�
を
引
用
し
た
こ
の
題
奏
に
よ
っ
て
︑
著
者
は
︑﹁
モ
ン
ゴ
ル
側

も
互
市
實
現
は
の
ぞ
み
う
す
だ
と
知
っ
て
︑
是
が
非
で
も
實
施
を
も
と
め
て

い
る
よ
う
で
も
な
い
と
い
う
オ
ル
ド
ス
側
の
使
者
打
兒
漢
小
廝
の
こ
と
ば
も

引
き
つ
つ
︑
現
地
の
官
僚
の
み
な
ら
ず
︑
民
閒
に
も
互
市
へ
の
根
づ
よ
い
反

對
が
あ
る
と
い
う
王
之
誥
の
こ
と
ば
か
ら
は
︑
當
該
地
域
に
お
け
る
互
市
へ

の
l
極
�
な
雰
圍
氣
が
如
實
に
傳
わ
っ
て
く
る
﹂
(二
六
三
・
四
頁
)
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
陝
西
に
お
け
る
互
市
設
置
を
め
ぐ
っ
て
中
央
と

現
地
の
陝
西
と
の
閒
に
大
き
な
溫
度
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
詳
述
し
た
と
こ
ろ

の
一
�
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
王
之
誥
や
何
東
序
が
モ
ン
ゴ
ル
側
の
&
向
を
忖

度
す
る
の
に
根
據
と
し
た
の
が
打
兒
漢
小
廝
の
こ
と
ば
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
︒
打
兒
漢
小
廝
が
陝
西
の
督
撫
に
そ
の
よ
う
な
O
斷
材
料
を
提
供
し
た

と
さ
れ
る
こ
と
に
關
し
て
︑
二
つ
の
點
で
疑
問
が
あ
る
︒
ま
ず
一
つ
目
は

﹁
打
兒
漢
小
廝
﹂
は
名
G
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
卷
末
の
人
名

索
引
に
そ
の
名
で
取
ら
れ
て
い
る
か
ら
︑
著
者
が
人
名
と
み
な
さ
れ
た
こ
と

は
�
白
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
小
廝
は
召
使
い
や
走
り
使
い
を
す
る
も

の
の
こ
と
で
︑
そ
の
用
例
は
藍
玉
黨
案
の
際
の
自
供
書
で
あ
る
﹃
Q
臣
錄
﹄

に
頻
出
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
打
兒
漢
小
廝
﹂
と
は
﹁
打
兒
漢
に
仕
え
た

小
廝
﹂
と
い
う
&
味
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
小
廝
が
仕
え
た
打
兒
漢
は
︑
ノ
ヤ
ン

ダ
ラ=

ジ
ノ
ン

(ノ
ヤ
ン
ダ
ラ
・
吉
能
)
の
弟
で
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑

�
・
方
孔
炤
の
﹃
�
邊
略
記
﹄
卷
四
に
︑﹁
打
兒
漢
吉
能
之
弟
﹂
(﹁
吉
能
之

弟
﹂
の
四
字
は
雙
行
)
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
︒
二
つ
目
の
疑
問

で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
こ
の
小
廝
を
オ
ル
ド
ス
側
の
使
者
と
さ
れ
る
點
で
あ
る
︒

﹁
何
東
序
は
︑
オ
ル
ド
ス
へ
P
~
し
た
@
事
の
王
堅
牢
兒
の
報
吿
や
ノ
ヤ
ン

ダ
ラ
の
使
者
か
ら
の
申
し
出
を
F
け
て
﹂
(
二
六
一
頁
)
と
い
う
�
言
中
の

﹁
ノ
ヤ
ン
ダ
ラ
の
使
者
﹂
も
打
兒
漢
の
小
廝
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
�
白
で

あ
る
︒
著
者
が
そ
の
よ
う
に
モ
ン
ゴ
ル
側
の
使
者
と
み
な
さ
れ
た
根
據
は
︑

﹁
兵
部
奏
駅
13
﹂
に
﹁
⁝
⁝
將
原
來
夷
人
打
兒
漢
小
廝
︑
與
同
@
事
王
堅
牢

兒
等
︑
解
押
到
臣
︒
⁝
⁝
再
三
譯
審
得
︑
本
夷
原
係
靖
邊
衞
軍
餘
︑
本
名
馬

天
祿
︑
先
年
被
虜
︑
收
在
吉
能
帳
下
︑
頗
見
親
信
︒﹂
と
あ
る
の
を
典
據
と

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
(二
八
三
頁
b

(10
)
)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
$
料

を
虛
心
に
讀
む
と
︑
小
廝
の
本
名
が
馬
天
祿
で
︑
も
と
は
靖
邊
衞
の
軍
餘
で

被
虜
人
で
あ
っ
た
打
兒
漢
の
小
廝
が
中
國
に
や
っ
て
來
た
の
は
﹁
解
押
﹂
さ

れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
護
�
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
と
す
れ

は
︑
打
兒
漢
の
小
廝
︑
す
な
わ
ち
馬
天
祿
は
モ
ン
ゴ
ル
側
の
使
者
で
あ
っ
た

の
で
な
く
︑
�
側
に
引
き
渡
す
た
め
に
モ
ン
ゴ
ル
側
か
ら
�
�
さ
れ
た
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
る
︒﹁
再
三
譯
審
得
﹂
と
あ
る
の
を
み
れ
ば
︑
�
側
に
引

き
渡
さ
れ
た
後
︑
モ
ン
ゴ
ル
內
部
の
事
s
を
再
三
事
細
か
く
訊
問
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
︒﹁
兵
部
奏
駅
13
﹂
の
當
該
記
事
を
︑
i
者
が
そ
の
よ
う
に
解
釋

す
る
の
は
︑
さ
き
に
引
用
し
た
﹃
�
邊
略
記
﹄
卷
四
に
﹁
其
如
爾
世
父
俺
答

之
獻
丘
富
趙
�
︑
爾
大
父
吉
能
之
獻
馬
天
祿
﹂
と
あ
る
の
が
そ
の
$
料
�
根

據
で
あ
る
︒
こ
の
記
事
に
信
が
お
け
れ
ば
︑
馬
天
祿
は
ノ
ヤ
ン
ダ
ラ
の
使
者

で
あ
っ
た
ど
こ
ろ
か
︑
そ
の
反
對
で
︑
�
に
�
り
�
さ
れ
て
引
き
渡
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
︒
親
信
し
て
い
た
馬
天
祿
を
致
し
方
な
く
引
き
渡
し
た
の
は
︑

モ
ン
ゴ
ル
側
が
そ
れ
だ
け
互
市
の
開
設
を
熱
k
し
て
い
た
證
左
と
は
讀
み
取
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れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
一
方
︑
モ
ン
ゴ
ル
側
の
互
市
希
求
の
犧
牲
と
な
っ
た
と

も
い
え
る
馬
天
祿
は
︑
訊
問
さ
れ
た
際
に
&
趣
を
は
ら
す
が
如
き
言
說
は
�

く
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
モ
ン
ゴ
ル
側
も
互
市
の
實
現
が
困
難
で

あ
る
と
知
り
︑
ど
ち
ら
と
も
つ
か
ぬ
態
度
で
こ
と
の
な
り
ゆ
き
を
う
か
が
っ

て
い
る
の
み
で
︑
ど
う
し
て
も
︹
互
市
を
お
こ
な
い
た
い
︺
と
い
う
&
向
で

も
な
い
よ
う
で
す
﹂
(二
六
三
頁
)
と
い
う
馬
天
祿
の
言
說
は
︑
ま
る
で
互

市
開
設
を
�
�
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
そ
れ
は
親
信
し
て
い
た
馬
天

祿
を
仕
方
な
く
�
�
・
引
き
渡
し
た
モ
ン
ゴ
ル
側
の
對
應
と
は
か
な
り
な
徑

庭
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
陝
西
三
邊
總
督
王
之
誥
や
y
綏
z
撫
何
東

序
は
︑
互
市
開
設
反
對
を
強
く
.
張
す
る
あ
ま
り
︑
モ
ン
ゴ
ル
側
の
&
向
を

歪
め
て
報
吿
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
が
-
か
れ
る
が
︑
こ
れ
は

鑿
ち
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
︒
鑿
ち
す
ぎ
だ
と
し
て
も
︑
馬
天
祿

(打
兒
漢
小

廝
)
が
曰
く
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
彼
の
言
說
に
關
す
る
記
事
は

愼
重
に
吟
味
す
る
必
<
が
あ
る
︒

ま
た
著
者
は
︑
何
東
序
が
王
之
誥
と
楡
林
管
糧
�
僉
事
蕭
大
亨
に
宛
て
た

二
@
の
書
鯵
を
紹
介
し
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
と
の
和
議
に
つ
い
て
說
い
た
部
分
は

兩
者
と
も
�
く
同
じ
內
容
で
あ
る
と
し
た
上
で
︑
$
料
の
當
該
部
分
を
示
さ

れ
て
い
る
︒
そ
の
$
料
中
の
解
釋
に
つ
い
て
も
や
や
衣
見
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑

﹁
內
則
利
在
小
民
︑
而
ñ
堂
或
不
能
一
夕
高
枕
︒
外
則
利
在
â
長
︑
而
曳
落

固
不
能
(
食
韜
弦
︒
云
々
﹂
(二
六
五
頁
)
と
い
う
記
事
で
あ
る
︒
こ
の
記

事
を
︑﹁
�
に
あ
っ
て
は
︑
利
は
小
民
に
歸
し
︑
�
廷
は
あ
る
い
は
か
た
と

き
も
枕
を
た
か
く
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒
モ
ン
ゴ
ル
に
あ
っ
て
も
︑
諸

侯
を
利
す
る
の
み
で
︑
一
般
の
モ
ン
ゴ
ル
人
の
需
<
を
滿
た
し
︑
邊
境
�
犯

を
や
め
さ
せ
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
す
﹂
と
譯
し
︑﹁
和
議
に
よ
っ
て
も
一

般
の
モ
ン
ゴ
ル
人
の
需
<
を
滿
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
略
奪
・
�
犯
行

爲
は
依
然
つ
づ
く
と
み
こ
ま
れ
る
以
上
︑
�
の
方
で
は
從
來
ど
お
り
の
防
衞

態
勢
の
維
持
に
く
わ
え
︑
モ
ン
ゴ
ル
側
が
<
求
を
擴
大
さ
せ
て
き
た
場
合
に

も
對
應
で
き
る
よ
う
そ
な
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
ず
︑
國
家
�
體
を
利
す
る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
︑
y
綏
鎭
の
現
狀
か
ら
み
ち
び
き
だ
さ
れ
た

何
東
序
の
?
識
で
あ
っ
た
﹂
(
二
六
五
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
i
者
が
︑

衣
見
が
あ
る
と
い
っ
た
の
は
︑
﹁
曳
落
固
よ
り
(
食
韜
弦
す
る
能
わ
ず
﹂
と

い
う
�
言
中
の
﹁
曳
落
﹂
の
解
釋
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
著
者
は
こ
れ
を
﹁
一

般
の
モ
ン
ゴ
ル
人
﹂
と
解
釋
さ
れ
て
い
る
︒﹁
曳
落
﹂
と
い
う
語
そ
の
も
の

に
つ
い
て
は
︑
司
馬
光
﹃
�
治
@
鑑
﹄
卷
二
一
六
︑
�
玄
宗
天
寶
十
載
二
"

條
に
依
據
し
て
ウ
イ
グ
ル
語
で
壯
士
を
﹁
曳
落
河
﹂
と
い
っ
た
こ
と
︑
�
末

淸
初
の
人
で
あ
る
吳
洩
業
の
﹃
綏
寇
紀
略
﹄
卷
四
に
﹁
養
曳
落
河
爲
摧
鋒
﹂

と
み
え
る
こ
と
を
紹
介
し
た
後
︑
上
記
の
﹁
引
�
中
で
は
﹁
â
長
﹂
の
對
で

つ
か
わ
れ
て
お
り
︑
一
般
の
モ
ン
ゴ
ル
人
な
い
し
モ
ン
ゴ
ル
兵
士
を
&
味
す

る
も
の
と
思
わ
れ
る
﹂
(二
八
四
頁
b

(
15
)
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
i
者

が
そ
の
解
釋
に
少
し
く
�
和
感
を
-
く
の
は
︑
當
時
の
官
僚
\
の
上
奏
�
等

に
お
い
て
︑
一
般
の
モ
ン
ゴ
ル
人
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
︑﹁
一
般
\
子
﹂

(二
七
四
頁
)
や
﹁
東
西
\
子
﹂・﹁
西
邊
\
子
﹂
(い
ず
れ
も
二
四
七
頁
b

(41
)
)
等
の
よ
う
に
﹁
\
子
﹂
と
い
う
表
記
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
て
︑

王
之
誥
と
蕭
大
亨
に
宛
て
た
何
東
序
の
書
鯵
で
は
そ
れ
を
�
け
て
︑
こ
と
さ

ら
に
﹁
曳
落
﹂
と
い
う
や
や
特
殊
な
用
語
を
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
わ

ざ
わ
ざ
﹁
曳
落
﹂
の
語
を
使
っ
た
こ
と
に
は
何
か
&
圖
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本
第
五
違
の
初
出
論
�
に
お
い
て
は
︑﹃
�
治

@
鑑
﹄
で
は
な
く
︑
﹃
怨
�
書
﹄
卷
二
一
七
下
︑
回
鶻
下
︑
同
羅
を
引
い
て
︑

﹁
曳
落
河
﹂
に
﹁
�
言
永
兒
云
﹂
と
あ
る
こ
と
を
紹
介
さ
れ
て
い
る

(﹃
東
方

學
﹄
第
一
一
七
輯
︑
九
四
頁
�

(
24
)
)︒
な
ぜ
本
違
で
は
こ
の
記
事
が
﹁
壯
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士
﹂
を
&
味
す
る
と
し
た
﹃
�
治
@
鑑
﹄
の
記
事
と
差
し
替
え
ら
れ
た
の
か
︑

そ
の
理
由
は
知
り
得
な
い
が
︑
管
見
に
よ
る
限
り
で
は
︑﹁
曳
落
河
﹂
の
使

用
例
は
安
祿
山
に
由
來
す
る
よ
う
で
あ
る
︒﹁
曳
落
河
﹂
は
︑
�
代
の
$
書

で
は
︑
佚
名
�
の
﹃
草
廬
經
略
﹄
卷
一
に
︑﹁
如
安
祿
山
之
曳
落
河
︑
韓
世

忠
之
背
嵬
軍
︑
此
皆
拔
其
尤
�
﹂
と
あ
り
︑
淸
代
の
$
書
に
は
︑
た
と
え
ば
︑

于
敏
中
の
﹃
日
下
舊
聞
考
﹄
卷
一
一
四
に
は
︑﹃
安
祿
山
事
迹
﹄
に
依
據
し

て
﹁
飬
同
羅
2
影
奚
契
丹
曳
落
河
八
千
餘
爲
己
子
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
り
︑

ま
た
魏
禧
の
﹃
兵
跡
﹄
卷
三
に
︑﹁
安
祿
山
養
八
千
壯
士
爲
曳
落
河
︑
魏
尙

出
私
錢
養
士
爲
後
樓
子
弟
︑
我
太
祖
・
張
士
�
見
6
材
力
迥
衣
者
︑
則
養
爲

己
子
﹂
と
み
え
る
︒
こ
れ
ら
の
用
例
を
み
る
と
︑﹁
曳
落
﹂
と
い
う
語
は
︑

そ
の
.
と
の
閒
に
假
父
假
子
と
し
て
擬
制
�
父
子
關
係
に
あ
る
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
外
則
利
在
â
長
︑
而

曳
落
固
不
能
(
食
韜
弦
﹂
と
い
う
何
東
序
の
/
言
は
︑
和
議
の
閲
結
︑
そ
れ

に
よ
る
互
市
の
開
設
は
︑﹁
�
に
あ
っ
て
は
︑
利
は
小
民
に
歸
し
︑
�
廷
は

あ
る
い
は
か
た
と
き
も
枕
を
た
か
く
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒
モ
ン
ゴ
ル

に
あ
っ
て
も
︑
諸
侯
を
利
す
る
の
み
で
︑
そ
の
諸
侯
と
特
別
な
關
係
に
あ
る

義
兒
で
さ
え
も
︑
そ
の
需
<
を
滿
た
す
こ
と
が
で
き
ず
︑
邊
境
�
犯
を
や
め

さ
せ
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
す
﹂
と
解
釋
し
︑
互
市
開
設
反
對
論
者
の
何
東

序
が
こ
と
さ
ら
に
和
議
の
不
可
を
強
A
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
互
市

の
開
設
に
お
い
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
諸
侯
と
堅
固
な
結
合
關
係
の
あ
る
も
の
た
ち

さ
え
も
利
益
に
預
か
れ
な
い
と
い
う
の
は
︑
何
東
序
の
や
や
讒
謗
に
�
い
臆

測
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
︑
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
特
殊
な
存
在
で
あ
る
も
の

た
ち
を
﹁
曳
落
﹂
と
い
う
語
で
表
記
す
る
こ
と
で
︑
互
市
が
モ
ン
ゴ
ル
に
も

た
ら
す
跛
行
性
を
強
A
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
︑﹁
一
般
\
子
﹂
と
い
う

よ
う
な
表
現
を
使
用
し
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
故
に
︑

﹁
曳
落
﹂
を
﹁
一
般
の
モ
ン
ゴ
ル
人
﹂
あ
る
い
は
﹁
一
般
の
モ
ン
ゴ
ル
兵
士
﹂

と
解
釋
す
る
と
︑
何
東
序
が
そ
の
こ
と
ば
に
j
め
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
お
お
い

に
損
な
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒

第
四
違
に
お
い
て
擧
げ
る
つ
ぎ
の
$
料
に
關
し
て
は
︑
著
者
の
解
釋
の
&

味
す
る
と
こ
ろ
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
︒
隆
慶
五
年

(一
五
七
一
)
三
"
︑

�
�
は
嘉
靖
以
來
の
強
硬
路
線
を
改
め
︑
ア
ル
タ
ン
を
順
義
王
に
封
ず
る
と

と
も
に
︑
右
�
モ
ン
ゴ
ル
諸
侯
に
對
し
て
も
�
貢
と
互
市
を
?
め
た
︒
そ
れ

を
う
け
て
︑
宣
大
山
西
總
督
の
王
崇
古
は
山
西
に
お
け
る
互
市
場
を
水
泉
營

(現
在
の
山
西
省
忻
州
市
�
關
縣
の
東
北
に
あ
る
長
城
の
關
門
)
に
設
置
す

る
こ
と
を
円
議
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
山
西
z
撫
の
石
茂
華
は
&
見
を
衣

に
し
た
︒
著
者
は
﹁
兵
部
奏
駅
11
﹂
に
抄
錄
さ
れ
て
い
る
と
い
う
石
茂
華
の

咨
�
に
依
據
し
て
︑
﹁
山
西
の
老
營
堡
/
・
�
頭
關
/
・
水
泉
營
堡
・
滑
石

潤
堡
の
一
帶
は
モ
ン
ゴ
ル
の
領
域
と
接
し
て
は
い
る
も
の
の
︑
�
路
が
せ
ま

く
邊
牆
も
堅
固
で
は
な
い
上
︑
當
地
に
や
っ
て
く
る
商
人
も
す
く
な
く
︑
水

も
と
ぼ
し
い
た
め
に
軍
�
も
�
屯
で
き
な
い
と
し
て
︑
大
同
で
ま
と
め
て
互

市
を
お
こ
な
う
の
が
�
善
だ
と
述
べ
ら
れ
︑
水
泉
營
に
互
市
場
を
設
置
す
る

の
は
︑
あ
く
ま
で
も
�
善
の
策
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
﹂
(二
三
一
頁
)
と

石
茂
華
が
王
崇
古
の
考
え
に
贊
同
し
な
い
理
由
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
著
者

の
手
で
�
衍
さ
れ
た
石
茂
華
の
こ
の
咨
�
を
素
直
に
讀
む
と
︑
�
中
や
や
�

和
感
を
-
か
ざ
る
を
え
な
い
部
分
が
あ
る
︒
冒
頭
の
老
營
堡
/
・
�
頭
關
/

が
そ
れ
ぞ
れ
老
營
堡
守
禦
千
戶
/
・
�
頭
關
守
禦
千
戶
/
の
謂
で
あ
る
と
す

れ
ば
︑﹁
軍
�
も
�
屯
で
き
な
い
﹂
と
い
う
の
は
首
肯
で
き
な
い
︒
な
ぜ
な

ら
ば
︑
そ
も
そ
も
守
禦
千
戶
/
は
軍
�
が
常
�
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
規
模
は
衞
の
五
分
の
一
で
し
か
な
い
け
れ
ど
も
︑

都
司
に
直
隸
し
て
衞
に
は
隸
屬
し
な
い
も
の
と
︑
衞
に
直
隸
す
る
も
の
と
二
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種
が
あ
り
︑
そ
の
い
ず
れ
も
衞
を
補
完
す
る
關
係
に
あ
る
軍
事
機
關
で
あ
っ

た
︒
石
茂
華
が
守
禦
千
戶
/
の
機
能
を
否
定
す
る
言
辭
を
弄
す
る
と
は
考
え

が
た
い
︒
そ
こ
で
︑
當
該
論
述
の
も
と
と
な
っ
た
︑
b
に
引
載
さ
れ
た
原
�

を
み
る
と
︑
老
營
堡
/
・
�
頭
關
/
に
相
當
す
る
�
言
は
﹁
老
營
堡
・
�
頭

關
﹂
(二
五
三
頁
b

(73
)
)
に
作
っ
て
い
る
︒
と
す
れ
ば
︑
著
者
の
考
え
で
︑

老
營
堡
を
老
營
堡
/
に
︑
�
頭
關
を
�
頭
關
/
に
變
奄
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒

確
か
に
︑
�
代
山
西
に
は
老
營
堡
守
禦
千
戶
/
も
�
頭
關
守
禦
千
戶
/
も
設

置
さ
れ
存
在
し
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
軍
制
に
關
す
る
i
者
の
乏
し
い
知
識

で
は
︑
堡
も
關
も
守
禦
千
戶
/
も
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
存
在
で
あ
り
︑
こ
れ
ら

が
混
淆
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
思
量
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
石
茂
華
の

咨
�
に
み
え
る
老
營
堡
・
�
頭
關
は
︑
�
字
@
り
そ
の
ま
ま
老
營
堡
そ
の
も

の
︑
�
頭
關
そ
の
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
と
さ
ら
に
こ
の
よ
う

に
摘
抉
す
る
の
は
i
者
の
本
&
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
原
�

の
老
營
堡
を
老
營
堡
/
に
︑
�
頭
關
を
�
頭
關
/
に
變
奄
す
る
叙
述
は
︑
こ

こ
一
箇
/
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
地
名
索
引

(四
三
二
・
三
頁
)
に
も
︑
揭
出
さ

れ
た
地
圖

(二
九
頁
圖
5
︑
八
四
頁
圖
6
︑
一
九
九
頁
圖
8
)
に
も
2
ん
で

い
る
か
ら
で
あ
る
︒

本
欄
は
﹁
書
i
﹂
と
な
っ
て
い
る
の
で
︑
そ
の
性
格
上
︑
i
者
は
以
上
の

如
き
批
i
め
い
た
賸
語
を
弄
し
て
き
た
が
︑
本
書
が
學
界
に
も
た
ら
さ
れ
た

豐
か
な
成
果
か
ら
み
れ
ば
︑
そ
れ
ら
は
一
糸
一
毫
に
も
2
ば
ぬ
瑣
事
に
す
ぎ

ず
︑
何
ら
本
書
の
價
値
を
減
じ
る
も
の
で
は
な
い
︒
i
者
は
︑
本
書
か
ら
實

に
多
く
の
こ
と
を
學
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
︒
牢
固
た
る
論
理
の
展
k
を
踏
ま

え
て
︑
緻
密
こ
の
う
え
な
い
論
述
を
重
ね
て
い
っ
た
本
書
を
︑
な
る
ほ
ど
と

耳
を
傾
け
︑
と
き
と
し
て
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
と
い
っ
た
思
い
を
再
三
し
な

が
ら
讀
了
し
た
と
き
︑
快
い
心
滿
さ
え
-
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
本
書
は
︑
�

代
政
治
$
硏
究
上
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
我
が
國
の
�
代
$
硏
究
が
生
ん
だ
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
ワ
ー
ク
の
ひ
と
つ
と
し
て
永
く
生
命
を
保
つ
で
あ
ろ
う
︒

な
お
︑
慶
應
義
塾
大
學
か
ら
發
行
さ
れ
て
い
る
﹃
$
學
﹄
第
八
二
卷
一
・

二
號

(
二
〇
一
三
年
)
に
も
奧
山
憲
夫
氏
の
手
に
な
る
本
書
の
書
i
が
登
載

さ
れ
た
︒
1
讀
さ
れ
ん
こ
と
を
乞
う
�
第
で
あ
る
︒

二
〇
一
二
年
六
"

京
都

京
都
大
學
學
X
出
版
會

Ａ
五
O

五+

四
四
八
頁

四
五
〇
〇
圓+

稅
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