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津
　
晃
著

ア
メ
リ
カ
独
立
董
－
膨

大
　
下
　
尚
　
一

　
本
書
は
、
一
般
読
者
を
対
象
と
し
て
書
か
れ
た
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
史
で

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
著
者
は
、
独
立
辞
命
の
研
究
に
長
年
打
ち
込
ん

で
き
た
執
拗
な
ま
で
の
研
鐵
と
、
　
『
、
ア
メ
リ
カ
革
命
史
序
説
』
に
代
表
さ
れ

る
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
思
え
ば
、
だ
れ

し
も
本
書
を
手
に
す
る
と
き
の
興
味
は
ひ
と
き
わ
大
き
い
は
ず
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
わ
た
く
し
に
は
、
い
わ
ゆ
る
大
家
の
解
説
に
よ
せ
る
興
味
と
い
う
よ

り
は
、
い
さ
さ
か
欲
ば
っ
た
期
待
と
い
っ
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　
著
者
の
今
ま
で
の
業
績
に
う
か
が
い
う
る
特
徴
を
あ
え
て
い
う
な
ら
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
表
現
で
ぎ
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
史
学
界
の
研
究
成
果
を
意
欲
的
に

摂
取
す
る
態
度
、
独
立
革
命
史
上
の
多
様
な
史
実
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る

態
度
、
さ
ら
に
こ
の
二
つ
の
点
が
、
独
立
革
命
に
お
け
る
市
民
革
命
と
し
て

の
本
質
を
問
い
つ
づ
け
る
基
本
的
態
度
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
著
者
の
業
績
の
真
髄
を
高
く
し
て
い
る
の
で
は
あ

る
が
、
か
か
る
密
度
の
高
い
著
書
や
論
文
は
、
多
く
の
文
献
か
ら
の
引
用
、

多
様
な
事
実
へ
の
言
及
、
ニ
ュ
ー
ア
ン
ス
に
富
む
慨
念
規
定
な
ど
に
よ
っ
て
、

文
体
の
明
瞭
さ
に
亡
か
か
わ
ら
ず
、
読
者
に
と
っ
て
著
者
の
真
意
が
た
や
す

く
つ
か
め
な
い
と
い
う
も
ど
か
し
さ
を
禁
じ
え
な
い
場
合
．
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
だ
が
今
度
は
モ
ノ
グ
ラ
フ
形
式
で
な
く
、
一
般
の
金
着
向
け
の
歴
史
叙

述
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
独
立
革
命
像
が
描
か
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
著
者
が
問
い
つ
づ
け
て
き
た
課
題
は
、
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て
、
植
民

地
の
本
国
か
ら
の
独
立
と
植
民
地
内
部
の
抗
争
・
緊
張
が
、
い
か
な
る
次
元

で
交
わ
っ
て
い
る
の
か
、
い
ず
れ
か
一
方
を
主
と
し
他
を
従
と
す
る
の
で
な

く
、
両
方
を
一
体
と
し
て
把
え
る
次
元
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

次
元
に
独
立
革
命
の
原
理
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
著
者
の
立
場

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
著
者
の
業
績
の
性
格
と
あ
い
ま
っ
て
、
著
者
へ
の

誤
解
、
疑
問
、
批
判
を
呼
び
お
こ
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
一
年
前
、

「
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
史
論
」
と
題
し
た
短
篇
（
『
世
界
歴
史
』
5
）
で
、
「
素
朴

な
疑
問
へ
の
回
帰
」
に
よ
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
と
し
て
歌
え
た
独
立
草

命
に
対
す
る
考
え
を
明
快
に
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
書
に
期
待
さ
れ
る
も

の
は
、
著
者
の
取
り
組
ん
で
き
た
課
題
と
立
場
と
が
、
い
か
な
る
独
立
革
命

史
の
叙
述
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
書
は
、

か
か
る
期
待
を
煮
切
ら
な
か
っ
た
。
最
近
非
常
に
多
く
出
版
さ
れ
る
歴
史
書

の
中
で
、
本
書
は
、
興
味
深
い
革
命
物
語
で
あ
る
と
と
も
に
専
門
の
研
究
老

に
も
読
み
ご
た
え
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
す
で
に
妊
評
で
あ
る
。

　
本
書
は
七
年
戦
争
の
終
結
か
ら
独
立
宣
言
ま
で
の
十
三
年
間
を
お
も
に
扱

っ
て
お
り
、
「
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
書
へ
の
道
扁
と
呼
ん
で
も
よ
か
ろ
う
。
「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
変
り
種
ご
に
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
が
、
い
っ
か
は
独
立
す
る
運
命

に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
肝
心
な
点
は
そ
れ
が
「
ど
の
よ
う
に
し
て
」
達
成
さ

れ
た
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
・
本
書
の
テ
ー
マ
は
、
「
独
立
の
実
際
の
仕
方
」

で
あ
る
。
叙
述
は
主
要
な
出
来
事
を
追
っ
て
ほ
ぼ
年
代
順
に
進
め
ら
れ
る
が
、

経
済
的
・
社
会
的
・
政
治
的
．
・
思
想
的
要
因
の
関
連
を
み
き
わ
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
植
民
地
と
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
の
関
係
が
多
角
的
に
飢
え
ら
れ
、
植

民
地
人
が
独
立
宣
言
を
か
ち
取
る
歩
み
が
ダ
イ
ナ
、
ミ
ッ
ク
に
描
か
れ
て
い
る
。
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し
か
も
著
者
は
、
多
元
的
立
揚
を
堅
持
し
な
が
ら
、
な
ぜ
独
立
が
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
革
命
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
を
一
貫
し
て
ふ
ま
え
て
お
り
、
そ
れ
が
本

書
の
ゆ
き
と
ど
い
た
構
成
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
読
者
は
概
念
的
な

か
た
く
る
し
さ
な
し
に
革
命
物
語
に
さ
そ
い
こ
ま
れ
、
い
つ
し
か
独
立
革
命

の
意
味
を
問
う
こ
と
に
な
る
。
著
者
が
苦
心
し
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
章
に
か
わ
る
7
話
と
プ
ロ
質
…
グ
及
び
エ
ピ
ロ
ー
グ
か
ら
な
る
。

こ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
筋
を
ご
く
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

「
プ
ロ
ロ
ー
グ
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
変
り
潔
し
　
十
三
植
民
地
の
、
新
し
い
型

の
社
会
と
し
て
の
性
格
を
端
的
に
説
結
す
る
。
こ
れ
は
、
独
立
革
命
の
前
提

と
し
て
童
要
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
の
多
様
性
と
各
種
の
緊
張
（
植
罠
地

間
、
各
植
民
地
内
の
東
と
西
及
び
社
会
層
間
）
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
と
同

時
に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
共
通
性
が
強
調
さ
れ
る
。
共
通
性
の
基
礎
は
、
ア

メ
リ
カ
で
は
財
産
所
有
が
各
社
焼
目
に
広
ま
っ
て
い
た
と
い
う
「
平
易
な
事

実
」
に
求
め
ら
れ
、
こ
の
上
に
政
治
的
自
治
や
宗
教
的
寛
容
な
ど
、
共
通
の

新
し
い
制
度
が
育
て
ら
れ
た
。
　
「
こ
の
嬉
し
い
型
の
社
会
と
人
間
を
イ
ギ
リ

ス
が
認
め
な
か
っ
た
こ
と
が
、
本
書
で
扱
う
ア
メ
リ
カ
独
立
の
モ
チ
ー
フ
」

に
な
る
。

「
第
玉
話
　
イ
ギ
リ
ス
臣
罠
の
権
利
」
　
砂
糖
条
例
、
印
紙
条
例
な
ど
七
年

戦
争
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
国
庫
収
入
増
加
策
に
対
す
る
植
民
地
の
対
応
を
と
り

扱
う
。
印
紙
条
例
へ
の
抵
抗
は
組
織
的
抵
抗
運
動
の
口
火
で
あ
る
が
、
す

で
に
そ
の
中
に
、
急
進
派
と
穏
健
派
と
の
対
立
が
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
、

「
代
表
な
く
し
て
課
税
な
し
」
の
理
念
に
お
い
て
、
妥
協
を
可
能
と
さ
せ
る

一
致
が
あ
っ
た
。
こ
の
抵
抗
理
念
の
普
遍
性
は
、
、
「
イ
ギ
リ
ス
臣
民
の
権
利
」

の
要
求
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
改
革
、
イ
ギ
リ
ス
帝
圏
の
改
造
を
志
向

し
、
　
「
ウ
ィ
ル
ク
ス
の
自
由
し
の
声
に
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
に
、
本
国
に
お
け

る
改
革
運
動
と
呼
応
す
る
。

「
第
2
話
　
本
国
は
優
越
・
植
下
地
は
従
属
」
　
本
国
と
植
民
地
の
立
場
と

意
識
の
相
違
を
分
析
し
、
英
帝
国
の
性
格
と
植
民
地
人
の
権
利
の
間
に
基
本

的
対
立
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の
た
め
帝
国
連
合
案
な
ど
の
帝
国
改

造
運
動
は
、
実
現
性
を
失
う
。

「
第
3
話
　
胎
動
す
る
自
由
な
人
民
一
ω
鳳
　
印
紙
条
例
撤
廃
と
宣
雷
条
例

舗
定
か
ら
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ド
条
例
を
め
ぐ
る
対
立
を
と
り
扱
う
。
植
斑
地
の

反
抗
運
動
と
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
的
・
政
治
的
状
況
を
説
明
し
、
一
七
六
七
－

六
八
年
に
政
権
を
掌
握
し
た
宮
廷
派
の
政
策
目
標
が
、
本
国
と
植
民
地
の
反

抗
運
動
に
対
す
る
弾
圧
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
対
植
民
地

政
策
の
本
質
は
、
植
民
地
人
に
服
従
か
門
イ
ギ
リ
ス
臣
民
の
権
利
」
の
放
棄
か

と
い
う
二
老
択
一
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
植
民
地
人
の
間
に
、
　
「
イ

ギ
リ
ス
臣
民
の
権
利
」
が
薄
れ
、
「
自
由
な
人
畏
」
の
観
念
が
胎
動
し
は
じ

め
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。

「
第
4
話
　
胎
動
す
る
自
由
な
人
民
1
②
」
　
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ド
条
例
の
撤
廃

か
ら
茶
条
例
、
強
圧
条
例
に
対
す
る
抵
抗
運
動
の
激
化
を
と
り
扱
う
。
茶
条

例
と
強
圧
条
例
は
広
範
な
反
対
を
招
き
、
植
民
地
協
議
会
、
地
方
通
信
委
員

会
な
ど
急
進
派
に
よ
る
運
動
の
組
織
が
進
む
が
、
こ
れ
に
対
す
る
王
党
派
な

い
し
穏
健
派
の
反
対
が
蓑
面
化
す
る
。
こ
の
対
立
を
反
映
し
て
第
一
回
大
陸

会
議
も
妥
協
に
終
る
が
、
妥
協
の
結
果
で
あ
る
「
宜
言
と
決
議
」
が
イ
ギ
リ

ス
の
課
税
権
の
み
な
ら
ず
立
法
権
を
も
否
定
し
た
こ
と
は
、
抵
抗
の
原
理
が

「
イ
ギ
リ
ス
臣
民
の
権
利
」
か
ら
「
人
間
と
し
て
の
権
利
」
を
も
つ
「
自
由

な
人
民
」
へ
飛
躍
す
る
門
出
と
み
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
段
階

で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
大
部
分
は
、
議
会
権
の
否
定
が
「
人
間
と
し
て
の
権

利
」
1
1
独
立
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
。
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評書

「
第
5
話
　
そ
の
前
夜
」
　
「
第
6
話
　
7
月
2
日
」
　
武
力
闘
争
勃
発
の
危

機
か
ら
独
立
宣
言
採
択
に
至
る
時
期
に
お
け
る
、
愛
国
派
の
急
進
派
と
穏
健

派
の
相
違
を
通
じ
て
、
ア
メ
リ
カ
人
が
独
立
を
決
意
す
る
諸
相
を
明
ら
か
に

す
る
。
内
乱
の
進
展
に
つ
れ
て
、
急
進
派
は
「
自
由
な
人
民
偏
を
ス
ロ
ー
ガ
．

ン
と
し
て
独
立
宣
言
の
根
拠
を
求
め
、
独
立
に
向
っ
て
進
ん
だ
。
し
か
し
、

保
守
1
1
穏
健
派
は
第
工
回
大
陸
会
議
の
当
初
か
ら
和
解
を
属
的
と
し
、
独
立

の
時
期
を
め
ぐ
り
、
さ
ら
に
独
立
宣
言
の
採
択
に
至
る
ま
で
急
進
派
と
対
立

し
た
。
そ
れ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
が
独
立
を
合
理
化
す
る
意
識
の
前
提
は
何

か
。
著
者
は
、
本
国
の
ホ
イ
ッ
グ
に
よ
る
援
助
が
期
待
で
き
ず
、
議
会
も

国
民
も
腐
敗
し
て
い
る
と
い
う
信
念
と
、
ア
メ
リ
カ
が
、
武
力
・
徳
・
資
力

・
人
口
に
お
い
て
優
越
し
て
い
る
と
い
う
観
念
、
す
な
わ
ち
「
ア
メ
リ
カ
帝

国
」
の
建
設
が
間
近
い
と
い
う
観
念
が
、
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。
し
か
し
最
後
ま
で
独
立
の
障
害
と
な
っ
た
の
は
、
議
会
に
対
抗
す
る
た

め
自
ら
つ
く
り
あ
げ
た
「
国
王
の
神
話
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
打
破
す
る
理
論

的
根
拠
を
与
え
た
の
は
ペ
イ
ン
の
『
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
』
で
あ
っ
た
。
独
立

早
言
は
、
世
界
の
世
論
に
う
っ
た
え
る
と
い
う
対
外
主
目
的
だ
け
で
な
く
、

対
内
的
に
は
、
　
「
国
王
の
神
話
」
を
棄
て
さ
れ
な
い
ア
メ
リ
カ
人
に
そ
の
無

益
を
知
ら
そ
う
と
し
た
点
で
、
ペ
イ
ン
の
仕
事
を
達
成
し
た
と
い
え
る
。
し

か
し
イ
ギ
リ
ス
と
の
訣
別
が
い
か
に
關
難
で
あ
っ
た
か
は
、
愛
国
派
の
中
に
、

独
立
は
英
帝
国
の
改
革
と
い
う
崇
高
な
目
的
か
ら
の
後
退
で
あ
り
、
　
「
低
次

元
の
革
命
」
で
あ
る
と
考
え
る
穏
健
派
が
い
た
こ
と
に
も
よ
く
う
か
が
え
る

の
で
あ
る
。

「
第
7
話
　
愛
国
派
は
い
か
に
生
き
た
か
」
　
磁
偲
健
派
の
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
キ

ン
ソ
ン
と
急
進
派
の
サ
ム
・
ア
ダ
ム
ズ
を
対
照
さ
せ
て
、
独
立
に
対
す
る
愛

国
派
の
意
見
の
不
一
致
を
た
し
か
め
る
。
こ
の
不
一
致
は
内
政
に
つ
い
て
も

存
在
し
、
保
守
的
グ
ル
ー
プ
は
有
徳
者
翻
富
裕
老
の
利
益
の
擁
護
の
た
め
の

政
府
を
求
め
、
高
い
選
挙
制
限
を
望
み
、
急
進
的
グ
ル
ー
プ
は
強
力
な
政
府

を
お
そ
れ
中
央
集
権
主
義
よ
り
州
権
主
義
を
求
め
、
男
子
普
通
選
挙
制
を
望

ん
だ
。
し
か
し
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
不
一
致
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
中

に
一
致
の
存
在
を
確
認
し
、
こ
の
一
致
に
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
を
貫
く
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
革
命
の
原
理
を
み
る
。

　
両
者
は
と
も
に
連
邦
共
和
的
市
民
政
府
と
い
う
本
質
で
一
致
し
、
政
府
の

目
的
を
な
に
よ
り
も
財
産
保
全
と
考
え
た
。
両
者
の
閲
に
は
既
得
権
と
し
て

の
財
産
と
労
働
の
報
酬
と
し
て
の
適
当
な
財
産
と
い
う
ニ
ニ
ー
ア
ン
ス
の
相

違
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
私
有
財
産
制
を
尊
重
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
事
実

か
ら
、
独
立
革
命
が
ど
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
に
も
共
通
す
る
基
本
原
理
に
貫

か
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
独
立
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
を
発
展

さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
植
民
地
が
、
そ
の
健
全
な
発
達
を
阻
止
す
る
植
民
地
的
1
1

旧
社
会
的
規
制
を
た
ち
き
る
べ
く
独
立
を
宣
言
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義

国
家
を
建
設
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
エ
ピ
ロ
ー
グ
王
党
派
と
そ
の
ゆ
く
え
」
　
ハ
ヅ
チ
ン
ソ
ソ
や
ギ
ャ
ロ
ウ
ェ

イ
の
末
路
を
印
象
的
に
描
い
て
い
る
が
、
著
者
の
目
的
は
王
党
派
の
哀
歌
を

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

か
な
で
る
こ
と
で
な
く
、
愛
国
派
に
お
と
ら
ず
ア
メ
リ
カ
を
愛
好
し
た
人
び

と
が
な
ぜ
王
党
派
に
な
っ
た
か
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
愛
国
派
と

王
党
派
を
色
わ
け
す
る
も
の
は
な
に
か
が
問
わ
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
本
書

の
各
所
に
述
べ
．
ら
れ
た
個
々
の
事
実
は
、
多
様
性
に
富
み
流
動
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
を
再
確
認
し
て
、
王
党
派
と
愛
国
派
、
愛
国
派
の
な
か
の

種
々
の
グ
ル
ー
プ
を
経
済
的
、
社
会
的
、
宗
教
的
、
あ
る
い
は
国
籍
と
い
っ

た
な
に
か
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
画
一
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ

る
と
い
う
。
し
か
し
「
不
可
能
を
認
め
た
う
え
で
」
、
「
あ
ら
ま
し
の
基
本
線
」
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げ

を
も
う
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
結
合

に
よ
っ
て
「
な
ん
ら
か
の
機
会
」
を
得
て
い
た
か
、
分
離
に
よ
っ
て
そ
れ
を

伸
し
う
る
か
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
王
党
派
と
愛
国
派
の
紹
対

的
ち
が
い
は
、
経
済
的
機
会
と
と
も
に
、
植
民
地
政
府
の
要
職
に
つ
く
と
い

う
政
治
権
力
に
あ
ず
か
る
機
会
の
有
無
を
重
要
視
す
べ
き
だ
と
い
う
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
紹
介
は
、
は
じ
め
に
指
摘
し
た
よ
う
な
本
書
の
充

実
し
た
内
容
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
叙
述
と
を
、
そ
こ
ね
る
と
こ
ろ
大
で
あ
ろ

う
と
娯
れ
る
。
し
か
し
以
上
に
よ
っ
て
、
本
書
に
お
け
る
独
立
長
命
像
の
叙

述
に
は
、
二
つ
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
独
立
へ
の
道
（
植
民
地
人
の
「
イ
ギ
リ
ス
臣
民
の
権
利
」

の
要
求
一
自
由
な
人
畏
の
「
人
間
の
権
利
」
の
要
求
－
私
有
財
産
権
擁

護
ー
ブ
ル
ジ
一
昌
ワ
民
主
国
家
の
建
設
）
が
、
そ
れ
を
貫
く
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革

命
の
原
理
か
ら
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
独
立
革
命
の

背
景
と
行
為
が
多
様
性
（
不
一
致
）
と
多
様
性
の
中
の
共
通
性
（
一
致
）
と

い
う
観
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
点
に
加
え
て
、

本
書
の
特
徴
と
し
て
、
植
民
地
の
イ
ギ
リ
ス
上
甑
と
の
関
係
を
み
る
上
で
本

馬
の
状
況
を
重
視
し
た
点
、
人
間
像
を
愛
国
派
か
ら
王
党
派
ま
で
い
き
い
き

と
描
い
た
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
最
初
の
二
つ
の
点
は
、
著
者
の
独
立
革
命
観
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の

点
本
番
は
、
著
者
の
従
来
の
立
場
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
共
通
性
が

よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
書
の
よ
う
な
一
般
的
歴
史
叙

述
に
お
い
て
、
長
年
の
研
究
成
果
を
駆
使
し
て
独
立
革
命
観
を
示
さ
れ
た
こ

と
は
多
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
一
言
ふ
れ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
独
立
革
命
の
草
異
性
に
関
し
て

で
あ
る
。
著
者
は
、
　
「
，
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
が
典
型
的
な
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
草
命
3
7
8
“
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
は
一
種
変
形
の
恩
命
で
あ
り
、
革
命
と

い
う
よ
り
進
化
的
と
い
う
ほ
う
が
あ
た
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ

の
言
葉
を
、
著
者
が
革
命
性
の
限
界
を
い
っ
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
発
展
し
つ
つ
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
が
、
そ
の
も
と
に
と
ど

ま
る
限
り
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
健
全
な
発
達
は
望
み
よ
う
が
な
い
」
と
こ

ろ
の
「
植
罠
地
的
麗
旧
社
会
的
規
制
」
を
た
ち
切
っ
た
独
立
革
命
の
革
命
性

を
、
著
者
は
充
分
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
王
党
派
の
財

産
没
収
と
亡
命
の
大
き
さ
を
の
べ
た
箇
所
で
、
　
「
独
立
戦
争
が
一
般
に
考
え

ら
れ
て
い
る
よ
り
も
も
っ
と
大
き
い
社
会
運
動
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い

る
。
著
者
が
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
で
ア
メ
リ
カ
を
益
し
い
型
の
社
会
（
完
全
と

ま
で
は
い
え
な
い
が
進
行
し
て
い
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
）
と
み
な
し
た
限
り

に
お
い
て
、
独
立
革
命
は
、
社
会
的
に
は
、
　
「
進
化
的
」
で
あ
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
独
立
革
命
の
明
確
な
革
命
性
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
次
元
を

示
そ
う
と
し
た
の
が
、
本
書
の
お
も
な
掻
的
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
瞬
的
は
、
く
り
か
え
し
述
べ
た
よ
う
に
、
財
産
権
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
革
命
の
原
爆
の
確
認
に
よ
っ
て
果
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
独
立
革
命
の
真

の
意
味
は
、
そ
の
原
理
の
達
成
で
あ
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
共
和
国
偏
の
実

体
と
、
そ
れ
が
出
現
し
た
歴
史
的
意
味
が
問
わ
れ
る
と
き
、
よ
り
鮮
明
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
著
者
の
新
し
い
考
え
は
、
本
書
に
は
ま
だ

慰
接
語
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
独
立
前
夜
の
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
の
夢
」
や

「
独
立
を
と
お
し
て
、
そ
れ
ま
で
世
界
史
に
例
が
な
い
、
ぶ
ざ
ま
な
ほ
ど
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
い
連
郵
共
和
国
家
が
尊
体
を
あ
ら
わ
し
た
」
と
い
う
巻
末
の

君
葉
な
ど
、
本
書
の
行
間
に
、
薪
し
い
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う

の
は
、
早
計
で
あ
ろ
う
か
。
続
巻
が
待
た
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
本
書
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
側
の
記
述
の
重
視
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
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哺
評

書

本
欝
の
ユ
ニ
…
グ
な
点
で
あ
る
。
　
「
新
し
い
型
の
社
会
と
入
間
と
を
イ
ギ
リ

ス
が
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
」
こ
と
に
独
立
革
命
へ
の
道
の
モ
チ
ー
フ
を

求
め
た
著
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
対
植
民
地
政
策
の
本
質
を
、
イ
ギ
リ
ス
人
の

意
識
の
深
層
に
ま
で
詳
し
く
叙
述
し
た
。
と
く
に
宮
廷
派
政
権
獲
得
に
つ
い

て
論
じ
た
こ
と
は
、
わ
が
国
の
独
立
革
命
史
研
究
に
と
っ
て
も
、
メ
リ
ッ
ト

で
あ
る
。
こ
こ
で
内
容
に
関
す
る
疑
問
を
さ
し
は
さ
め
ば
、
ホ
イ
ッ
グ
寡
頭

支
配
と
宮
廷
派
の
寡
頭
支
配
の
本
質
的
根
違
の
有
無
が
明
確
で
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
と
も
あ
れ
こ
の
分
野
の
研
究
が
も
っ
と
み
な
お
さ
れ
て
よ
い
、

こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

　
最
後
に
本
書
に
お
け
る
人
間
像
の
文
題
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
本
書
に
登
場

す
る
多
く
の
人
物
の
中
に
、
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
を
は
じ
め
、
わ
が
国
で
は
ほ
と

ん
ど
人
間
像
な
ど
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
王
党
派
が
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
一
つ
の
貢
献
で
あ
る
。
著
者
は
、
　
「
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
ッ
キ
ン
ソ
ソ
の
え

ら
ん
だ
道
」
（
『
史
林
臨
第
三
十
三
巻
第
六
号
）
を
は
じ
め
、
は
や
く
か
ら
細
螺

像
に
対
す
る
関
心
を
示
し
て
き
た
。
　
「
ア
メ
リ
カ
器
量
の
人
間
像
」
と
題
し

て
「
革
命
の
行
為
」
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
も
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
記
憶

す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
本
書
に
人
物
を
多
く
描
い
た
こ
と
は
、
革
命
物
語

を
劇
的
に
す
る
た
め
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
「
ひ
と
、
口
に
独
立
と
い
う
け
れ

ど
も
ア
メ
リ
カ
人
が
独
立
宜
言
に
漕
ぎ
つ
け
る
と
い
う
こ
と
さ
え
、
生
や
さ

し
い
こ
と
で
な
か
っ
た
」
と
著
表
は
い
う
。
こ
の
函
難
な
道
を
、
そ
の
背
景

と
な
る
政
治
・
経
済
的
諸
力
を
説
朔
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
歩
ん
だ
人

物
の
姿
を
と
お
し
て
描
こ
う
と
す
る
。
だ
が
そ
こ
に
登
場
す
る
入
物
は
、
運

命
的
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
た
多
様
な
入
間
模
様
を
あ
み
だ
す
。
人
闘
の
行
為

を
な
ん
ら
か
類
型
化
し
な
け
れ
ば
そ
の
実
体
を
把
握
で
き
な
い
革
命
史
の
叙

述
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
人
物
は
ジ
ェ
レ
ミ
ア
・
ウ
ィ
ン
ク
ー
プ
の
よ
う

に
、
h
象
徴
性
」
で
し
か
描
け
な
い
と
い
う
限
界
を
示
ず
の
で
あ
る
σ
し
か

も
著
者
は
、
人
物
を
描
く
と
き
に
は
愛
薗
派
に
も
王
党
派
に
も
中
立
の
立
場

で
、
相
対
の
隈
を
む
け
て
い
る
。
　
（
と
き
に
は
両
方
に
等
し
く
共
感
を
覚
え

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
）
こ
の
こ
と
は
、
本
書
の
人
物
が
い
き
い
き

と
描
か
れ
て
い
る
理
由
で
も
あ
る
が
、
と
き
ど
き
読
潜
を
と
ま
ど
わ
す
。
と

く
に
、
　
「
不
一
致
の
中
の
一
致
」
と
い
う
枠
組
の
中
で
描
か
れ
る
場
合
は
、

な
お
さ
ら
で
あ
る
。
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
も
サ
ム
・
ア
ダ
ム
ズ
も
等
し
く
自
由
を

愛
し
た
の
で
あ
っ
て
、
異
な
る
の
は
そ
の
実
現
方
法
だ
け
に
す
ぎ
な
か
っ
た

と
い
っ
た
印
象
を
強
く
受
け
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
著
者
は
か
か

る
困
難
を
充
分
考
慮
に
入
れ
て
、
本
書
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
王
党
派
と
愛

国
派
、
愛
国
派
の
種
々
な
グ
ル
ー
プ
（
と
く
に
急
進
派
と
保
守
派
）
の
色
わ

け
を
至
難
と
知
り
つ
つ
試
み
た
の
は
、
本
書
の
す
ぐ
れ
た
点
で
あ
っ
た
。

　
本
書
の
叙
述
の
特
徴
は
、
著
者
と
独
立
革
命
と
の
対
話
を
う
つ
し
だ
し
、

読
者
に
も
こ
の
対
話
へ
の
参
加
を
期
待
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
読
者
は
、
著
者
の
声
に
み
ち
び
か
れ
て
複
雑
な
独
立
革
命
と
対
話
を
し

て
い
る
間
に
、
　
著
長
の
声
を
聞
き
お
と
し
た
り
、
　
著
者
と
革
命
と
の
対
話

を
夢
中
で
聞
い
て
い
る
間
に
、
自
分
と
革
命
と
の
対
話
を
失
っ
た
り
し
て
し

ま
う
。
こ
こ
に
本
書
の
面
白
さ
が
あ
る
。
そ
し
て
著
老
は
読
者
が
本
筋
を
聞

き
お
と
さ
ぬ
よ
う
、
と
き
ど
き
声
を
大
き
く
し
て
く
れ
る
。
こ
の
度
に
読
者

は
、
は
た
と
驚
い
て
姿
勢
を
た
だ
す
の
で
あ
る
。
歴
史
叙
述
の
問
題
を
提
起

し
て
く
れ
る
書
物
で
あ
る
。

　
著
者
の
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
紹
介
が
私
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
終
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
私
の
怠
慢
の
た
め
、
紹
介
の
時
期
が
　
の

お
く
れ
た
こ
と
を
お
詑
び
す
る
次
算
す
・
（
倉
判
二
六
責
昭
魏
＋
他

二
年
八
月
　
至
誠
心
刊
　
定
価
八
五
〇
円
）

（
阿
志
社
大
学
文
学
離
助
教
授
）
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