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】
　
歴
史
は
人
間
の
つ
く
る
も
の
と
考
え
、
国
家
を
一
つ
の
歴
更
々
個
体
と
し
て
と
り
あ
げ
た
。
そ
し
て
国
家
理
性
が
非
合
理
で
あ
る
こ
と
を
記
述

し
た
。
歴
史
家
と
し
て
存
在
と
し
て
の
国
家
を
問
題
に
し
た
が
、
国
家
の
あ
る
べ
き
規
範
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
四
世
紀
の
哲
学
へ
の
か
け
は
し
と
な

っ
た
。

ツキジデスの史学について（原）

口

　
四
二
五
年
、
ス
パ
ル
タ
は
ピ
ロ
ス
に
お
い
て
ア
テ
ナ
イ
の
攻
略
軍
・

に
降
服
し
た
。
敢
闘
の
精
神
に
き
こ
え
た
ス
パ
ル
チ
ア
タ
イ
の
降
服

は
、
「
ギ
リ
シ
ア
人
に
最
電
意
外
と
さ
れ
た
」
の
で
あ
っ
た
（
W
4
0
＞
。

　
海
軍
で
す
ぐ
れ
た
ア
テ
ナ
イ
は
四
ご
二
年
シ
ケ
リ
ア
に
お
い
て
惨

敗
し
た
。
　
「
ア
テ
ナ
イ
は
涙
ぞ
応
じ
き
れ
な
い
ほ
ど
の
大
き
な
苦
し

み
を
な
め
た
」
　
（
U
7
5
）
。

　
さ
ら
に
一
葦
帯
水
の
エ
ウ
ボ
イ
ア
を
救
援
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
た
め
に
、
　
ア
テ
ナ
イ
に
と
っ
て
大
切
な
物
資
の
補
給
跨
で
あ

る
エ
ウ
ボ
イ
ア
の
都
市
が
ス
パ
ル
タ
方
に
つ
い
た
。
「
エ
ウ
ボ
イ
ア

の
離
反
は
シ
ケ
リ
ア
に
お
け
る
（
失
敗
）
以
上
に
恐
怖
を
与
え
た
」

（
弧
9
6
）
。
四
一
一
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
む
か
し
か
ら
海
陸
両
面
で
き
こ
え
て
い
た
大
国
が
そ

れ
ぞ
れ
き
ず
つ
い
た
。
大
国
が
き
ず
つ
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
永
い

期
間
に
わ
た
り
、
そ
の
聞
に
幾
多
の
天
変
地
異
が
あ
り
、
多
く
の
ポ

リ
ス
が
戦
争
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
（
1
2
3
）
。
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
後

は
こ
う
し
て
ギ
リ
シ
ア
世
界
を
大
き
く
変
質
さ
せ
た
。
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し
か
し
こ
の
戦
は
ス
パ
ル
タ
馬
ア
テ
ナ
イ
も
、
双
方
が
十
分
に
覚

悟
し
、
十
分
に
用
意
し
て
と
り
か
か
っ
た
戦
争
ぞ
あ
っ
た
（
1
2
）
。

だ
か
ら
戦
争
を
契
機
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
世
界
が
変
質
し
た
に
相
異
は

な
い
が
、
実
は
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
が
大
き
く
移
り
変
ろ
う
と
し
て
い

た
情
勢
が
、
戦
争
を
ま
き
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。

　
ツ
キ
ジ
デ
ス
の
忍
業
は
、
こ
の
興
味
深
い
時
代
に
関
す
る
根
本
史

料
ぞ
あ
る
。

　
実
証
的
な
近
代
史
学
は
す
べ
て
史
料
の
信
頼
性
の
検
討
か
ら
は
じ

ま
る
。
ヅ
キ
ジ
デ
ス
の
歴
史
に
つ
い
て
の
い
ろ
い
ろ
な
論
争
は
、
い

わ
ば
こ
の
戦
役
、
こ
の
時
代
の
上
皮
に
関
す
る
根
本
築
料
と
し
て
の

信
頼
性
を
中
心
と
し
た
電
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
い
ろ
い
ろ
の
皮
料
を
つ
か
っ
て
い
る
し
、
そ
の
史

料
の
使
い
方
も
批
判
的
で
あ
っ
た
ご
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
彼
自
身
が
将
軍
と
し
て
失
脚
ず
る
原
因
と
な
っ
た
敵
将
ブ
ラ
シ
ダ

ス
に
対
し
て
も
、
冷
静
な
第
三
者
的
な
態
度
を
も
つ
て
記
し
て
い

て
（
W
9
1
、
鵬
）
、
非
常
に
公
明
ぞ
も
あ
っ
た
。
近
代
史
学
の
上
か
ら
も

尊
敬
さ
れ
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。

　
し
か
し
今
ツ
キ
ジ
デ
ス
に
つ
い
て
改
め
て
の
べ
た
い
と
思
う
の
は
、

一
つ
は
人
間
の
歴
愛
と
し
て
歴
史
を
か
い
て
い
る
と
い
う
点
と
、
そ

れ
に
関
連
し
て
歴
史
的
個
性
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
た
認
識
を
も
つ

た
と
い
う
点
と
で
あ
る
。

　
史
料
の
検
討
か
ら
は
じ
ま
る
近
代
史
…
学
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

異
常
な
進
歩
を
み
た
。
そ
れ
は
否
定
し
が
た
い
事
実
で
あ
り
、
そ
の

点
に
異
存
は
な
い
。
し
か
し
客
観
的
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
わ
れ

わ
れ
自
身
、
歴
史
の
世
界
か
ら
縁
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
ひ
き
は
な

さ
れ
て
い
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
歴
焚
家
が
史
料
と
よ
び
、

皮
料
を
取
扱
う
さ
い
に
、
あ
ま
り
に
史
料
を
冷
凍
化
し
て
し
ま
う
き

ら
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
解
釈
法
単
者
が
、
と
き
に
は
条
文
に
し

ば
ら
れ
て
、
法
の
精
神
を
み
わ
す
れ
る
よ
う
に
、
史
料
は
人
闇
が
残

し
た
も
の
で
あ
り
、
史
料
に
は
人
聞
の
血
が
か
よ
っ
て
い
る
こ
と
を

考
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
ツ
キ
ジ
デ
ス
の
歴
史
を
よ
め
ば
、
彼
が
非
常
に
笑
証
的
な
立
揚
に

立
っ
て
歴
史
を
か
い
て
い
る
こ
と
竜
、
そ
の
八
巻
の
歴
典
は
五
世
紀

の
ア
テ
ナ
イ
の
歴
史
、
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
を
知
る
有
力
な
皮
料
で
あ

る
こ
と
竜
確
か
だ
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
先
ざ
に
、
彼
が
ど
ん
な

に
か
人
問
の
歴
史
を
書
こ
う
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
注
意

す
べ
き
で
あ
る
。
い
か
に
客
観
的
に
戦
争
の
歴
史
を
書
い
た
か
と
い

う
こ
と
よ
り
も
、
人
聞
の
歴
史
を
ど
ん
な
に
書
い
た
か
と
い
う
こ
と
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が
大
切
な
の
で
あ
る
。
客
観
的
に
材
料
を
取
扱
う
と
い
う
こ
と
は
、

学
問
の
出
発
点
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
こ
と
は
、

ツ
キ
ジ
デ
ス
に
つ
い
て
も
ち
ろ
ん
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
け

れ
ど
竜
そ
れ
以
上
に
、
歴
史
を
人
聞
の
つ
く
る
も
の
と
し
て
と
り
あ

げ
、
人
煙
の
歴
史
と
し
て
歴
史
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
も
っ
と

強
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
歴
史
は
人
闇
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
も
の
と
考
え
た
ツ
キ
ジ
デ
ス

に
お
い
て
は
、
従
っ
て
歴
史
的
個
性
の
問
題
が
、
当
然
問
題
と
さ
れ

た
の
ぞ
あ
る
。

　
ツ
キ
ジ
デ
ス
以
前
に
お
い
て
、
民
族
や
国
家
の
行
動
が
歴
史
の
対

象
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
民
族
や
国
家
の
行
動
と
個
人

の
意
志
ど
が
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
か
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

は
も
ち
ろ
ん
民
族
や
国
家
の
構
成
に
つ
な
が
る
、
い
わ
ば
時
代
に
結

び
つ
い
た
問
題
ぞ
あ
る
。
ッ
キ
ジ
デ
ス
に
お
い
て
は
、
そ
の
点
、
民

族
や
国
家
が
一
つ
の
歴
史
的
個
性
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
国
家

は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
が
、
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
論
議
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
時
代
と
前
後
し
て
ヅ
キ
ジ
デ
ス
は
歴
愛
を
書
い
た
。
い
わ

ば
丁
度
ポ
リ
ス
の
構
造
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
時
代
で
は
あ
っ
た
が
、

彼
は
歴
典
の
な
か
に
そ
れ
を
も
ち
こ
ん
で
い
る
。
国
家
を
独
立
し
た

歴
史
的
個
性
と
し
て
歴
史
の
な
か
に
と
り
あ
げ
た
こ
と
は
、
歴
皮
家

の
発
展
の
上
か
ら
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

二

　
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
は
「
蛙
」
の
な
か
で
こ
う
書
い
て
い
る
。
ソ

フ
ォ
ク
レ
ス
は
、
　
「
こ
の
世
に
お
い
て
も
満
足
に
、
あ
の
世
に
お
い

て
も
満
足
し
て
い
る
」
（
8
2
ノ
。

　
こ
の
よ
う
に
平
安
な
生
涯
を
送
っ
た
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
も
、
二
度
将

軍
と
な
っ
て
戦
を
経
験
し
て
い
る
し
、
ア
テ
ナ
イ
人
と
し
て
シ
ケ
リ

ア
遠
征
の
失
敗
を
そ
の
目
ぞ
見
た
。
戦
争
の
き
び
し
さ
を
決
し
て
知

ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ア
テ
ナ
イ
の
全
盛
期
に
二
度
も
将
軍

の
栄
職
に
つ
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
い
っ
た

よ
う
に
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
は
満
足
し
て
此
の
世
に
い
た
わ
け
で
は
な

い
。

　
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
は
ア
ン
チ
ゴ
ネ
を
し
て
い
わ
し
め
て
い
る
。
　
「
自

分
は
悩
む
た
め
に
生
れ
た
の
ぞ
は
な
い
。
愛
す
る
た
め
で
あ
る
」

　
ヨ

と
（
5
2
）
。

　
こ
の
言
輩
ハ
に
は
、
高
度
な
人
聞
意
識
が
み
ら
れ
る
。
悲
し
む
べ
き

同
胞
閥
の
戦
争
に
対
し
て
、
切
々
た
る
人
間
の
愛
情
を
う
た
っ
て
い
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る
の
で
あ
る
。
憎
み
あ
う
人
間
の
現
実
に
対
し
て
、
憎
し
み
を
こ
え

た
愛
情
へ
の
叫
び
声
で
あ
っ
た
。

　
年
・
老
い
た
ト
ロ
イ
ア
王
ブ
リ
ア
モ
ス
の
懇
請
に
竜
か
か
わ
ら
ず
、

ア
キ
レ
ウ
ス
は
ブ
リ
ア
モ
ス
の
愛
子
ヘ
ク
ト
ル
の
遺
骸
を
ひ
き
，
渡
す

こ
と
を
こ
ば
ん
だ
。
し
か
し
悲
嘆
に
く
れ
る
老
入
の
姿
を
目
の
あ
た

り
に
み
て
、
ア
キ
レ
ウ
ス
は
ふ
と
故
郷
に
残
し
た
父
の
こ
と
を
思
っ

た
。
そ
し
て
遂
に
遺
骸
を
ブ
リ
ア
モ
ス
に
ひ
き
渡
し
た
。
涙
を
も
つ

て
手
を
に
ぎ
り
あ
っ
た
の
は
敵
も
味
方
も
な
く
た
だ
人
聞
で
あ
っ
た
。

イ
リ
ア
ス
の
最
後
に
う
た
わ
れ
た
こ
の
ア
キ
レ
ウ
ス
の
心
情
は
、
永

久
に
読
者
の
心
を
捕
え
ず
に
は
お
か
な
い
で
，
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
思
う
に
、
こ
の
イ
リ
ア
ス
に
う
た
わ
れ
て
い
る
美
し
い

人
情
は
、
そ
の
時
の
情
況
が
誘
致
し
た
人
聞
自
然
の
パ
ト
ス
で
あ

る
。
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
霞
然
の
パ
ト
ス
を
あ

ら
わ
し
た
も
の
ぞ
は
な
い
。

　
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
い
う
。
人
聞
は
不
正
を
う
け
る
こ
と
に
対
し
て
は
、

暴
力
を
う
け
る
よ
り
も
憤
り
を
感
ず
る
（
1
7
7
）
。
人
聞
は
ま
こ
と
に

不
正
を
に
く
み
・
、
不
義
を
憤
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ネ
メ
シ

ス
的
な
心
性
を
み
と
め
る
と
す
れ
ば
、
人
聞
の
世
に
僧
し
み
は
た
え

な
い
ぞ
あ
ろ
う
。
不
義
な
る
が
故
に
こ
れ
を
憎
み
、
不
正
な
る
が
故

に
こ
れ
を
漬
る
。
か
か
る
ネ
メ
シ
ス
は
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
。

　
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
が
憎
み
を
否
定
し
た
愛
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
う
た
っ

た
自
然
に
流
れ
贈
る
パ
ト
ス
的
な
愛
で
は
な
い
。
憎
し
み
の
あ
る
現

実
を
み
と
め
、
そ
れ
を
こ
え
た
ロ
ゴ
ス
的
な
愛
で
あ
る
。

　
五
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
入
の
人
聞
意
識
は
か
か
る
と
こ
ろ
ま
で
高
揚

し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
採
ゴ
ス
的
な
愛
の
認
識
は
、
憎
し
み
の
現

実
を
よ
く
み
・
き
わ
め
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

　
昨
日
ま
で
「
限
り
な
く
憎
ん
だ
者
を
友
と
し
、
友
と
し
て
い
た
者
が

敵
と
な
る
。
こ
れ
は
人
の
世
の
掟
で
あ
る
」
（
醤
霞
誉
巳
。
ジ
誕
。
犀
甥
び
3

0
7
0
H
O
。
。
矯
Q
o
禽
）
Q

　
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
と
同
時
代
の
詩
人
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
あ
さ
ま
し
い

人
闇
の
姿
を
こ
の
よ
う
に
み
た
。
表
裏
つ
ね
な
き
離
反
の
姿
は
、
悲

し
い
け
れ
ど
も
人
里
の
世
の
掟
だ
と
い
う
。
け
だ
し
こ
れ
ら
が
人
問

現
実
の
実
根
ぞ
あ
る
と
い
う
。

　
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
。
彼
等
は
そ
れ
ぞ
れ
人
声
の
在

る
べ
き
姿
と
人
間
の
在
る
姿
と
を
う
た
っ
て
い
る
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス

も
人
台
の
在
る
べ
き
道
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
ソ
フ
ォ
ク

レ
ス
も
人
聞
の
リ
ア
ル
な
現
実
に
目
を
お
お
う
て
い
た
の
で
は
な

い
。
と
も
に
人
聞
の
実
相
を
よ
く
心
得
て
い
る
の
だ
が
、
た
だ
一
方
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が
人
闇
の
在
々
を
と
き
、
他
方
が
人
聞
の
規
範
を
と
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
規
範
を
と
く
に
し
て
も
、
玉
簡
存
在
の
硯
実
を
確
認
し

た
上
に
規
範
が
た
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
こ
れ
ら
の
鯛
作
家
と
同
時
代
の
人
と
し
て
、
人
間

に
つ
い
て
深
く
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
　
「
平
穏
な
時
や
順
境
に

あ
れ
ば
、
人
間
は
よ
い
気
だ
て
を
竜
つ
も
の
ぞ
あ
る
。
だ
が
戦
争
は
、

日
常
晶
の
惣
由
な
供
給
を
う
ば
う
圧
制
的
な
教
師
で
あ
る
。
戦
争
は

人
聞
の
気
風
を
一
変
さ
せ
る
も
の
だ
」
　
（
皿
8
2
）
。
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
こ

の
よ
う
に
の
べ
て
、
戦
争
に
お
い
て
人
闇
が
本
能
的
に
自
分
を
さ
ら

け
出
す
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
醜
い
人
聞
存
在
の
現
実

を
歴
史
の
な
か
に
と
り
あ
げ
て
い
る
。
　
　
　
φ

　
彼
は
人
間
に
支
配
で
き
な
い
運
命
（
W
6
4
）
と
い
う
こ
と
を
し
ば
し

ば
と
い
て
い
る
。
例
え
ば
戦
争
の
結
果
な
ど
が
運
、
不
運
に
よ
る
と

い
っ
て
い
る
（
V
O
2
　
1
）
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、

入
問
の
運
命
が
神
の
手
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
来
来

の
不
可
知
な
こ
と
を
さ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
評
6
2
）
。
従
っ
て
遮

命
に
た
よ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
人
間
の
思
慮
、
判
断
に
よ
っ
て
行
動

す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
ペ
リ
ク
レ
ス
は
「
ア
テ
ナ
イ
が
ペ
ル
シ
ア
に

勝
つ
た
の
は
運
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
判
断
に
よ
る
」
と
い
っ
て
い

る
（
1
磁
）
。
ま
た
ア
テ
ナ
矛
の
使
者
は
メ
ロ
ス
入
に
向
っ
て
「
運
命

よ
9
は
無
分
別
の
た
め
に
、
よ
り
は
ず
か
し
い
恥
辱
を
招
く
こ
と
が

多
い
」
と
い
っ
て
い
る
（
V
1
1
）
。

　
人
聞
意
識
の
高
ま
っ
た
時
代
に
出
た
ツ
キ
ジ
デ
ス
が
人
間
の
つ
く

る
も
の
と
し
て
歴
史
を
書
い
た
こ
と
は
、
或
は
当
然
だ
と
い
わ
れ
よ

う
。
し
か
し
歴
史
を
人
間
の
つ
く
る
と
こ
ろ
の
歴
史
と
し
て
書
い
た

ツ
キ
ジ
デ
ス
は
、
衷
学
史
の
上
で
一
つ
の
時
代
を
劃
す
る
も
の
と
い

っ
て
よ
い
。

　
入
聞
の
自
覚
は
こ
の
よ
う
に
五
世
紀
に
は
各
方
面
に
あ
ら
わ
れ
て

き
て
い
る
が
、
さ
ら
に
人
聞
を
ツ
ォ
オ
ン
・
ポ
リ
チ
コ
ン
と
し
て
み

る
意
識
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
ポ
リ
ス
的
人
聞
と
し
て
人

間
を
と
ら
え
る
に
つ
い
て
も
、
存
在
と
規
範
と
二
つ
の
方
向
か
ら
な

さ
れ
て
い
る
。
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
こ
の
よ
う
な
人
間
存
在
の
面
を
意
識

し
て
書
き
、
四
世
紀
に
入
っ
て
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ

の
よ
う
な
人
間
の
規
範
を
書
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
か
つ
て
潜
主
だ
ち
に
奉
仕
し
た
ポ
リ
ス
で
な
く
、
’
ポ
リ
ス
と
し
て

行
動
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
そ
れ
を
に
な
う
市
民
の
存
在
が
意
識
さ

れ
て
き
た
。
ツ
キ
ジ
デ
ス
に
お
け
る
人
間
一
般
は
、
ポ
リ
ス
的
人
受

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ポ
リ
ス
的
人
間
と
し
て
の
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富
覚
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
人
畜
完
成
の
場
と
考

え
ら
れ
て
い
た
ポ
リ
ス
も
独
立
の
意
志
を
も
つ
て
行
動
す
る
よ
う
に

…観

@
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
ポ
リ
ス
が
独
立
し
た
一
個
の
意
志
を
も
つ
て
動
く
も
の
と
み
た
ツ

キ
ジ
デ
ス
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
国
家
権
力
の
在
り
方
を
忠
実
に
え

が
い
た
竜
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
態
度
は
ギ
リ
シ
ア

愛
学
に
お
い
て
で
な
く
、
一
般
の
歴
史
学
に
お
い
て
も
最
初
の
こ
と

ぞ
あ
っ
た
。
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
役
と
い
う
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
世
界

の
一
大
転
換
期
で
あ
っ
た
の
ぞ
、
国
家
個
性
が
．
一
段
と
強
く
意
識
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
ぞ
も
あ
る
が
、
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
、
ポ
リ

ス
も
黒
闇
と
同
じ
よ
う
に
、
危
急
の
さ
い
に
は
理
性
を
失
っ
て
情
熱

的
に
動
き
題
す
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

　
ツ
キ
ジ
デ
ス
に
よ
る
と
、
ア
テ
ナ
イ
も
ス
パ
ル
タ
も
、
お
互
に
十

分
に
準
備
を
し
て
戦
争
に
突
入
し
た
（
1
1
8
～
1
9
）
。
現
代
の
世
界
大

戦
と
同
じ
よ
う
に
鵠
戦
争
に
な
る
べ
き
情
勢
が
あ
っ
た
こ
と
は
お
互

に
知
り
あ
っ
て
い
た
。
か
つ
何
が
そ
ん
な
情
勢
の
根
源
に
あ
る
か
と

い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
争
を
さ
け

る
方
向
を
と
ら
な
い
ぞ
、
お
互
に
戦
争
の
準
備
を
懸
命
に
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
一
体
何
故
だ
ろ
う
か
。

　
質
ゴ
ス
の
自
覚
を
も
つ
た
人
問
で
さ
え
も
、
利
害
に
迷
い
、
愛
憎

の
パ
ト
ス
を
お
さ
え
に
く
い
。
ポ
リ
ス
は
ロ
ゴ
ス
を
も
つ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
入
聞
個
々
と
人
間
の
集
団
た
る
ポ
リ
ス
と
、
一
体
ど
ん
な

ち
が
い
が
あ
る
の
か
。

　
富
鉱
で
は
戦
争
の
責
任
が
…
間
わ
れ
、
ま
た
戦
争
裁
判
も
行
わ
れ

た
。
そ
れ
は
見
方
に
よ
れ
ば
、
勝
者
が
敗
者
に
だ
け
戦
争
の
責
任
を

お
わ
せ
よ
う
と
す
る
一
方
的
な
華
客
だ
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
勝
者

が
自
ら
の
良
心
を
欺
く
た
め
の
偽
臓
…
と
も
み
ら
れ
よ
う
。
人
が
人
を

裁
く
な
ど
と
い
う
こ
と
は
神
の
前
に
不
遜
な
行
為
と
も
思
わ
れ
る
。

だ
が
た
だ
一
つ
逆
鉾
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
戦
争
の
責
任
と

い
う
こ
と
が
い
い
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
争
の
原
因

が
何
ぞ
あ
っ
た
に
せ
よ
、
戦
争
を
決
意
し
、
戦
争
を
行
っ
た
も
の
が

人
間
で
あ
る
と
い
う
反
省
が
起
つ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
ツ
キ
ジ
デ
ス
の
歴
史
を
よ
む
と
、
そ
れ
は
時
代
も
場
所
も
へ
だ
た

っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
戦
争
の
動
因
を
人
皇
の
意
志
の
う
ち
に
、

さ
ら
に
意
志
を
も
つ
た
ポ
リ
ス
の
う
ち
に
求
め
、
今
も
問
題
に
な
る

共
通
点
に
ふ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
ぞ
あ
る
。
ツ
キ
ジ
デ
ス
の

す
ぐ
れ
た
識
見
を
改
め
て
み
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ツキジデスの史単について（原）

三

　
ペ
ル
シ
ア
戦
役
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
考
え
を
二
つ
・
の
方
向
に
大
き
く

躍
進
さ
せ
た
と
い
え
る
。
ツ
ォ
オ
ン
・
ポ
リ
チ
コ
ン
と
し
て
の
人
聞

に
、
人
闇
た
る
徳
を
考
え
さ
せ
た
こ
と
と
、
ポ
リ
ス
の
政
治
権
力
の

性
格
を
反
省
さ
せ
た
こ
と
と
の
二
つ
で
あ
る
。

　
元
来
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
義
人
問
は
、
ポ
リ
ス
を
人
間
完
成
の
揚

所
だ
と
考
え
た
。
ポ
リ
ス
を
は
な
れ
て
は
入
間
存
在
の
意
味
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
考
え
方
は
、
血
族
的
な
集
団
意
識

の
延
長
と
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ポ
リ
ス
と
個
人
と
は
矛
盾
な

き
一
体
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
ペ
ル
シ
ア
戦
役
に
よ
っ
て

変
っ
て
き
た
。

　
倫
理
の
観
念
は
歴
史
の
進
化
に
と
、
も
な
っ
て
次
第
に
明
確
に
な

る
。
ペ
ル
シ
ア
戦
役
を
境
と
し
て
、
人
問
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
か

ら
始
ま
っ
て
人
間
の
徳
不
徳
の
問
題
が
論
議
さ
れ
て
き
た
。
ソ
フ
ィ

ス
テ
ス
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
ど
が
中
心
問
題
と
し
た
の
は
徳
に
つ
い

て
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
個
人
価
人
の
徳
不
徳
の
問
題
と
は
別
に
社
会
集

団
の
問
題
が
と
夢
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
ペ
ル
シ
ア
と
戦
っ
た
ギ
リ
シ

ア
人
の
諸
国
の
、
戦
争
に
対
す
る
貢
献
の
程
度
の
ち
が
い
、
実
勢
力

の
ち
が
い
が
、
阿
一
線
列
に
な
ら
べ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
っ
き

り
し
て
き
た
。
そ
こ
で
ポ
リ
ス
に
は
ポ
リ
ス
と
し
て
の
独
自
の
生
活

が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
こ
の
点
ぞ
ポ
リ
ス
は
個
々
の
人
間
と
は
、
一

お
う
区
別
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
た
。

　
ポ
リ
ス
を
支
配
す
る
も
の
は
法
ぞ
あ
り
、
ポ
リ
ス
の
行
動
を
指
令

す
る
も
の
は
政
治
で
あ
っ
た
。
　
「
法
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
王
で
あ
る
。

彼
等
が
法
を
恐
れ
る
こ
と
は
ペ
ル
シ
ア
人
が
ペ
ル
シ
ア
王
を
恐
れ
る

が
如
く
で
あ
る
」
（
嵩
O
鴇
○
山
。
叶
。
硫
　
螺
　
一
〇
恥
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
法
に
よ
っ
て
実
際
ポ
リ
ス
を
運
営
す
る
政
治
が
、
市
民

一
般
の
日
常
問
題
か
ら
専
門
化
し
特
殊
技
能
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き

た
。
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
が
教
え
る
と
い
っ
た
の
は
致
治
の
技
術
で
あ
り
、

こ
の
技
術
は
、
　
「
国
［
の
こ
と
に
つ
い
て
、
最
も
よ
く
行
い
、
最
も
よ

く
論
ず
る
」
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
た
（
℃
彗
。
炉
℃
§
お
。
塁
。
。
一
り
p
）
。

こ
れ
は
ポ
リ
ス
に
は
ポ
リ
ス
の
生
き
方
が
あ
り
、
個
人
の
生
き
方
と

別
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
人
間
の
生
活
面
に
は
、
掴
入
と
し
て
の
生
活
と
は
別

に
ポ
リ
ス
独
自
の
生
活
面
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て

個
人
の
徳
の
問
題
、
ポ
リ
ス
の
政
治
技
術
の
問
題
、
政
治
の
よ
り
ど
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こ
ろ
と
な
る
法
の
問
題
は
い
ず
れ
も
哲
挙
者
の
関
係
す
る
領
域
と
な

っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
社
会
集
団
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
早
く
歴
史
意
識

の
繭
芽
と
し
て
、
　
「
ロ
ゴ
ス
の
作
家
」
た
ち
の
作
事
に
み
ら
れ
る
。

英
雄
の
物
語
も
実
は
英
雄
と
い
う
特
定
の
個
人
に
収
約
さ
れ
た
社
会

集
団
の
行
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
社
会
集
団
の
行
動
は
早
く
か

ら
歴
史
家
の
領
域
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
ペ
ル
シ
ア
戦
役
の
の
ち

ポ
リ
ス
が
独
自
の
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
．
な
っ
て
か
ら
も
、

ポ
リ
ス
の
行
動
は
歴
史
家
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
哲
学
者
が
ポ
リ
ス
の
在
る
べ
き
規
範
を
問
題
と
し
た
と
す
る
な
ら

ば
、
歴
史
家
は
ポ
リ
ス
の
在
る
現
実
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ペ
ル
シ
ア
戦
役
の
こ
ろ
ま
ぞ
は
、
ポ
リ
ス
の
繁
栄
と
個
人
の
そ
れ

と
は
一
義
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
て
両
者
を
区
別
し
な
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
戦
役
の
の
ち
ア
テ
ナ
イ
で
は
他
の
ポ
リ
ス
を
制
圧
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
市
民
個
人
の
利
益
を
見
出
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
人
女

は
ポ
リ
ス
を
障
壁
と
し
て
自
己
の
利
益
を
は
か
っ
た
。
し
か
も
ポ
リ

ス
自
身
を
健
全
に
強
化
す
る
こ
と
を
し
な
い
で
も
、
惰
性
的
に
強
国

の
地
位
が
保
た
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
重
点
が
私
利
に
お
か
れ
、

市
民
の
真
の
利
害
は
ポ
リ
ス
の
盛
衰
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら

れ
た
か
の
観
が
あ
っ
た
。

　
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
役
の
初
期
に
お
い
て
ア
テ
ナ
イ
人
は
「
戦
争

に
関
係
の
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
ぞ
も
、
自
分
の
野
心
や
利
益

に
か
ら
れ
て
や
っ
た
。
結
局
は
自
分
の
た
め
に
も
な
ら
な
い
し
、
同

盤
の
た
め
に
も
よ
く
な
い
政
策
を
行
っ
た
。
従
っ
て
万
一
成
功
す
れ

ば
個
人
に
と
っ
て
は
名
誉
と
も
な
ろ
う
し
、
利
害
と
な
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
も
し
失
敗
す
れ
ば
ポ
リ
ス
の
た
め
に
な
ら
ず
、
戦
争
の

害
に
な
る
」
　
（
瓦
6
5
）
、
そ
ん
な
こ
と
を
平
気
で
や
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
私
利
が
公
益
に
優
先
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
法

に
従
順
ぞ
あ
っ
た
入
々
の
な
か
に
も
、
　
「
法
は
人
聞
の
暴
悪
ぞ
あ

り
、
自
然
に
さ
か
ら
っ
て
強
制
す
る
」
と
考
え
る
も
の
竜
出
て
き
た

（
同
）
導
8
㌔
「
。
言
σ
q
。
垂
こ
。
ω
コ
）
）
。
こ
れ
は
法
が
弾
力
性
を
失
っ
て
、
個
人

と
ポ
リ
ス
と
が
別
々
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
に
ふ
さ
わ

し
く
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
不
正
を
行
う

者
が
「
法
の
支
配
者
と
な
っ
て
正
義
を
左
右
す
る
よ
う
に
」
さ
え
、

な
っ
て
き
た
（
亙
8
4
）
。
民
主
主
義
の
運
営
が
デ
マ
ゴ
ー
グ
の
支
配
に

か
わ
っ
た
姿
で
あ
り
、
ま
た
政
治
が
技
術
化
し
た
結
果
で
竜
あ
っ

た
。
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ツキジデスの史挙について（原）

　
公
私
生
活
が
不
可
分
で
あ
っ
た
昔
と
ち
が
っ
て
、
人
聞
が
公
私
両

面
に
わ
か
れ
て
考
え
ら
れ
、
し
か
も
重
心
は
私
生
活
、
私
利
に
傾
く

よ
う
に
な
っ
た
時
代
に
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
役
が
起
つ
た
。
そ
し
て

ア
テ
ナ
イ
で
は
、
戦
争
の
失
敗
は
、
政
治
的
洞
察
に
誤
り
が
あ
り
、

指
導
者
個
人
の
不
敏
の
た
め
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
の
み
な

ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
指
導
者
も
戦
争
の
失
敗
か
ら
権
威
を
失
い
、
無
定

見
な
民
衆
の
気
ま
ぐ
れ
が
力
を
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
ぞ
ポ
リ

ス
の
繁
栄
の
た
め
に
は
、
先
ず
個
人
の
徳
の
問
題
が
優
先
し
て
私
利

を
す
て
て
公
益
を
は
か
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
有
識

有
徳
な
る
人
が
政
治
を
支
配
し
て
、
小
手
先
き
の
政
治
技
術
を
す
て

て
し
ま
う
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
が
四
世
紀
に
お
け
る

入
間
反
省
、
国
家
太
・
質
の
究
明
へ
と
向
つ
た
。
こ
う
し
て
ポ
リ
ス
の

あ
る
べ
き
規
範
が
哲
学
者
の
手
で
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
時
に
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
ポ
リ
ス
の
行
動
を
記
述
し
た
の

ぞ
あ
っ
て
、
こ
れ
は
時
代
の
進
展
に
そ
っ
た
ま
で
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
彼
の
特
徴
的
な
こ
と
は
、
“
〈
の
ポ
リ
ス
の
行
動
を
記
述
す
る

に
あ
た
っ
て
、
ポ
リ
ス
が
個
人
と
同
様
に
、
独
自
の
意
志
と
感
情
と

を
も
っ
て
行
動
す
る
、
歴
史
的
個
性
と
し
て
つ
か
ん
だ
こ
と
で
あ

る
。
し
か
ら
ば
彼
は
ど
の
よ
う
に
ポ
リ
ス
を
歴
史
的
個
性
と
し
て
取

扱
つ
た
か
。

四

　
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
そ
の
古
代
史
の
部
分
を
終
っ
て
、
戦
役
の
記
述
に

う
つ
る
と
こ
ろ
で
こ
う
い
っ
て
い
る
。
　
「
戦
争
の
ほ
ん
と
う
の
真
梢

と
い
う
の
は
、
善
豆
菓
の
上
ぞ
は
少
し
も
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
が
、
ア

テ
ナ
イ
人
が
強
大
と
な
っ
て
、
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
人
の
恐
怖
を
起
さ
せ

た
こ
と
、
こ
れ
が
戦
争
に
い
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
」
と
（
1
2
3
）
。

　
こ
れ
は
戦
争
の
原
因
を
簡
潔
に
い
い
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
、
い
ろ

い
ろ
な
点
か
ら
注
目
す
べ
き
発
言
ぞ
あ
る
。
こ
こ
で
は
第
二
に
ツ
キ

ジ
デ
ス
が
歴
輿
を
記
述
す
る
態
度
、
第
…
　
に
こ
れ
を
心
理
的
に
と
ら

え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
．

　
第
一
の
点
に
つ
い
て
み
る
と
、
言
葉
の
表
面
か
ら
だ
け
と
り
あ
げ

る
解
釈
は
、
決
し
て
歴
巣
の
事
実
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
の
ち
に
ニ
キ
ア
ス
の
平
和
が
成
立
し
た
当
時
の
形
勢
を
記
述
す
る

と
き
に
も
、
平
和
と
い
う
言
葉
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
、
「
纂
実
に
よ

っ
て
」
そ
れ
が
平
温
な
時
代
で
あ
っ
た
か
否
か
を
「
識
別
し
て
観
察
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せ
よ
」
（
T
2
6
）
と
戒
め
て
い
る
。
そ
し
て
基
面
は
平
和
だ
と
い
っ
て

も
、
内
実
に
ば
戦
争
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
或
は
ま
た
開
戦
す
る
に
し
て
も
、
戦
の
名
分
を
つ
く
ろ
う
た
め
に

い
ろ
い
ろ
の
駆
け
6
1
き
が
行
わ
れ
、
外
交
的
に
接
捗
す
る
。
例
え
ば
、

平
和
を
破
っ
て
開
戦
す
る
に
し
て
竜
、
相
手
方
が
導
き
に
条
約
に
違

反
し
た
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
方
か
ら
破
る
の
で
は
な
い
と
い
う
口

笑
を
つ
か
む
と
か
（
畷
1
8
）
、
或
は
自
分
の
野
心
を
お
し
か
く
し
て
お

い
て
、
第
三
者
を
解
放
し
て
自
由
に
し
て
や
る
た
め
だ
（
W
8
6
）
な
ど

と
主
張
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
揚
合
に
言
葉
の
表
面
か
ら
だ
け
判
断
し
て
も
真
相
は

決
し
て
つ
か
め
る
も
の
で
は
な
い
。
口
実
は
む
し
ろ
真
意
を
偽
装
す

る
演
技
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
は
古
今
と
も
に
同
様
で
あ
る
。
ツ
キ
ジ
デ
ス

は
、
言
葉
の
表
面
に
と
ら
わ
れ
な
い
の
で
、
背
後
の
真
相
を
つ
い
て

そ
れ
を
記
述
し
よ
う
と
し
た
。
真
相
の
追
求
は
あ
ら
ゆ
る
科
学
に
通

ず
る
精
神
ぞ
あ
っ
て
、
歴
史
学
も
ツ
キ
ジ
デ
ス
に
お
い
て
真
実
の
追

求
が
頗
る
厳
密
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人

闇
の
性
格
か
ら
表
面
を
美
し
く
み
せ
か
け
る
竜
の
だ
と
見
て
、
背
後

の
真
相
に
ふ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
戦
争
の
原
因
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
興
隆
す
る
情
勢
に
対
す
る

ス
パ
ル
タ
の
恐
怖
に
あ
っ
た
と
断
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
ス
パ
ル
タ
人

の
心
理
と
し
て
原
因
を
と
ら
え
た
点
と
、
同
時
に
ポ
リ
ス
自
体
が
一

個
の
歴
史
的
個
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
て
、
こ
の
二

点
か
ら
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

　
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
歴
史
を
人
聞
の
歴
史

と
し
て
は
っ
き
り
つ
か
ん
で
い
た
。
　
「
人
間
性
に
よ
れ
ば
」
と
か

（
1
2
2
）
、
　
「
人
闇
の
本
性
」
（
工
7
6
）
な
ど
と
い
う
表
現
を
つ
か
っ
て

い
る
ば
か
り
ぞ
な
く
、
人
間
の
心
理
や
傾
向
に
関
す
る
記
述
は
非
常

に
多
い
。
な
か
に
も
、
恐
怖
、
憎
悪
、
嫉
妬
、
怨
恨
、
偽
善
な
ど
は

し
き
り
に
出
て
く
る
。

　
個
人
の
心
理
や
傾
向
を
と
く
ば
か
り
で
な
く
、
人
聞
の
集
団
と
し

て
の
ポ
リ
ス
も
、
個
人
同
様
な
心
理
に
も
と
ず
い
て
行
動
す
る
も
の

と
考
え
て
い
た
。

　
例
え
ば
個
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
説
か
れ
る
。
ニ
キ
ア
ス
は
自
分
が

功
名
を
た
て
て
そ
の
名
声
の
傷
つ
か
ぬ
う
ち
に
和
平
を
結
び
、
肥
そ

う
の
名
を
あ
げ
、
後
世
の
名
誉
を
手
に
収
め
よ
う
と
す
る
（
V
1
6
）
。

政
治
家
と
し
て
、
ま
た
将
軍
と
し
て
の
立
場
か
ら
平
和
問
題
が
考
え

ら
れ
た
の
ぞ
は
な
く
、
全
く
一
身
の
利
害
か
ら
判
断
が
行
わ
れ
た
。

ツ
キ
ジ
デ
ス
は
こ
の
よ
う
に
ニ
キ
ア
ス
の
心
理
を
伝
え
て
い
る
。
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個
人
と
同
じ
よ
う
に
国
家
も
利
己
的
な
判
断
を
も
つ
て
行
動
す

る
。
ア
テ
ナ
イ
は
コ
リ
ン
ト
ス
の
映
エ
カ
と
・
な
る
か
或
は
コ
ル
キ
ラ
の

味
方
を
す
る
か
と
い
う
立
場
に
た
っ
た
と
き
に
、
コ
ル
キ
ラ
を
助
け

る
決
心
を
し
た
。
そ
れ
は
コ
リ
ン
ト
ス
は
ス
パ
ル
タ
の
同
盟
者
で
も

あ
り
ま
た
海
軍
も
強
い
。
ス
パ
ル
タ
と
の
戦
争
が
さ
け
ら
れ
濠
い
も

の
な
ら
ば
、
せ
め
て
コ
ル
キ
ラ
の
海
軍
力
だ
け
で
も
味
方
に
す
る
方

が
得
策
で
あ
り
、
コ
リ
ン
ト
ス
や
そ
の
他
の
海
上
勢
力
が
コ
ル
キ
ラ

と
戦
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
し
で
も
弱
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ

け
で
も
ア
テ
ナ
イ
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
。
そ
の
上
コ
ル
キ
ラ
は
ギ

リ
シ
ア
か
ら
イ
タ
リ
ア
、
シ
ケ
リ
ア
に
渡
航
す
る
場
合
に
便
利
な
地

点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
計
算
の
上
に
た
っ
て
ア
テ
ナ
イ
は
コ
ル
キ

ラ
の
味
方
を
し
た
の
で
あ
る
（
1
4
4
）
。

　
こ
の
よ
う
に
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
人
聞
心
理
を
分
析
し
、
個
人
と
類
比

し
て
ポ
リ
ス
の
心
理
を
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
た
だ
ポ
リ
ス
を
個
人

と
比
較
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ポ
リ
ス
自
体
が
一
つ
の
主
体
性
を

も
つ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
り
、
独
立
し
た
歴
史
的
個
性
と
し
て

ポ
リ
ス
を
明
確
に
つ
か
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
入
間
の
欠
点
や
悪
徳
ば
か
り
を
あ
げ
て
い
る
の
で
も
な

く
、
ま
た
個
人
に
つ
い
て
ふ
れ
な
い
の
で
も
な
い
。
ニ
キ
ア
ス
は
徳

に
身
を
捧
げ
て
生
涯
を
送
っ
た
と
か
ハ
嘔
8
6
）
、
ア
ン
チ
フ
ォ
ン
は
徳

望
に
冶
い
て
何
人
に
竜
劣
ら
な
い
人
物
で
あ
り
、
思
慮
深
い
人
で
あ

っ
た
と
記
し
て
い
る
（
孤
6
8
）
。
け
れ
ど
も
個
人
の
徳
不
徳
は
ポ
リ
ス

の
運
命
と
何
の
か
か
わ
り
も
も
た
な
か
っ
た
。
個
人
と
ポ
リ
ス
と
は

全
く
別
個
の
存
在
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
も
し
個
人
が
ポ
リ
ス

に
か
か
わ
診
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
そ
の
倫
理
的
な
徳
行
で
は
な
く
、

む
し
ろ
個
人
の
知
慧
、
そ
の
政
．
治
的
な
力
量
に
よ
る
も
の
ぞ
あ
っ

た
。　

ス
パ
ル
タ
の
名
将
ブ
ラ
シ
グ
ス
の
徳
や
才
智
を
と
く
の
も
、
彼
の

力
に
よ
っ
て
ア
テ
ナ
イ
の
旋
盤
軍
が
ス
ペ
ル
タ
に
下
意
を
よ
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
（
W
8
1
）
。
或
は
ペ
リ
ク

レ
ス
に
つ
い
て
も
、
そ
の
私
行
に
関
し
て
ふ
れ
な
い
で
、
最
も
麿
力

な
反
ス
パ
ル
タ
的
人
物
と
し
て
（
　
7
王
O
山
　
1
）
、
ま
た
国
家
全
体
の
上
か
ら

最
も
重
要
な
人
物
と
し
て
称
揚
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
豆
6
5
）
。

　
こ
の
よ
う
な
態
度
は
ツ
キ
ジ
デ
ス
が
入
聞
の
歴
更
を
か
く
に
あ
た

っ
て
、
ポ
リ
ス
を
一
個
の
歴
史
的
個
性
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
ポ

リ
ス
は
ポ
リ
ス
と
し
て
独
自
の
行
動
を
と
る
が
、
そ
の
行
動
を
人
聞

と
類
比
し
て
観
察
し
て
い
る
の
も
、
全
く
ポ
リ
ス
を
一
つ
の
擬
制
人

格
と
し
て
い
る
か
ら
か
ら
で
訪
る
。
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五

　
人
格
を
も
つ
ポ
リ
ス
は
個
人
と
同
様
に
女
亭
を
も
つ
て
行
動
す

る
。
そ
し
て
そ
の
知
慧
と
は
利
害
の
打
算
で
あ
り
、
利
益
の
追
求
を

い
か
に
合
理
化
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
た
。

　
ニ
キ
ア
ス
の
い
っ
て
い
る
よ
う
に
「
成
功
は
先
見
の
明
に
よ
る
揚

合
が
一
番
多
く
、
慾
望
に
よ
っ
て
成
功
す
る
場
合
は
き
わ
め
て
す
く

な
い
」
（
W
1
3
）
と
考
え
ら
れ
た
。

　
ま
た
コ
リ
ン
ト
ス
は
ア
テ
ナ
イ
を
説
得
し
て
、
　
一
番
誤
り
を
お
か

さ
な
い
時
に
、
最
も
私
益
が
多
い
と
い
い
（
1
4
2
）
、
ア
テ
ナ
イ
は
ス

パ
ル
タ
で
そ
の
覇
権
を
え
る
に
い
た
っ
た
当
時
を
回
顧
し
て
、
意
図

が
賢
明
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
っ
て
い
る
（
1
応
）
。

　
ま
た
コ
ル
キ
ラ
が
ア
テ
ナ
イ
に
援
助
を
求
め
た
と
き
の
使
者
の
言

葉
は
面
白
い
。
援
助
を
求
め
る
に
は
援
助
を
与
え
る
こ
と
が
利
益
だ

と
い
う
こ
と
を
網
手
に
ま
ず
と
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ぞ
な
け
れ
ば
、

少
く
と
も
実
は
な
い
と
い
い
き
か
せ
、
そ
し
て
い
つ
ま
で
も
感
謝
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
を
の
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
て
い
る
（
1
3
2
）
。

第
一
に
説
か
る
べ
き
は
利
害
関
係
ノ
し
あ
つ
て
、
道
義
的
な
こ
と
は
最

後
に
お
か
れ
て
い
る
。
ポ
リ
ス
の
進
退
が
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
行

わ
れ
た
と
い
う
実
相
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
利
害
の
打
算
を
す
る
こ
と
が
ポ
リ
ス
の
賢
明
な
態
度

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
　
フ
て
の
と
き
の
事
情
に
よ
っ
て
敵
と
も
な
り
友

と
竜
な
る
」
（
顎
8
5
）
と
い
う
機
会
主
義
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
決

し
て
在
る
べ
き
規
範
に
よ
っ
て
行
動
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
個
人
に
お
い
て
も
道
義
が
無
視
さ
れ
な
い
よ
う
に
ポ
リ

ス
に
お
い
て
竜
道
義
が
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
。
例
え
ば

ス
パ
ル
タ
に
対
す
る
プ
ラ
タ
イ
ア
イ
の
態
度
や
（
X
7
1
～
7
4
）
、
或
は
ア

テ
ナ
イ
に
対
す
る
メ
ロ
ス
の
態
度
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
正
義

の
主
張
が
討
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ツ
キ
ジ
デ
ス
が
、
自
己
の
意

見
と
し
て
、
国
家
は
か
く
あ
る
べ
き
だ
と
か
、
正
義
に
よ
る
べ
き
だ

と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
の
歴
史
の
な
か
に
数
多
く
あ
げ
ら

れ
て
い
る
討
論
の
う
ち
に
正
義
が
の
べ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
か

ら
国
家
間
に
正
義
の
あ
る
べ
き
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
に
ち
が
い
は

な
い
が
、
利
害
関
係
が
か
ら
み
あ
う
と
正
義
は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

竜
と
も
と
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
が
常
に
倫
理
的
で
あ
る
は
ず
は

な
い
。
む
し
ろ
倫
理
を
と
く
の
は
利
益
を
内
部
に
ひ
そ
め
て
い
る
仮
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面
で
あ
る
が
、
た
か
だ
か
便
宣
主
義
に
す
ぎ
ま
い
。
大
胆
に
な
れ
ば
、

利
益
を
求
め
る
さ
い
に
、
力
が
正
義
だ
と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
信
頼
と
か
自
由
と
か
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
体
何
で
あ
る

か
。
お
互
の
内
心
の
判
断
と
は
ち
が
っ
て
い
る
」
（
斑
1
2
）
と
い
う
の

が
実
情
で
あ
っ
た
。
正
し
い
判
断
や
気
持
で
は
萩
を
別
つ
べ
き
だ
と

わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
表
面
だ
け
は
信
頼
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
美

し
く
つ
き
あ
っ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
戦
争
に
な
っ
た
場

合
の
こ
と
を
内
心
に
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
地
上
に
は
自
由

か
隷
属
か
そ
の
二
つ
し
か
な
い
。
こ
う
い
う
世
界
に
お
い
て
対
等
な

同
盟
は
あ
り
え
な
い
。
ミ
チ
レ
ネ
人
の
こ
の
告
白
は
、
ポ
リ
ス
間
の

友
情
が
道
義
的
な
判
断
に
も
と
ず
く
電
の
で
な
く
て
、
お
互
に
蓑
面

を
つ
く
ろ
っ
た
偽
善
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
内
に

ひ
そ
む
亀
の
は
専
ら
利
害
へ
の
打
算
で
あ
っ
た
。

　
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
世
界
で
は
力
が
正
義
で
あ
っ
た
。
　
「
す
べ
て
強

者
が
支
配
す
る
の
は
自
然
の
必
然
性
に
よ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
間

の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
（
　
5
V
O
　
1
）
。
「
人
問
の
世
に
お
い
て
は

正
義
と
い
う
こ
と
は
平
等
な
カ
で
強
制
す
る
と
き
に
起
る
の
で
あ
っ

て
、
　
（
カ
が
平
等
ぞ
な
け
れ
ば
）
強
者
が
実
行
し
弱
者
が
そ
れ
を
う

け
い
れ
る
ま
で
だ
」
（
V
8
9
）
と
極
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
カ
の
正
義
が
行
わ
れ
る
世
に
お
い
て
、
ポ
リ
ス
で
求
め
ら
れ
た
も

の
は
利
益
で
あ
っ
た
。
ニ
キ
ア
ス
は
「
立
派
な
統
治
と
は
祖
国
に
で

き
る
だ
け
福
利
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
（
W
1
4
）
。

利
益
に
な
る
こ
と
は
不
合
理
で
は
な
い
（
距
8
5
）
の
で
あ
っ
て
、
従
っ

て
力
に
よ
っ
て
利
益
を
は
か
る
こ
と
は
合
理
的
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
国
家
理
性
は
第
一
に
ま
ず
国
家
の
利
益
を
考
え
る
。

そ
し
て
そ
の
利
益
を
達
成
さ
せ
る
も
の
は
国
家
の
カ
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

シ
ケ
リ
ア
の
カ
マ
リ
ナ
の
町
は
、
ア
テ
ナ
イ
と
シ
ラ
ク
サ
イ
と
の
闇

に
あ
っ
て
中
立
を
保
と
う
と
し
た
。
け
れ
ど
も
不
偏
不
党
な
態
度
を

と
っ
て
い
れ
ば
国
家
は
安
泰
だ
な
ど
と
老
え
る
の
は
当
時
に
お
い
て

は
許
さ
れ
ぬ
判
断
で
あ
っ
た
。
「
中
立
は
公
平
だ
と
は
考
え
ら
れ
な

い
」
と
威
嘱
さ
れ
て
い
る
（
W
8
0
）
G
公
平
で
あ
ろ
う
と
し
て
も
力
が

な
け
れ
ば
そ
の
主
張
は
貫
き
え
な
い
の
ぞ
あ
っ
て
、
不
当
だ
と
思
っ

て
も
力
の
前
に
は
屈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
強
者
の
権
利
の
思
想
は
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
詩
に
竜
み
え
る
ほ
ど
古
い

の
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
理
想
国
家
論
に
み
え
る
ト
ラ
シ
マ
コ
ス

の
よ
う
に
、
五
世
紀
後
半
に
盛
に
流
布
し
た
の
で
あ
る
。
戦
争
と
い

う
危
機
を
前
に
し
て
、
中
立
す
る
こ
と
さ
え
も
力
が
な
け
れ
ば
不
可
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能
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
と
き
に
は
理
性
の
指
示
も
効
力
は
な
い
。

た
だ
本
能
的
に
利
益
を
は
か
る
の
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
　
「
他
人
を
支

配
す
る
の
は
す
べ
て
本
能
に
よ
る
」
（
1
7
6
）
と
い
う
討
論
を
ツ
キ
ジ

デ
ス
は
伝
え
て
い
る
。
強
者
も
弱
者
竜
本
能
的
に
強
者
の
権
利
を
認

め
た
の
で
あ
る
。

　
判
断
力
や
知
恵
を
重
ん
じ
た
ギ
リ
シ
ア
人
も
、
当
時
は
こ
の
よ
う

に
公
平
な
判
断
や
道
義
的
な
熊
度
を
便
宜
的
手
毅
に
お
き
か
え
て
利

益
を
は
か
っ
た
。
　
「
余
り
賢
い
相
手
は
だ
ま
す
よ
り
ほ
か
に
実
行
の

方
法
は
な
い
」
と
さ
れ
た
（
虹
4
3
）
。
ま
た
理
性
も
強
者
の
カ
の
前
に

は
何
の
役
に
も
た
た
な
か
っ
た
。
利
益
、
便
宜
主
義
、
力
。
ポ
リ
ス

は
こ
の
よ
う
に
判
断
し
て
進
退
し
た
。

　
個
人
の
倫
理
に
お
け
る
道
義
の
後
退
と
と
も
に
、
ポ
リ
ス
に
お
い

て
も
こ
の
よ
う
に
利
劇
的
で
あ
り
便
宜
的
で
あ
り
、
強
者
の
権
利
を

正
義
だ
と
し
た
。
し
か
も
そ
れ
が
合
理
的
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
歴
史
的
個
性
と
し
て
の
ポ
リ
ス
は
か
く
あ
っ
た
と

記
述
し
て
い
る
。
そ
し
て
国
家
権
力
、
国
家
存
在
の
非
合
理
性
を
こ

の
よ
う
に
と
き
あ
か
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

幽ノ、

　
ポ
リ
ス
落
人
闇
と
い
わ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
人
参
、
ポ
リ
ス
と
個
人
と

が
分
離
し
は
じ
め
た
。
ペ
ニ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
役
の
こ
ろ
に
は
、
ポ
リ

ス
自
体
の
利
害
や
安
危
が
優
先
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
ニ

キ
ア
ス
の
揚
合
の
よ
う
に
、
ま
ず
自
己
の
立
時
、
自
己
の
利
害
判
断

か
ら
出
発
し
て
い
る
。
従
っ
て
ポ
リ
ス
の
内
部
に
は
い
つ
も
個
人
的

な
利
害
の
対
立
が
き
び
し
く
、
戦
争
か
平
和
か
、
或
は
戦
争
の
場
合

に
い
ず
れ
の
味
方
を
す
る
か
と
い
う
論
争
が
た
え
ず
く
り
か
え
さ
れ

た
。
ま
た
戦
争
と
竜
な
れ
ば
、
常
に
こ
の
内
記
が
激
化
し
、
味
方
を

裏
切
っ
て
攻
撃
者
に
内
応
し
た
。
こ
れ
は
戦
の
記
述
に
は
ほ
と
ん
ど

も
れ
な
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
あ
ら
わ
れ
た
現
象
ぞ
あ
る
。
こ
れ
が

。
へ
　
に
ボ
ン
・
不
ソ
ス
戦
役
の
常
態
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
は
利
害
の
打
算
が
何
事
に
竜
優
先
し
た
か
ら
で
あ
る
が
、
内

応
や
裏
切
り
に
よ
っ
て
も
自
已
自
身
や
党
派
の
利
益
を
は
か
っ
た
の

で
、
従
っ
て
祖
国
と
い
う
観
念
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ

る
。　

「
私
は
か
つ
て
愛
国
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
…
…
自
分
が

安
全
に
市
畏
権
を
も
つ
て
い
た
と
き
に
は
愛
国
心
が
あ
っ
た
。
…
…

真
の
愛
国
者
は
正
当
な
理
由
［
な
し
に
祖
国
を
失
っ
て
も
こ
れ
を
改
め

な
い
人
で
は
な
い
。
手
段
を
え
ら
ば
ず
、
愛
着
の
念
を
も
つ
て
こ
れ
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ツキジデスの輿学について（原）

を
回
復
す
る
入
で
あ
る
」
（
置
9
2
）
Q

　
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
の
こ
の
有
名
な
言
葉
は
、
も
ち
ろ
ん
ア
ル
キ
ビ

ア
デ
ス
と
い
う
蒋
異
な
性
絡
か
ら
揖
た
も
の
と
し
て
う
け
と
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
は
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
一
人
の
問
題
ぞ
は
な

か
っ
た
。
同
胞
か
ら
追
わ
れ
た
以
上
こ
れ
を
た
お
す
た
め
に
手
段
を

え
ら
ば
な
い
と
い
う
心
境
は
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
人
に
共
通
し
て
い

た
。
例
え
ば
コ
ル
キ
ラ
人
の
場
合
に
も
み
ら
れ
る
が
（
班
7
0
～
8
5
）
、

ほ
と
ん
ど
枚
挙
に
い
と
ま
な
き
ほ
ど
で
あ
る
。
自
己
の
立
揚
、
自
己

の
利
益
を
考
え
る
に
急
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
祖
国
の
政
権
を
と
ろ

う
と
企
て
る
。
そ
れ
は
決
し
て
祖
国
の
た
め
に
す
る
の
で
は
な
く
、

利
益
を
と
も
な
う
政
権
の
た
め
で
あ
っ
た
。
箇
々
に
は
祖
国
は
な
く
、

ポ
リ
ス
は
私
人
に
対
立
す
る
、
も
し
く
は
私
利
の
対
象
と
な
る
、
政

治
的
集
団
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ほ
ん
と
う
の
祖
箇
と
い
う
言
葉
を
口

に
す
る
の
は
、
か
つ
て
ペ
ル
シ
ア
戦
役
の
と
き
に
独
立
を
守
っ
た
と

い
う
思
い
出
を
語
る
と
き
に
、
や
っ
と
人
々
は
祖
国
ギ
リ
シ
ア
を
思

い
浮
べ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
v
．
畷
5
7
）
。
そ
れ
は
祖
国
の
幻
影
で
あ

り
過
去
の
祖
国
で
あ
っ
た
。
現
実
の
人
女
に
は
祖
国
は
な
く
、
た
だ

自
己
軸
心
に
考
え
、
自
己
申
心
に
行
動
し
た
。

　
内
証
が
民
族
を
亡
ぼ
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
そ
の

古
代
史
に
お
い
て
電
の
べ
て
い
る
が
（
1
2
）
、
こ
の
戦
役
史
の
う
ち

に
も
「
内
「
証
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
に
あ
ら
ゆ
る
悪
弊
が
起
つ
た
」

（
巫
8
3
）
と
非
常
に
強
い
言
葉
を
は
い
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
筆
者
の
目

に
あ
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ペ
リ
ク
レ
ス
の
逝
去
を
い
た
み
つ
つ
、
の
ち
に
起
つ
た
シ
ケ
リ
ア

遠
征
の
失
敗
を
あ
わ
せ
て
論
じ
た
な
か
に
も
、
ア
テ
ナ
イ
は
遠
征
軍

に
適
当
な
援
助
．
を
し
な
い
で
、
膚
力
な
政
治
家
が
政
権
を
争
っ
た
、

こ
れ
が
遠
征
失
敗
の
原
因
だ
と
し
る
し
て
い
る
。
ま
た
政
治
に
つ
い

て
の
論
争
が
ア
テ
ナ
イ
で
は
じ
め
て
起
つ
た
と
の
べ
て
い
る
（
丑
6
5
）
。

彼
は
ア
テ
ナ
イ
の
悲
し
む
べ
き
運
命
の
禍
根
が
内
訂
に
あ
る
こ
と
を

卒
直
に
つ
き
、
私
の
争
に
よ
っ
て
国
が
自
滅
し
た
と
慨
嘆
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
か
か
る
現
象
は
ア
テ
ナ
イ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
シ
ケ
リ
ア
に

お
い
て
も
、
　
「
全
体
が
他
国
野
望
の
的
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ポ
リ
ス
ご
と
に
割
拠
し
軋
養
し
て
い
る
の
が
シ
ケ
リ
ア
で

あ
る
。
国
を
亡
ぼ
す
最
大
の
も
の
は
内
宮
だ
」
（
W
釘
）
と
ヘ
ル
モ
ク

ラ
チ
ス
は
絶
叫
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
内
証
を
、
持
て
る
も
の
と
持
た
ざ
る
も
の
と
の
争
い

と
し
て
（
1
2
）
、
ま
た
地
主
た
ち
と
大
衆
と
の
争
い
と
し
て
（
睡
2
1
）
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ツ
キ
ジ
デ
ス
は
と
い
て
は
い
る
。
し
か
し
形
式
上
は
民
主
政
治
か
寡

頭
政
治
か
と
い
う
争
い
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の

根
抵
に
、
人
聞
の
心
理
す
な
わ
ち
恐
れ
と
か
憎
み
、
或
は
名
誉
心
、

或
は
利
益
の
追
求
と
い
っ
た
動
機
を
考
え
て
い
る
（
里
7
5
な
ど
）
。

　
形
式
的
な
政
体
論
か
ら
み
る
と
、
ペ
リ
ク
レ
ス
時
代
の
ア
テ
ナ
イ

に
つ
い
て
、
　
「
名
目
上
で
は
民
主
政
治
で
あ
る
が
、
実
は
第
一
入
者

の
支
配
だ
」
と
い
っ
て
い
る
（
互
6
5
）
Q
だ
か
ら
民
主
政
治
か
寡
頭
政

治
か
と
い
う
争
い
も
、
実
際
問
題
と
し
て
政
治
は
寡
頭
的
に
傾
い
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
や
か
ま
し
く
争
う
ほ
ど
の
問
題
と
は
い
え
な
い
。

こ
れ
は
ひ
と
り
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
治
の
果
合
に
限
ら
な
い
。
彼
等

に
は
政
体
に
つ
い
て
の
思
想
的
、
哲
学
的
な
地
盤
が
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
た
だ
自
分
た
ち
の
利
益
を
は
か
る
口
実
に
利
用
し
て
い
た

に
す
ぎ
な
い
。
民
主
政
治
だ
寡
頭
政
治
だ
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
従

来
か
ら
の
歴
史
を
う
け
つ
い
だ
対
立
の
旗
じ
る
し
で
あ
っ
て
、
あ
え

て
政
体
に
固
執
し
て
い
た
の
ぞ
は
な
い
。
目
前
の
処
置
が
有
利
に
行

わ
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
ぞ
あ
る
。
自
分
た
ち
の
不
利
、
不
満
を
政
体

に
結
び
つ
け
て
表
面
を
か
ざ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
い
て
い
え
ば
、

地
主
た
ち
や
貿
易
業
者
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
少
数
者
た
る
自
分
た
ち

の
手
に
政
権
を
に
ぎ
る
か
、
或
は
多
数
者
た
る
大
衆
が
そ
れ
を
つ
か

む
か
の
区
別
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
内
紅

を
政
体
論
、
政
治
理
論
の
問
題
と
は
せ
ず
に
、
利
害
の
打
算
か
ら
出

る
人
闇
心
理
の
問
題
と
し
た
。
そ
れ
は
た
し
か
に
妥
当
な
歴
史
解
釈

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
国
内
の
紛
争
を
勝
利
に
導
く
た
め
に
は
、
外
国
の
助
勢
を
求
め
る

の
が
常
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
外
国
自
体
も
内
部
で
は
同
じ
抗
争
を

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
内
証
は
一
つ
の
ポ
リ
ス
内
部

の
争
い
で
あ
り
な
が
ら
、
国
際
的
な
つ
な
が
り
を
も
っ
た
。
ま
た
ア

テ
ナ
イ
の
味
・
万
を
す
る
か
ス
パ
ル
タ
の
同
盟
と
な
る
か
は
、
そ
の
と

き
ど
き
の
風
向
き
次
第
で
あ
っ
て
、
有
力
な
も
の
に
従
い
、
圧
追
さ

れ
れ
ば
そ
れ
に
な
び
い
た
。

　
こ
れ
が
ポ
リ
ス
の
政
治
的
実
情
で
あ
っ
た
か
ら
、
国
内
の
争
い
は
、

外
国
の
い
ず
れ
に
つ
く
か
に
つ
い
て
大
き
く
浮
動
す
る
。
政
体
は
い

か
に
あ
る
の
が
よ
い
か
は
、
そ
れ
自
体
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
さ

き
に
の
べ
た
よ
う
な
内
通
が
行
わ
れ
る
の
も
、
外
か
ら
の
カ
に
よ
っ

て
内
証
を
処
理
し
、
ポ
リ
ス
の
内
部
で
利
益
を
は
か
ろ
う
と
す
る
か

ら
ぞ
あ
っ
た
。
　
「
い
ず
れ
の
が
わ
も
、
反
対
派
を
傷
つ
け
る
と
同
時

に
自
分
の
利
益
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
、
双
方
と
も
に
同
盟
者
を
も

つ
て
い
た
。
革
命
を
起
そ
う
と
す
れ
ば
、
た
や
す
く
応
援
を
迎
え
る
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ツキジデスの史学について（原）

こ
と
が
で
き
た
」
（
皿
8
2
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
動
き
を
ポ
リ
ス
単
位
に
な
が
め
る
な
ら
ば
、
歴
史
的

価
性
と
し
て
の
ポ
リ
ス
は
、
個
人
と
同
じ
よ
う
な
心
理
に
よ
っ
て
動

く
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
最
初
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
戦
争
の
真

の
原
因
は
ス
パ
ル
タ
の
恐
怖
に
あ
る
と
断
定
さ
れ
る
ゆ
え
ん
が
あ

る
Q

　
人
々
は
道
義
の
何
た
る
か
を
か
え
り
み
な
い
の
で
は
な
い
。
ポ
リ

ス
電
ま
た
正
義
を
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
。
し
ば
し
ば
記
さ
れ
て
い

る
討
論
の
閥
に
、
国
家
の
あ
る
べ
き
規
範
が
と
か
れ
て
い
る
　
（
エ
3
7

亘
僻
な
ど
）
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
情
勢
は
活
動
し
て
や
ま

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ポ
リ
ス
自
体
が
心
理
的
に
動
揺
す
る
か
ら
で
あ

る
。
利
害
や
勢
力
関
係
を
計
量
し
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ

る
。
理
性
に
も
と
ず
い
て
正
義
的
に
行
動
し
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　
四
二
二
年
に
ニ
キ
ア
ス
の
平
和
条
約
が
結
ば
れ
て
平
知
に
な
っ
た

と
い
い
な
が
ら
、
平
和
の
実
は
少
し
も
あ
が
っ
て
い
な
い
（
V
2
6
）
。

平
和
を
口
に
し
な
が
わ
お
互
に
網
手
方
の
真
意
を
疑
っ
て
い
た
（
V

3
5
）
。
こ
れ
が
ポ
リ
ス
の
現
実
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
国
自
体
の
心
骨
か
ら
平
和
を
喜
ば
な
い
国
も
あ
り
、
或
は
平

和
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
っ
て
強
国
に
余
力
が
で
き
る
た
め
に

別
の
侵
暑
が
新
た
に
行
わ
れ
は
し
な
い
か
と
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

国
も
あ
っ
た
（
v
2
2
3
2
な
ど
）
。
表
面
は
平
和
で
あ
っ
て
も
、
内
実
の

不
安
は
少
し
竜
の
ぞ
か
れ
て
い
な
い
。

　
さ
き
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
正
義
は
平
等
な
力
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
る
の
が
実
相
で
あ
る
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
力
の
正
義
で
あ
っ
て
、

危
い
均
衡
の
理
論
の
上
に
定
っ
て
い
る
。
い
っ
そ
の
均
衡
が
破
れ
る

か
電
知
れ
な
い
。

　
ポ
リ
ズ
が
正
義
を
と
き
、
自
由
を
尊
重
す
る
と
い
う
在
る
べ
き
規

範
は
美
し
い
。
け
れ
ど
も
ポ
リ
ス
の
在
る
現
実
は
こ
の
よ
う
に
不
安

定
で
あ
っ
た
。
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
ポ
リ
ス
は
こ
の
よ
う
な
心
理
を
も
つ

て
動
き
つ
つ
あ
る
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

七

　
ツ
キ
ジ
デ
ス
の
作
贔
は
、
文
献
枇
判
を
ま
つ
ま
で
竜
な
く
、
そ
の

第
八
巻
は
異
色
が
あ
る
。
そ
れ
は
ア
テ
ナ
イ
が
滅
亡
に
瀕
す
る
事
態

の
記
述
で
あ
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。
修
正
追
加
し
た
部
分
と
考

え
ら
れ
る
亙
6
5
な
ど
の
筆
致
と
併
せ
考
え
る
と
き
に
、
ツ
キ
ジ
デ
ス

の
意
図
が
は
っ
き
り
と
推
察
さ
れ
る
か
ら
ぞ
あ
る
。
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ポ
リ
ス
・
も
A
耳
藍
革
で
あ
り
、
道
義
的
で
あ
る
べ
し
と
考
え
な
い
わ

け
で
は
な
い
が
、
現
実
に
は
非
常
に
非
合
理
に
動
い
て
い
る
。
利
益

を
求
め
、
力
を
た
の
み
、
便
宜
的
に
事
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
。
力

の
発
動
は
甚
だ
本
能
的
動
物
的
で
あ
っ
て
、
た
と
え
道
学
者
か
ら
ど

ん
な
に
非
難
さ
れ
よ
う
と
竜
、
ポ
リ
ス
の
実
体
は
こ
う
だ
と
ツ
キ
ジ

デ
ス
は
み
と
め
る
。
ま
た
ど
ん
な
に
醜
悪
で
あ
ろ
う
と
も
、
戦
争
と

ポ
リ
ス
の
実
相
は
こ
う
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
歴
皮
的
個
性
と

し
て
の
ポ
リ
ス
、
国
家
理
性
の
非
合
理
性
を
忠
実
に
描
写
し
て
い
る

点
に
お
い
て
、
ツ
キ
ジ
デ
ス
の
す
ぐ
れ
た
特
徴
が
み
と
め
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
第
八
巻
や
後
に
修
正
加
筆
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
ツ
キ
ジ

デ
ス
も
ポ
リ
ス
の
在
る
姿
だ
け
で
な
く
、
ポ
リ
ス
の
在
る
べ
き
規
範

に
つ
い
て
考
え
は
じ
め
た
よ
う
に
み
え
る
。

　
海
軍
の
勢
力
を
ほ
こ
る
ア
テ
ナ
イ
が
、
退
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
い
う
こ
と
は
確
か
に
恥
辱
ぞ
あ
る
。
し
か
し
、
究
極
に
3
3
い
て
敗

北
す
る
こ
と
が
、
　
一
時
の
恥
辱
よ
り
も
も
っ
と
恥
ず
べ
き
こ
と
だ
と

考
え
て
い
る
（
孤
2
9
）
。
ま
た
ア
テ
ナ
イ
人
は
、
ポ
リ
ス
を
亡
ぼ
し
て
は

な
ら
な
い
と
、
町
全
課
の
こ
と
を
思
い
は
じ
め
た
（
皿
9
3
）
。
こ
れ
は

今
ま
で
の
よ
う
な
私
利
私
慾
の
立
場
を
す
て
た
こ
と
ぞ
あ
り
、
乱
人

ぞ
は
な
く
、
ポ
リ
ス
全
体
の
こ
と
に
関
心
が
む
け
ら
れ
た
と
い
う
記

述
ぞ
あ
る
。
ア
テ
ナ
イ
市
民
は
、
党
派
的
友
愛
訂
を
警
減
し
攻
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
自
覚
し
た
（
畷
4
8
）
と
も
い
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
単
に
ア
テ
ナ
イ
の
墨
壷
を
忠
直
に
記
述
す
れ
ば
足
れ
り
と

す
る
心
境
を
こ
え
て
い
る
。
ア
テ
ナ
イ
が
亡
国
の
危
機
か
ら
た
ち
な

お
る
た
め
に
、
私
利
低
位
を
は
な
れ
、
局
部
的
な
浅
い
判
断
を
す
て

て
、
大
局
的
な
見
と
お
し
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
り

ア
テ
ナ
イ
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
実
は
す
べ
て
の
ポ
リ
ス
に
通
ぜ

た
問
題
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
ま
た
四
百
人
の
寡
頭
政
治
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
賢
開
な
入
た
ち

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
ら
、
嘗
然
、
成
功
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と

い
い
（
樋
6
8
）
、
或
は
寡
頭
政
治
が
崩
壊
し
た
あ
と
の
私
心
な
き
政
治

は
、
ツ
キ
ジ
デ
ス
自
身
の
経
験
し
た
、
最
も
立
派
な
政
治
で
あ
っ
た

（
畷
9
7
）
と
も
書
い
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
私
心
の
な
い
政
治
と
、
賢
明
な
指
導
者
に
よ
る
政
治

が
、
い
か
に
望
ま
し
い
政
治
で
あ
る
か
を
礼
讃
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。

　
民
主
政
治
か
寡
頭
政
治
か
、
そ
う
い
う
政
．
治
の
形
、
式
の
問
題
は
、

ぺ
質
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
役
の
あ
ら
ゆ
る
ポ
リ
ス
の
内
部
に
行
わ
れ
て
い

る
争
い
の
、
論
議
の
口
実
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
私
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ツキジデスの．史学について（原）

利
を
内
に
ふ
く
ん
で
い
る
。
こ
ん
な
形
式
の
変
改
に
よ
っ
て
ポ
リ
ス

は
決
し
て
よ
く
は
な
ら
な
い
。
ま
ず
私
心
を
は
な
れ
る
こ
と
が
先
決

問
題
で
あ
り
、
政
治
を
よ
く
す
る
に
は
、
私
心
を
虫
つ
た
賢
明
な
識

者
に
よ
つ
て
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
、
革
薪
の
道
の
な
い
こ
と
を
暗
示

し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
ポ
リ
ス
の
本
能
的
な
醜
い
現
実
に
つ
い
て
、
そ
れ

を
忠
実
に
記
述
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
最
後
に
は
ポ
リ
ス
救
済
の
道

を
さ
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
だ
か
ら
ア
テ
ナ
イ
の
悲
運
の
よ
っ

て
来
る
と
こ
ろ
を
考
え
（
互
6
5
）
、
或
は
ペ
ル
シ
ア
が
ス
パ
ル
タ
と
ア

テ
ナ
イ
と
の
二
つ
の
勢
力
の
い
ず
れ
を
も
強
く
せ
ず
し
て
優
劣
な
か

ら
し
め
（
覆
8
7
）
、
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
勢
力
を
か
み
あ
わ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
利
益
を
う
け
て
い
る
ペ
ル
シ
ア
の
伝
統
政
策
を
注
意
し
て

い
る
が
　
（
蟹
4
6
、
1
魏
）
、
こ
れ
ら
は
ギ
リ
シ
ア
民
族
の
不
幸
を
痛
切

に
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
畏
族
の
不
幸
を
回
復
す

る
方
策
を
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
力
の
正
義
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
記
述
し
て
い
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
の
で
は
な
い
。
ポ
リ
ス
の
利
己
的
な
活
動
、

動
物
的
な
発
展
が
、
亡
国
へ
の
道
を
早
め
る
と
み
て
い
る
。
海
軍
力

を
充
実
す
る
と
と
竜
に
、
ア
テ
ナ
イ
が
侵
略
に
よ
っ
て
新
ら
し
い
領

域
を
獲
得
し
よ
う
と
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
必
ず
究
極
の
勝
利
が
え
ら

　
れ
る
と
と
い
て
い
る
（
亙
6
5
）
。
こ
こ
で
は
国
家
権
力
が
本
能
的
に
他

に
侵
略
併
合
し
よ
う
と
す
る
現
実
に
批
判
を
加
え
て
い
る
も
の
と
思

　
わ
れ
る
。
笑
事
を
も
つ
た
強
い
国
家
で
も
、
強
者
の
権
利
を
行
使
す

　
る
の
で
な
く
、
ポ
リ
ス
と
し
て
の
守
る
べ
き
限
度
、
在
る
べ
き
這
を

，
ふ
む
こ
と
が
幸
福
に
い
た
る
も
の
だ
と
説
得
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

　
る
。

　
　
ツ
キ
ジ
デ
ス
が
ぺ
携
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
役
を
対
象
と
し
て
描
写
し
た

　
と
こ
ろ
は
、
ポ
リ
ス
が
人
間
個
人
と
は
別
盃
の
個
体
と
し
て
、
独
立

　
し
て
そ
れ
自
体
の
運
命
を
…
開
拓
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

　
の
実
相
は
甚
だ
し
く
非
合
理
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
こ
こ
に
歴
史
家
と
し
て
の
す
ぐ
れ
た
判
断
が
あ
る
。
歴
史

家
と
し
て
は
か
か
る
描
写
に
と
ど
ま
っ
た
と
し
て
亀
彼
の
評
価
を
低

め
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
ポ
リ
ス
に
も
在
る
べ

き
規
範
の
存
す
る
こ
と
を
示
請
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
個
人
は
一
お
う
ポ
リ
ス
と
は
別
の
個
体
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し

か
も
こ
れ
ら
筆
入
の
集
結
の
上
に
ポ
リ
ス
の
あ
る
こ
と
を
反
省
さ
せ
、

個
人
は
ず
ス
育
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
・
だ
．
鯛

か
ら
個
人
は
私
の
立
場
だ
け
を
考
え
て
ポ
リ
ス
を
犠
牲
に
す
べ
き
で
　
1
9



は
な
く
、
む
し
ろ
私
的
立
揚
を
す
て
、
内
紅
を
起
さ
ず
、
ポ
リ
ス
全

偉
の
こ
と
を
考
え
て
、
正
し
く
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え

た
。
そ
れ
が
ア
テ
ナ
イ
の
復
興
を
説
き
、
ま
た
賢
明
な
識
者
に
よ
る

よ
き
政
治
の
姿
を
讃
美
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
四
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
の
と
り
あ
げ

た
個
入
と
国
家
と
の
関
係
、
正
義
や
国
家
の
あ
り
方
、
な
い
し
は
哲

人
の
政
治
な
ど
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
ツ
キ
ジ
デ
ス
の
八
巻
な
ど
の

記
述
の
う
ち
に
す
で
に
提
示
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
ツ
キ
ジ

デ
ス
は
吉
代
に
お
い
て
い
ち
早
く
国
家
権
力
の
非
合
理
な
現
笑
の
姿

を
え
が
き
な
が
ら
、
さ
ら
に
国
家
理
性
の
あ
る
べ
き
方
向
を
も
示
し

た
の
で
あ
る
。

　
新
ら
し
い
制
度
や
革
薪
に
よ
っ
て
す
べ
て
は
常
に
生
命
を
薪
た
に

し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
技
術
と
同
様
に
後
か
ら
の
も
の
が
制
覇
す
る

（
1
7
1
）
。
ツ
キ
ジ
デ
ス
の
こ
う
い
う
歴
皮
の
理
解
は
、
生
れ
た
子
が

塵
ん
だ
親
を
た
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
時
代
の
支
配
者
と
な
る
と

い
う
ギ
リ
シ
ア
神
話
以
来
の
伝
統
的
な
考
え
方
ぞ
あ
る
。
現
代
は
未

来
に
よ
っ
て
打
倒
さ
れ
る
こ
と
が
必
至
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
き
る
こ

と
を
肯
定
す
る
た
め
に
非
合
理
性
を
露
呈
す
る
国
家
権
力
を
、
い
た

ず
ら
に
な
げ
く
必
要
は
な
い
。
こ
の
醜
い
現
実
を
よ
く
道
義
的
に
生

き
る
国
家
理
性
た
ら
し
め
る
道
が
あ
る
。
そ
れ
が
歴
史
展
開
の
理
法

で
あ
る
。
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
道
義
的
な
国
家
理
性
の
問
題
を
提
起
し
て
、

そ
の
大
成
を
新
ら
し
い
時
代
の
哲
学
者
に
負
託
し
た
竜
の
の
如
く
で

あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
人
間
の
つ
く
る
も
の
と
し
て
歴
史
を
考
え
、
そ
の
歴

史
を
つ
く
る
人
間
と
は
、
個
体
と
し
て
の
入
間
ば
か
り
で
な
く
ポ
リ

ス
も
ま
た
歴
史
を
つ
く
る
個
体
で
あ
る
こ
と
を
と
き
、
そ
の
行
動
が

い
か
に
非
合
理
に
う
ご
く
か
を
如
実
に
記
述
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
合

理
的
に
な
る
こ
と
に
お
い
て
、
真
の
よ
き
国
家
が
あ
ら
わ
れ
る
竜
の

と
示
唆
し
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
ツ
キ
ジ
デ
ス
は
、
薪
ら
し
い
歴
史

学
の
…
開
眼
を
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
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Historical　ldeas　of　Thucycides

　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　Zuien　Hara

　　Accordlng　to　Thucydides，　man　makes　history，　a　state　is　a　histo－

rical　inclividual，　aRd　the　Staatsi’ason　works　irrationally．　Concem－

ing　tl｝ese　themes，　he　as　a　historian　always　bore　in　mind　to　describe

states　as　they　actually　were．　However，　it　is　also　true　that　lie　did

not　fail　at　any　moment　to　suggest　what　the　state　should　be．　There－

with　he　anteceded　the　philosophical　researches　in　the　fourth

ceRtury　B．　C．　in　Athens．

　　］日［ermit　Life（In－it∫u　l懸逸）of　Tung　Chin（東回）：Period

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshizane　Muraka皿i

　■n．itsu（隠逸）is　a　kind　of　scclusion，　whose　characteristics　vary

according　to　the　ages．　At　the　earliest　times　ill　China，ゴノz．齢z4

meant　to　retire　to　a　remote　place　away　from　the　govemmenta互

authority　and　to　lead　a　hard　life　in　producing　fbo〔is　and　housing

by　oneself。　This　traditional　in．itJ　lg　was　prevalent　as玉ate　as　the

Hsi　Chin（西晋）pcriod．　At　the　Tung　Chin（東晋）period，　how－

ever，　it　came　to　be　a　so至itary　life沁one’s　own　land，　provided
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
with　enjoyable　fac圭litles。　This　hapPencd　because　of　the　consolida－

tion　of　the　aristocratic　society，　and　did　llot　always　mcan　being

less　seclusive．　Then，　learning　Taoism　deeply，　hermits　of　this　age

were　respected　among　the　nobles．　Neverthe玉css　they　had　much　o£

thc　commoner　as　well　as　the　aristocrat　in　thc　way　of重iving，

　　　　　　　　　　　AStudy　on　Bandobon（坂東本）of

　　　　　　　　　　　　　　　Kyogyoshillsho（教行信謹）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toshihide　Al〈amatsu

Resent　studies　of　Kyogyoshinsho　by　Shinran　（mag／．”・）　have　been
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