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一
八
四
〇
年
に
始
ま
る
ア
ヘ
ン
戦
争
よ
り
一
九
四
九
年
に
中
華
人
民
共

和
国
が
創
立
さ
れ
る
ま
で
の
一
〇
〇
年
余
り
の
近
代
中
国
は
、
帝
国
主
義

列
強
か
ら
の
侵
略
に
さ
ら
さ
れ
、
半
植
民
地
化
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
民

族
の
存
亡
と
い
う
危
機
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
こ
の
時
代
の
緊
急
な
課
題

に
な
り
、
知
識
人
た
ち
は
西
洋
諸
国
の
科
学
技
術
を
、
そ
し
て
そ
れ
を
根

底
か
ら
支
え
る
哲
学
思
想
や
思
惟
様
式
を
積
極
的
に
受
容
し
て
改
革
を
図

ろ
う
と
し
た
。
初
期
に
お
い
て
社
会
進
化
論
や
啓
蒙
主
義
は
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
が
、
五
四
新
文
化
運
動
以
後
、
西
洋
一
辺
倒
の
風
潮
を
反
省

し
て
、
中
国
伝
統
思
想
を
見
直
そ
う
と
す
る
学
者
た
ち
は
、
西
洋
哲
学
の

枠
組
み
と
概
念
を
も
っ
て
、
儒
教
や
仏
教
な
ど
に
対
し
て
新
た
な
解
釈
を

施
し
て
、「
中
国
哲
学
」
と
い
う
学
科
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
た
。
一
方
、

大
き
な
激
動
な
る
中
国
近
代
に
お
い
て
、
唯
物
史
観
は
社
会
改
造
の
理
論

と
し
て
受
容
さ
れ
、
中
国
革
命
の
実
践
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の

展
開
は
、
毛
沢
東
主
義
と
い
う
形
で
中
国
化
を
遂
げ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
代
中
国
に
お
け
る
西
洋
哲
学
や
思
想
の
受
容
は
、
中

国
伝
統
思
想
や
学
術
と
の
融
合
を
経
て
、
そ
れ
を
変
容
せ
し
め
つ
つ
定
着

に
向
か
っ
た
。
そ
の
摂
取
、
融
合
、
変
容
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
展
開

さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
近
代
中
国
の
社
会
精
神
の
変
動
と
関
連
づ
け
な

が
ら
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
い
。

一
　
社
会
進
化
論
と
啓
蒙
主
義
の
影
響

　
清
の
啓
蒙
思
想
家
で
あ
る
魏
源
（
一
七
九
四
│
一
八
五
七
）
は
ま
さ
に

「
中
華
」
す
な
わ
ち
世
界
の
中
心
と
自
認
し
て
い
た
清
朝
（
一
六
四
四
│

一
九
一
二
）
を
「
世
界
に
目
を
開
か
せ
た
」
知
識
人
の
代
表
で
あ
ろ
う
。

彼
は
イ
ギ
リ
ス
人
マ
レ
ー
の
『
世
界
地
理
大
全
』
の
訳
本
『
四
洲
志
』
に

基
づ
き
な
が
ら
、
さ
ら
に
世
界
地
理
の
資
料
を
集
め
、
一
八
五
二
年
に
一

〇
〇
巻
本
の
『
海
国
図
志
』
を
出
版
し
た
。
こ
の
本
の
中
で
魏
源
は
「
夷

の
長
技
を
師
と
し
以
て
夷
を
制
す
」
と
主
張
し
て
、
西
洋
の
先
進
技
術
を

〈
特
集
１　

近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
受
容
と
展
開
〉
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近
代
中
国
に
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け
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西
洋
哲
学
の
受
容
と
展
開
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清
末
に
お
い
て
一
世
を
風
靡
し
た
。
こ
の
書
は
ト
マ
ス
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ハ

ク
ス
リ
ー
の
『
進
化
と
倫
理
』
の
翻
訳
で
あ
る
が
、
厳
復
の
コ
メ
ン
ト
は

む
し
ろ
ハ
ク
ス
リ
ー
と
意
見
を
異
に
す
る
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の

立
場
に
た
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
西
洋
列
強
や
明
治
日
本
に

よ
る
侵
略
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
清
末
に
お
い
て
深
刻
に
認

識
さ
れ
て
い
た
が
、『
天
演
論
』
は
ま
さ
に
そ
の
緊
急
事
態
に
社
会
進
化

論
と
い
う
改
革
の
理
論
根
拠
を
与
え
た
。
書
の
中
の
「
優
勝
劣
敗
」
や
「
適

者
生
存
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
は
当
時
の
流
行
語
と
も
な
っ
て
、
同
時
期
に

活
躍
し
た
康
有
為
や
梁
啓
超
な
ど
の
思
想
に
も
決
定
的
な
影
響
を
与
え
て

い
た
。

　
厳
復
は
西
洋
の
自
然
科
学
の
ほ
か
に
、
社
会
学
、
政
治
学
、
経
済
学
、

哲
学
な
ど
の
近
代
学
問
思
想
を
体
系
的
に
翻
訳
し
て
、
中
国
近
代
史
上
に

お
い
て
、
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
そ
の
歴
史
的
役
割
と
社
会
的
影
響
が
極
め

て
大
き
い
人
物
と
な
っ
た）

1
（

。

　
厳
復
と
同
時
期
の
思
想
家
康
有
為
（
一
八
五
八
│
一
九
二
七
）
は
、
清

朝
が
日
本
に
敗
れ
た
こ
と
で
政
治
改
革
の
緊
急
性
を
認
識
し
な
が
ら
、
短

期
間
で
改
革
を
成
し
遂
げ
た
明
治
日
本
へ
の
興
味
関
心
を
よ
り
一
層
も
つ

よ
う
に
な
っ
た
。
彼
も
洋
務
運
動
を
形
式
的
だ
と
批
判
し
て
、
立
憲
君
主

制
樹
立
を
強
く
主
張
し
て
い
た
が
、
新
政
を
目
指
す
戊
戌
の
変
法
は
つ
い

に
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

　
周
知
の
よ
う
に
康
有
為
は
儒
教
で
は
独
特
な
今
文
公
羊
学
に
基
礎
を
置

い
て
、
孔
子
に
政
治
制
度
を
作
り
出
す
も
の
と
い
う
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を

与
え
る
こ
と
で
、
伝
統
経
学
を
利
用
し
て
自
ら
の
変
法
主
張
を
正
当
化
し

学
ぶ
こ
と
で
そ
の
侵
略
か
ら
防
御
し
よ
う
と
呼
び
か
け
た
。
な
お
、
魏
源

が
訴
え
た
危
機
感
は
当
時
の
日
本
で
も
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ
て
、『
海

国
図
志
』
は
吉
田
松
陰
や
佐
久
間
象
山
ら
に
よ
っ
て
読
ま
れ
、
速
や
か
な

体
制
転
換
の
必
要
性
が
日
本
国
内
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。

　
一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
文
明
の
科
学
技
術
を
導
入
す
る
こ
と
で
国
力

増
強
を
目
指
す
洋
務
運
動
が
清
政
府
に
よ
り
推
進
さ
れ
た
。
洋
務
運
動
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
中
体
西
用
」、
つ
ま
り
、
中
国
伝
統
思
想
や
政
治
制
度

を
本
体
と
し
て
、
西
洋
の
機
械
文
明
だ
け
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
。
し

か
し
一
八
九
四
年
│
一
八
九
五
年
の
日
清
戦
争
で
清
が
敗
け
た
こ
と
は
洋

務
運
動
の
限
界
を
露
呈
し
、
そ
れ
以
来
帝
国
主
義
諸
国
に
よ
る
近
代
中
国

の
半
植
民
地
化
の
動
き
は
つ
い
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。

　
清
末
民
初
に
活
躍
し
た
啓
蒙
思
想
家
の
厳
復
（
一
八
五
四
│
一
九
二

一
）
は
一
八
七
七
年
に
最
初
の
留
学
生
の
一
人
と
し
て
渡
英
し
、
イ
ギ
リ

ス
に
お
い
て
軍
事
関
係
の
知
識
だ
け
で
は
な
く
、
西
洋
の
文
化
・
思
想
を

広
く
吸
収
し
て
、
そ
れ
に
深
く
感
銘
を
受
け
た
。
そ
の
体
験
を
生
か
し
て
、

厳
復
は
「
論
世
変
之
亟
」、「
原
強
」
な
ど
一
連
の
文
章
を
発
表
し
、「
中

体
西
用
」
を
標
榜
し
た
洋
務
運
動
は
浅
薄
な
西
洋
理
解
と
姑
息
の
改
革

で
、
清
朝
の
現
状
を
打
破
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
批
判
し
て
、
自
ら
啓

蒙
活
動
を
本
格
的
に
行
っ
た
。

　
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、「
社
会
進
化
論
」
が
世

界
的
に
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
。
厳
復
は
一
八
九
八
年
に
中
国
に
お
け
る

最
初
の
社
会
進
化
論
紹
介
で
あ
る
『
天
演
論
』
を
出
版
し
て
、
ま
さ
し
く
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康
有
為
の
弟
子
の
梁
啓
超
（
一
八
七
三
│
一
九
二
九
）
は
、
近
代
中
国

に
お
け
る
最
大
の
啓
蒙
主
義
者
で
あ
る
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
戊

戌
変
法
の
後
、
日
本
へ
亡
命
し
、
日
本
を
通
し
て
積
極
的
に
西
洋
文
化
を

摂
取
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
中
国
式
の
奴
隷
教
育
と
封
建
思
想
を
批
判

し
、
近
代
的
国
民
創
出
を
唱
え
る
百
数
十
編
の
彼
の
諸
文
章
は
、
そ
の
多

く
が
日
本
に
お
け
る
知
的
蓄
積
を
媒
介
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
彼
の
代
表
作
の
「
自
由
書
」、「
新
民
説
」、「
論
強
権
」、「
自
助
論
」

な
ど
か
ら
は
ヘ
ン
リ
ー
・
バ
ッ
ク
ル
や
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
影
響
が
う
か
が

え
る
が
、
福
沢
諭
吉
、
徳
富
蘇
峰
、
加
藤
弘
之
、
中
村
正
直
を
参
考
に
し

た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
り
、
明
治
日
本
に
お
け
る
社
会
進
化
論
や
啓
蒙
思

想
か
ら
大
き
な
啓
示
を
受
け
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
二
〇
年
三
月
ま
で
、
梁
啓
超
は
第
一

次
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
視
察
に
回
っ
て
き
た
。
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

衰
退
を
目
に
し
て
、
国
家
主
義
の
膨
張
と
世
界
大
戦
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
深
く
反
省
し
て
い
た
。「
国
家
主
義
の
苗
は
、
常
に
人

類
の
相
妬
み
き
ら
う
感
情
を
利
用
し
て
こ
れ
を
灌
漑
し
て
、
日
に
繁
盛
に

趣
く
。
ゆ
え
に
発
達
す
れ
ば
現
代
社
会
の
不
安
定
の
現
象
が
ま
す
ま
す
著

し
く
な
る
」
と
。
そ
の
国
家
主
義
克
服
の
た
め
に
、
彼
は
帝
国
主
義
的
な

覇
道
に
対
抗
し
て
「
平
天
下
」
の
王
道
を
唱
え
る
儒
家
思
想
を
「
世
界
主

義
」
に
止
揚
さ
せ
る
よ
う
大
い
に
期
待
し
て
い
た
。「
中
国
人
は
文
化
が

あ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
終
始
未
だ
に
国
家
を
人
類
最
高
な
団
体
と
認

め
ず
、
そ
の
政
治
論
が
常
に
全
人
類
を
そ
の
対
象
と
し
て
、
そ
の
目
的
は

平
天
下
に
あ
り
、
国
家
は
家
族
と
同
じ
く
「
天
下
」
を
構
成
す
る
一
段
階

よ
う
と
し
た
。
一
方
、
康
有
為
は
よ
り
簡
単
に
知
識
を
え
る
手
段
と
し
て
、

明
治
日
本
の
西
洋
思
想
に
関
す
る
著
作
や
翻
訳
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ

う
と
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
編
ま
れ
た
『
日
本
変
政
考
』
や
『
日
本
書

目
志
』
の
二
書
は
、
各
国
の
政
治
改
革
状
況
を
皇
帝
に
献
呈
し
て
、
皇
帝

の
改
革
意
志
を
固
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
康
有
為
の
代
表
的
な
思
想
は
『
大
同
書
』
に
お
け
る
大
同
三
世
説
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
歴
史
が
「
拠
乱
世
」
か
ら
順
次
発
展
し
て
「
升
平
世
」
へ
、

そ
し
て
最
後
に
「
太
平
世
」
と
い
う
理
想
社
会
に
至
る
と
説
い
た
。
こ
れ

は
『
礼
記
』
に
お
け
る
小
康
・
大
同
と
い
う
伝
統
的
理
想
社
会
観
に
、
西

洋
の
社
会
進
化
論
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
を
も
取
り
入
れ
て
構
築
し
た
も
の

で
あ
り
、
三
代
を
理
想
と
す
る
尚
古
史
観
や
、
治
と
乱
が
交
互
に
循
環
す

る
と
し
た
循
環
史
観
と
い
っ
た
中
国
の
伝
統
的
歴
史
観
と
は
異
質
な
も
の

で
あ
っ
た
。
康
有
為
の
大
同
説
は
社
会
進
化
論
か
ら
強
い
影
響
を
う
け
て

い
た
が
、
彼
の
黒
人
を
消
滅
す
る
人
種
改
造
理
論
は
社
会
進
化
論
の
悪
用

だ
と
よ
く
批
判
さ
れ
て
い
た
。

　
康
有
為
は
当
時
の
清
末
は
「
拠
乱
世
」
で
あ
っ
て
、
満
漢
両
民
族
と
も

に
列
強
に
圧
迫
さ
れ
存
亡
の
危
機
に
脅
か
さ
れ
て
、
こ
の
危
機
を
乗
り
切

る
に
当
た
っ
て
、
公
理
に
従
い
政
治
改
革
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

主
張
し
た
。
公
理
と
は
す
な
わ
ち
社
会
進
化
の
法
則
で
あ
っ
て
、
具
体
的

に
は
立
憲
君
主
制
を
経
て
共
和
制
へ
進
む
過
程
を
指
し
た
が
、
し
か
し
辛

亥
革
命
に
よ
っ
て
皇
帝
と
い
う
存
在
自
身
が
歴
史
の
舞
台
か
ら
消
え
去
っ

て
し
ま
い
、
康
有
為
の
立
憲
君
主
制
と
い
う
理
想
も
現
実
性
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
。
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章
炳
麟
は
列
強
の
富
国
強
兵
の
背
後
に
中
華
と
は
異
な
る
価
値
観
・
学

問
体
系
が
あ
る
こ
と
を
認
知
し
て
、
国
学
に
よ
っ
て
中
華
の
伝
統
や
歴
史

を
再
発
見
し
、
民
族
の
誇
り
を
呼
び
起
こ
そ
う
と
し
た
。
彼
は
古
文
経
学

か
ら
国
粋
と
い
う
概
念
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
光
復
す
る
た
め
に
種
族
革
命

を
唱
え
て
い
た）

3
（

。
一
九
一
九
年
に
「
サ
イ
エ
ン
ス
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を

旗
印
に
儒
教
批
判
を
主
張
す
る
五
四
新
文
化
運
動
に
お
い
て
、「
国
粋
」

や
「
尊
孔
読
経
」
を
唱
え
る
章
炳
麟
は
、
立
憲
改
革
論
者
康
有
為
と
と
も

に
保
守
反
動
的
と
批
判
さ
れ
た
が
、
民
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
章
炳
麟
が

国
学
を
大
成
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
時
代
遅
れ

だ
と
見
な
さ
れ
た
彼
も
五
四
愛
国
論
者
た
ち
の
思
い
に
相
通
じ
る
で
あ
ろ

う
。

　
章
炳
麟
に
お
け
る
社
会
進
化
論
に
は
、「
善
亦
進
化
、
悪
亦
進
化
」（
進

化
と
は
善
な
る
も
の
も
、
悪
な
る
も
の
も
と
も
に
進
化
す
る
）
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
「
倶
分
進
化
論
」
と
い
う
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
今
の

人
類
は
太
古
よ
り
生
活
は
豊
か
に
な
っ
た
が
、
文
明
の
利
器
に
よ
っ
て
多

く
の
同
類
が
殺
戮
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
批
判
し
て
、
こ
の
よ
う
な
進

化
論
を
仏
教
に
よ
っ
て
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。

　
宗
教
心
を
も
っ
て
強
い
意
志
を
激
励
す
る
仏
教
は
清
末
に
な
っ
て
改
革

志
士
た
ち
の
間
に
広
く
流
行
し
て
、
章
炳
麟
も
公
然
と
清
朝
打
倒
を
主
張

す
る
蘇
報
事
件
の
た
め
に
逮
捕
さ
れ
て
、
獄
中
で
日
々
仏
教
書
を
読
ん
で

三
年
間
過
ご
し
た
。
彼
は
と
り
わ
け
唯
識
な
ど
の
唯
心
哲
学
を
高
く
評
価

し
、
唯
識
は
実
証
分
析
的
且
つ
理
論
的
で
あ
る
点
が
考
証
学
に
通
ず
る
と

し
て
、
深
く
傾
倒
し
た
。
彼
は
、
仏
教
は
平
等
性
を
唱
え
る
の
で
、
満
州

に
過
ぎ
な
い
。
政
治
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
専
ら
全
人
類
の
中
の
あ
る

区
域
か
あ
る
部
分
の
人
の
利
益
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
…
…

こ
れ
か
ら
凡
そ
活
躍
し
て
尊
ば
れ
て
き
た
昔
の
学
説
が
皆
一
々
問
わ
れ
て

新
た
に
評
価
を
与
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
千
年
間
に
落
ち
ぶ
れ
て
沈
没
し
て

い
た
超
国
家
主
義

―
す
な
わ
ち
平
天
下
主
義
、
世
界
主
義
、
外
に
向
か

っ
て
妬
み
嫌
う
対
抗
主
義
で
は
な
い
こ
と
が

―
全
人
類
の
文
化
の
中
で

い
か
な
る
位
置
を
占
有
す
べ
き
か
、
正
に
容
易
く
言
う
こ
と
で
は
な
か
ろ

う
）
2
（

」
と
。
す
な
わ
ち
、
西
洋
文
明
の
理
性
主
義
や
科
学
主
義
が
自
国
の
利

益
を
守
る
た
め
に
他
国
を
圧
迫
す
る
武
器
に
も
な
っ
た
こ
と
に
疑
問
と
批

判
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
梁
啓
超
は
、
儒
家
思
想
が
人
類
文
化
の
発
展
に

資
す
る
普
遍
的
意
義
と
価
値
を
有
す
る
と
再
評
価
し
よ
う
と
し
た
点
に
お

い
て
、
中
国
近
代
新
儒
家
思
想
の
先
駆
者
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
。

　
社
会
進
化
論
に
よ
り
啓
蒙
さ
れ
た
が
、
帝
国
主
義
の
侵
略
に
反
発
す
る

た
め
、
中
国
伝
統
思
想
の
価
値
を
再
発
見
し
た
の
は
章
炳
麟
（
一
八
六
九

│
一
九
三
六
）
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
彼
も
や
は
り
戊
戌
変
法
後
、
日
本

へ
亡
命
し
、
梁
啓
超
の
影
響
で
様
々
な
西
洋
思
想
を
吸
収
し
た
。

　
一
九
〇
二
年
に
章
炳
麟
は
岸
本
能
武
太
の
『
社
会
学
』
を
翻
訳
し
た
。

こ
の
本
は
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
に
則
っ
て
書
か
れ

た
も
の
で
、
章
炳
麟
は
こ
の
本
か
ら
種
族
間
生
存
競
争
に
勝
つ
た
め
に
同

種
族
が
堅
く
団
結
し
、
他
種
族
に
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
社

会
進
化
観
を
獲
得
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
さ
ら
に
進
化
と
革
命
を

結
び
つ
け
て
、
す
な
わ
ち
進
化
と
は
生
存
競
争
で
あ
る
が
、
革
命
に
よ
っ

て
共
和
と
民
主
を
実
現
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
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な
西
洋
化
や
儒
教
を
旧
道
徳
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

（
民
主
）
と
サ
イ
エ
ン
ス
（
科
学
）
の
重
視
、
文
字
お
よ
び
文
学
改
革
な

ど
の
新
思
想
が
鼓
吹
さ
れ
て
、
学
生
な
ど
の
青
年
層
か
ら
圧
倒
的
な
支
持

を
受
け
て
い
た
。
ま
た
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
も
中
国
に

芽
生
え
る
こ
と
と
な
り
、
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
の
刺
激
も
加
わ
っ

て
、
つ
い
に
一
九
二
一
年
の
中
国
共
産
党
創
設
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

　
新
文
化
運
動
に
お
け
る
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
教
育
家
蔡
元

培
（
一
八
六
八
│
一
九
四
〇
）
は
五
四
運
動
に
深
く
関
与
し
て
い
た
。
彼

は
二
度
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
で
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
科
学
精
神
と
フ
ラ
ン
ス

革
命
の
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
て
、
民
権
と
女
性
の
権
利
を
提
唱
し
、
科

学
主
義
と
公
民
道
徳
教
育
の
充
実
に
よ
る
教
育
改
革
を
要
求
し
た
。

　
蔡
元
培
は
、
ド
イ
ツ
留
学
以
前
に
日
本
で
翻
訳
さ
れ
た
西
洋
学
の
書
を

通
し
て
、
彼
の
新
し
い
学
問
体
系
を
基
本
的
に
形
作
っ
て
い
た
。
彼
の
民

権
を
主
張
す
る
「
仏
教
護
国
論
」
は
、
実
は
井
上
円
了
の
宗
教
哲
学
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得
た
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。

　
一
方
、
蔡
元
培
に
よ
る
ケ
ー
ベ
ル
『
哲
学
要
領
』
の
中
国
語
訳
は
西
洋

哲
学
の
要
諦
を
中
国
人
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

パ
ウ
ル
ゼ
ン
の
『
倫
理
学
大
系
』
が
カ
ン
ト
哲
学
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る

と
評
価
し
て
、
そ
れ
を
『
倫
理
学
原
理
』
に
重
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中

国
に
お
い
て
倫
理
学
の
啓
蒙
を
な
そ
う
と
し
て
、
同
書
は
若
き
日
の
毛
沢

東
に
も
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
蔡
元
培
の
一
連
の
翻
訳
活
動
と
教
育
思
想
の
根
幹
を
な
す
も
の
と
言
え

族
と
漢
民
族
間
、
あ
る
い
は
君
臣
間
の
不
平
等
を
一
掃
す
る
こ
と
に
適
合

す
る
と
し
た
。
つ
ま
り
仏
教
の
平
等
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
社
会
進
化
論

の
影
響
で
当
然
視
さ
れ
て
い
た
「
弱
肉
強
食
」
に
異
を
唱
え
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

　
仏
教
を
西
洋
近
代
哲
学
に
関
連
づ
け
て
理
解
し
た
の
は
、
明
治
の
哲
学

者
に
よ
く
あ
っ
た
傾
向
で
あ
ろ
う
。
章
炳
麟
が
仏
教
を
カ
ン
ト
や
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
参
照
し
な
が
ら
読
ん
だ
の
は
、
こ
う
し
た
明
治
哲
学
の

方
向
と
関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
仏
教
を
強
調
す
る
理
由
は
退

廃
し
た
道
徳
を
回
復
さ
せ
て
果
敢
な
政
治
主
体
を
作
る
た
め
で
あ
り
、
ま

た
章
炳
麟
は
こ
の
よ
う
に
仏
教
な
ど
の
東
洋
伝
統
思
想
に
基
づ
い
て
西
洋

思
想
に
対
峙
し
、
徹
底
し
た
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
批
判
を
展
開
し
た

の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

4
（

。

二
　
西
洋
哲
学
の
融
合
と
変
容

　
五
四
運
動
と
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
り
、
パ
リ
講
和
会
議
に
お

い
て
山
東
省
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
権
益
が
中
国
に
返
還
さ
れ
ず
に
日
本
に

移
譲
さ
れ
た
こ
と
に
、
北
京
の
学
生
数
千
人
が
一
九
一
九
年
五
月
四
日
に

天
安
門
広
場
で
行
っ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
反
対
や
親
日
派
要
人
の
罷
免

な
ど
を
要
求
し
た
抗
議
活
動
だ
っ
た
が
、
や
が
て
北
京
か
ら
全
国
に
広
が

っ
て
、
抗
日
と
反
帝
国
主
義
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
る
大
衆
運
動
に
ま
で

発
展
し
て
し
ま
っ
た
。

　
文
化
的
な
背
景
と
し
て
、
一
九
一
五
年
に
起
き
た
啓
蒙
運
動
と
し
て
の

新
文
化
運
動
も
五
四
運
動
に
関
連
し
て
い
て
、
思
想
面
に
お
い
て
全
面
的
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し
て
い
た
。

　
一
九
一
九
年
に
胡
適
は
中
国
に
お
け
る
早
期
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
李

大
釗
と
「
問
題
と
主
義
」
論
争
を
起
こ
し
た
こ
と
で
当
時
か
ら
注
目
を
集

め
て
い
た
。
李
大
釗
は
欧
米
が
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
戦
後
処
理
で
日
本

の
要
求
を
呑
ん
だ
こ
と
に
失
望
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
に
転
向
し
、
中
国
共

産
党
の
創
設
に
努
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
胡
適
は
社
会
主
義
を
空
理
空

論
と
し
て
批
判
し
、
主
義
と
運
動
の
前
に
ま
ず
具
体
的
な
問
題
を
十
分
に

研
究
し
議
論
す
べ
き
だ
と
い
う
楽
観
主
義
を
唱
え
て
い
た
。『
新
青
年
』

が
無
政
府
主
義
や
共
産
主
義
へ
と
傾
い
て
政
治
を
語
る
よ
う
に
な
る
と
、

胡
適
は
『
新
青
年
』
を
離
れ
て
「
国
故
整
理
」
運
動
に
向
か
い
、
中
国
伝

統
的
歴
史
・
思
想
・
文
学
な
ど
の
整
理
や
研
究
に
没
頭
し
た
。
一
九
四
九

年
に
は
ハ
ワ
イ
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
東
西
哲
学
者
会
議
で
鈴
木
大

拙
と
禅
の
研
究
法
に
関
し
て
討
論
を
交
え
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。

　
同
時
期
の
哲
学
者
張
君
勱
（
一
八
八
七
│
一
九
六
九
）
も
西
洋
近
代
哲

学
の
受
容
を
経
て
、
中
国
伝
統
思
想
の
価
値
を
再
発
見
す
る
よ
う
に
な
っ

た
一
人
で
あ
ろ
う
。
張
は
一
九
〇
六
年
に
日
本
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
科

へ
留
学
し
た
際
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
思
想
家
ミ
ル
の
名
著
『
代
議
制
統

治
論
』
を
翻
訳
し
た
。
後
に
ド
イ
ツ
へ
留
学
し
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
国
際

法
、
政
治
学
や
経
済
学
を
勉
強
し
た
。

　
一
九
一
八
年
に
、
張
君
勱
は
梁
啓
超
ら
と
と
も
に
再
び
ド
イ
ツ
へ
遊
学

に
赴
き
、
人
間
の
精
神
意
志
の
重
要
性
を
唱
え
る
哲
学
者
ル
ド
ル
フ
・
オ

イ
ケ
ン
の
学
説
は
孔
子
に
通
じ
る
（「
孔
子
之
所
謂
以
誠
尽
人
性
物
性
者
、

ば
、
彼
が
「
新
教
育
に
対
す
る
意
見
」
で
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、「
世
間
」

と
い
う
も
の
に
は
、「
現
象
世
界
」
と
「
実
体
世
界
」（
本
体
世
界
）
が
あ

り
、
そ
し
て
現
象
世
界
か
ら
超
現
象
の
実
体
世
界
へ
の
条
件
と
し
て
は
自

由
が
必
須
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
蔡
元
培
の
教
育
と
く
に
美
育
に
対
す

る
重
視
は
、
彼
我
の
差
を
超
越
す
る
芸
術
・
美
学
を
通
し
て
現
象
世
界
に

お
け
る
「
有
限
的
可
了
解
的
事
実
」
か
ら
「
無
限
的
不
可
了
解
的
事
実
」

へ
接
近
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ゆ
え
に
美
育
は
世
界
観
教
育
の
重
要

な
る
内
容
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
蔡
元
培
の
美

学
思
想
は
実
は
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
深
い
影
響
を
受
け
て
い
た
と
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。

　
当
時
の
有
名
な
哲
学
者
の
胡
適
（
一
八
九
一
│
一
九
六
二
）
も
や
は
り
、

「
適
者
生
存survival of the fittest

」（
ス
ペ
ン
サ
ー
の
造
語
）
に
ち
な

ん
で
改
名
し
た
ほ
ど
の
、
進
化
論
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
。
後
に
ア
メ
リ
カ

の
哲
学
者
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
（D
ew
ey John, 1859-1952

）
の
も
と

で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
学
び
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
近
代
的
学
問
研
究
と

社
会
改
革
理
論
の
研
究
を
進
め
た
。

　
胡
適
は
少
年
期
に
厳
復
や
梁
啓
超
の
著
作
、
と
く
に
『
天
演
論
』
や
『
新

民
説
』
な
ど
に
よ
り
新
思
想
の
洗
礼
を
受
け
た
。
一
九
一
七
年
、
文
学
革

命
の
舞
台
に
な
っ
た
雑
誌
『
新
青
年
』
に
「
文
学
改
良
芻
議
」
と
い
う
文

章
を
ア
メ
リ
カ
か
ら
寄
稿
し
、
理
論
面
で
文
学
革
命
運
動
を
応
援
し
た
。

彼
は
七
年
間
の
ア
メ
リ
カ
で
の
留
学
体
験
を
通
じ
て
、
中
国
儒
家
文
化
に

お
い
て
個
人
と
し
て
の
中
国
人
が
存
在
し
な
い
と
厳
し
く
批
判
し
て
、

「
健
全
な
る
個
人
主
義
」
の
育
成
を
唱
え
る
「
イ
プ
セ
ン
主
義
」
を
主
張
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洋
的
理
性
主
義
や
科
学
主
義
の
限
界
に
対
し
て
反
省
し
よ
う
と
す
る
思
潮

も
現
れ
て
き
た
こ
と
は
否
認
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
人
生
観
に
お
い
て
は
東
西
哲
学
に
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
信
じ
る

張
君
勱
は
東
西
文
明
に
つ
い
て
比
較
研
究
を
行
い
、
儒
学
な
ど
の
中
国
伝

統
思
想
を
復
興
さ
せ
て
、
中
国
の
民
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
喚
起
す
る
よ

う
努
め
て
い
た
。
彼
は
『
新
儒
家
思
想
史
』
を
書
き
、
儒
学
を
哲
学
に
再

構
築
す
る
作
業
を
通
じ
て
大
き
な
影
響
力
を
発
揮
し
た
た
め
、
近
代
新
儒

家
運
動
の
先
駆
者
で
あ
る
と
後
世
で
は
大
い
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
新
儒
家
（
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
フ
ュ
ー
シ
ャ
ニ
ズ
ム
）
と
は
五
四
新
文
化
運

動
以
来
の
全
面
的
西
洋
化
の
思
潮
に
対
し
て
、
中
国
伝
統
文
化
の
価
値
を

認
め
顕
揚
し
よ
う
と
す
る
学
者
た
ち
を
指
し
、
彼
ら
に
お
い
て
思
想
的
相

違
は
あ
る
が
、
そ
の
共
通
的
傾
向
と
し
て
は
、
西
洋
哲
学
の
枠
組
み
と
概

念
を
も
っ
て
、
儒
教
だ
け
で
な
く
、
仏
教
や
老
荘
思
想
な
ど
に
つ
い
て
新

た
な
解
釈
を
施
し
、
そ
れ
ら
を
西
洋
哲
学
と
融
合
さ
せ
る
こ
と
で
、
中
国

伝
統
文
化
の
価
値
を
現
代
に
蘇
ら
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
時
期
に
な
る
と
、
西
洋
哲
学
を
無
批
判
の
吸
収
か
ら
む
し
ろ
融
合
と

変
容
の
動
向
に
変
化
し
、
新
儒
家
思
潮
は
ま
さ
に
そ
の
現
れ
と
言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

　
新
儒
家
の
代
表
者
熊
十
力
（
一
八
八
五
│
一
九
六
八
）
は
、
あ
る
民
族

が
存
続
す
る
た
め
に
は
、
自
己
の
哲
学
と
文
化
を
も
つ
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
と
考
え
て
、
胡
適
ら
の
〝
全
盤
西
化
〞
の
主
張
を
批
判
し
て
い
た
。

熊
は
儒
学
に
対
し
て
徹
底
的
な
反
省
を
加
え
、
仏
教
と
く
に
唯
識
学
と
融

合
さ
せ
て
、
思
弁
的
で
緻
密
な
中
国
化
し
た
哲
学
を
独
創
し
て
、
代
表
作

即
奥
氏
所
謂
以
精
神
生
活
貫
彻
心
物
二
者
也
」）
と
考
え
て
、
オ
イ
ケ
ン

の
門
に
入
っ
て
勉
強
し
た
。
従
っ
て
張
君
勱
は
唯
心
論
の
立
場
に
立
っ

て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
や
唯
物
論
の
台
頭
を
猛
烈
に
批
判
し
て
い
た
。

　
政
治
に
お
い
て
は
、
張
君
勱
は
「
国
家
社
会
主
義
」
を
主
張
し
て
、「
絶

対
的
愛
国
主
義
」、「
漸
進
的
社
会
主
義
」、「
修
正
さ
れ
た
民
主
政
治
」
な

ど
を
主
張
し
、
階
級
観
念
や
暴
力
革
命
を
否
定
し
て
い
た
。
彼
は
中
国
を

救
う
た
め
に
、
ま
ず
理
想
的
政
党
を
創
設
し
、
人
民
を
教
育
し
て
、
後
に

理
性
的
政
治
が
必
ず
実
現
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
、
一
九
三
二
年
四
月

に
、
張
東
蓀
）
5
（

ら
と
中
国
国
家
社
会
党
を
北
京
で
秘
密
に
結
成
し
た
わ
け
で

あ
る
。

　
張
君
勱
は
一
九
二
三
年
に
い
わ
ゆ
る
「
科
学
と
玄
学
」（
こ
こ
で
は
人

生
観
を
指
す
）
と
い
う
大
論
争
を
起
こ
し
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
五
四

運
動
の
時
代
に
、
知
識
人
た
ち
は
「
德
先
生
（
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
＝
民
主
）、

赛
先
生
（
サ
イ
エ
ン
ス
＝
科
学
）」
に
崇
拝
し
て
い
た
。
し
か
し
一
九
二

三
年
二
月
四
日
に
張
は
清
華
大
学
で
講
演
を
行
っ
て
こ
う
言
っ
た
。「
所

以
以
人
生
观
与
科
学
对
举
者
、
谓
科
学
有
一
定
之
公
例
者
也
、
人
生
观
则

可
以
人
类
意
志
左
右
其
间
」
と
。
つ
ま
り
科
学
は
客
観
的
な
も
の
で
、
因

果
律
に
支
配
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
人
生
観
と
い
う
も
の
は
主
観
的
な
も

の
で
、
自
由
意
志
の
表
現
で
あ
る
の
で
、
科
学
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
と
主
張
し
た
。
張
の
論
調
に
対
し
て
、
さ
っ
そ
く
梁
啓
超
や
胡
適
、
張

東
蓀
お
よ
び
科
学
者
の
丁
文
江
ら
が
本
体
論
や
認
識
論
、
自
然
観
や
歴
史

観
な
ど
の
多
方
面
か
ら
反
論
や
批
判
を
し
て
い
た
が
、
こ
の
「
科
玄
論
争
」

を
き
っ
か
け
に
、
五
四
運
動
前
後
に
思
想
界
に
根
深
く
浸
透
し
て
き
た
西
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た
儒
教
の
精
神
に
法
っ
た
郷
村
建
設
運
動
の
思
想
的
実
践
を
果
た
す
た
め

に
、
山
東
省
の
郷
村
建
設
の
指
導
を
自
ら
行
っ
た
。
彼
の
郷
村
建
設
理
論

は
西
洋
起
源
の
資
本
主
義
的
・
社
会
主
義
的
な
近
代
化
と
は
異
な
り
、
伝

統
や
地
域
の
現
実
に
根
ざ
し
た
農
村
や
農
民
中
心
の
ア
ジ
ア
的
な
近
代
化

建
設
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
梁
漱
溟
は
代
表
作
「
東
西
文
化
と
そ
の
哲
学
」
に
お
い
て
、
東
西
文
化

に
つ
い
て
の
比
較
研
究
を
通
じ
、
自
然
と
の
対
立
を
主
張
す
る
西
洋
文
化

が
様
々
な
限
界
を
露
呈
し
て
き
た
今
日
に
こ
そ
、
自
然
と
の
調
和
を
重
視

す
る
東
洋
文
化
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
、
人
類
の
抱
え
る
諸
問
題

が
今
後
解
決
さ
れ
る
と
い
う
方
針
を
唱
え
て
い
た
。

　
一
方
、
新
儒
家
の
一
人
で
あ
る
馮
友
蘭
は
新
中
国
に
お
い
て
、
毛
沢
東

に
「
唯
心
主
義
」
と
批
判
さ
れ
る
立
場
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
立
場

と
方
法
論
を
も
っ
て
本
格
的
に
哲
学
研
究
を
行
う
よ
う
に
転
向
し
て
き

た
。
馮
友
蘭
は
、
一
九
一
九
年
に
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
留
学
し
、
ア
ン

リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
、
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル

の
影
響
を
受
け
て
い
た
。
一
九
二
四
年
に
代
表
作
『
人
生
哲
学
』
に
お
い

て
、
新
実
在
論
と
い
う
観
点
を
打
ち
出
し
た
。
そ
し
て
、
馮
は
さ
ら
に
そ

の
新
実
在
論
を
も
っ
て
、
中
国
儒
学
と
り
わ
け
程
朱
理
学
に
お
け
る
重
要

な
概
念
や
理
念
に
再
解
釈
を
施
し
、
独
自
な
「
新
理
学
」
の
哲
学
体
系
を

樹
立
し
た
。
一
九
三
四
年
に
中
国
人
自
身
の
手
に
よ
る
初
の
『
中
国
哲
学

史
』（
上
下
冊
）
を
完
成
し
た
こ
と
で
、「
中
国
哲
学
」
と
い
う
学
問
体
系

の
確
立
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
た
。

　
新
中
国
以
来
、
馮
友
蘭
は
そ
の
新
理
学
の
立
場
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義

の
『
新
唯
識
論
』（
一
九
四
四
年
）
に
お
い
て
、
新
儒
家
に
お
け
る
哲
学

思
想
の
主
な
内
容
を
展
開
し
た
。
熊
十
力
の
弟
子
た
ち
も
新
儒
家
の
代
表

的
哲
学
者
と
し
て
活
躍
し
、
中
国
語
圏
の
思
想
界
に
巨
大
な
影
響
力
を
与

え
て
い
る
。

　
弟
子
と
し
て
一
九
四
九
年
以
後
、
台
湾
そ
し
て
香
港
を
拠
点
に
活
躍
し

て
い
た
牟
宗
三
（
一
九
〇
九
│
一
九
九
五
）
は
思
想
的
立
場
と
し
て
、
儒

学
だ
け
で
な
く
、
老
荘
思
想
や
仏
教
な
ど
中
国
の
伝
統
思
想
全
般
に
わ
た

っ
て
体
系
的
な
再
構
成
を
行
っ
て
お
り
、
と
く
に
孔
孟
や
陸
王
の
学
説
を

「
正
脈
」
と
し
て
い
る
一
方
で
、
程
朱
理
学
は
儒
学
本
来
の
趣
旨
か
ら
外

れ
て
い
る
と
し
た
な
ど
、
師
で
あ
る
熊
十
力
よ
り
も
、
独
自
の
体
系
と
見

方
を
打
ち
立
て
た
。

　
牟
宗
三
に
お
い
て
は
と
く
に
カ
ン
ト
哲
学
と
儒
家
思
想
と
を
融
合
さ
せ

る
こ
と
で
儒
家
思
想
の
形
而
上
学
を
構
築
す
る
こ
と
を
最
大
の
特
徴
と
し

て
い
る
。
カ
ン
ト
哲
学
の
精
密
な
解
釈
の
上
に
、
中
国
思
想
の
立
場
か
ら

そ
の
超
克
の
道
を
模
索
し
た
代
表
的
な
仕
事
と
し
て
、
特
徴
あ
る
訳
語
と

注
釈
を
も
つ
三
批
判
書
（
カ
ン
ト
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
付
け
』
お

よ
び
『
実
践
理
性
批
判
』、
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
カ
ン
ト
『
判

断
力
批
判
』）
の
中
国
語
訳
と
、
牟
の
著
作
の
『
現
象
と
物
自
体
』
は
、

儒
家
哲
学
と
カ
ン
ト
哲
学
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
独
自
の
哲
学
的
立
場

を
述
べ
た
こ
と
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
新
儒
家
の
中
で
新
中
国
に
お
い
て
活
躍
し
た
哲
学
者
と
し
て
、
梁
漱
溟

（
一
八
九
三
│
一
九
八
八
）
と
馮
友
蘭
（
一
八
九
五
│
一
九
九
〇
）
が
代

表
的
だ
と
見
な
さ
れ
る
。
梁
は
一
九
二
八
年
に
「
村
治
」
と
し
て
提
唱
し
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中
国
最
初
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
一
人
と
さ
れ
て
、
中
国
共
産
党
の
創

立
に
関
わ
っ
た
李
大
釗
（
一
八
八
九
│
一
九
二
七
）
は
一
九
一
三
年
に
日

本
へ
留
学
し
て
、
早
稲
田
大
学
政
治
学
科
で
学
ん
で
い
た
時
に
、
日
本
に

お
け
る
先
駆
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
河
上
肇
ら

の
著
作
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
に
接
触
し
て
、
深
い
感
銘
を
受
け
て
い
た
。

ロ
シ
ア
革
命
が
起
こ
る
翌
年
の
一
九
一
八
年
一
一
月
に
『
新
青
年
』
に
論

文
を
発
表
し
、
ロ
シ
ア
革
命
の
勝
利
を
評
価
し
て
、
中
国
人
民
の
決
起
を

呼
び
か
け
た
。
同
年
に
李
大
釗
は
、
北
京
大
学
で
学
生
た
ち
と
「
マ
ル
ク

ス
学
説
研
究
会
」
を
作
り
、
胡
適
と
「
問
題
と
主
義
」
を
め
ぐ
っ
て
論
争

し
た
際
に
、
中
国
の
社
会
問
題
を
根
本
的
に
解
決
す
る
に
お
い
て
は
、
マ

ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
唯
物
論
に
指
導
さ
れ
な
く
て
は
成
功
で
き
な
い
と
強

調
し
て
、
中
国
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
の
先
駆
者
だ
と
評
価
さ
れ

て
い
た
。

　
李
大
釗
の
「
私
の
マ
ル
ク
ス
主
義
観
」
と
い
う
文
章
は
中
国
に
お
け
る

本
格
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
紹
介
で
あ
る
が
、
そ
の
前
半
が
、
河
上
肇
の

「
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
の
理
論
的
体
系
」（
一
九
一
九
年
）
に
基
本
的
に

依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
後
藤
延
子
に
よ
り
解
明
さ
れ
、
ま
た
そ
の
『
資
本

論
』
の
経
済
学
的
部
分
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
福
田
徳
三
の
著
作
『
続
経

済
学
研
究
』
所
収
の
論
文
「
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
三
巻
研
究
の
一
節
」、

「
マ
ル
ク
ス
の
不
変
・
可
変
資
本
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
固
定
・
流
通
資

本
と
の
関
係
」、
さ
ら
に
「
難
解
な
る
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
」
と
『
続
経

済
学
講
義
』
の
一
部
に
基
本
的
に
依
拠
し
た
と
詳
し
く
論
証
さ
れ
て
い

た
）
7
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
李
大
釗
の
こ
の
論
文
は
中
国
に
お
け
る
マ
ル
ク

哲
学
を
方
法
論
に
中
国
哲
学
を
研
究
す
る
よ
う
に
転
向
し
て
、
そ
の
研
究

成
果
と
し
て
は
、『
中
国
哲
学
史
新
编
』（
第
一
、
二
册
）
お
よ
び
七
卷
本

『
中
国
哲
学
史
新
编
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

三
　
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
中
国
化

　
新
儒
家
学
派
の
西
洋
近
代
哲
学
の
枠
組
み
や
概
念
で
中
国
伝
統
学
術
を

再
構
築
と
は
異
な
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
は
中
国
に
お
い
て
摂
取
│
中

国
化
と
い
う
も
う
一
つ
の
東
西
融
合
の
道
を
歩
ん
で
き
た
。
中
国
共
産
党

の
創
立
者
の
一
人
で
あ
る
陳
独
秀
（
一
八
七
九
│
一
九
四
二
）
は
、
一
九

〇
一
年
か
ら
新
宿
の
成
城
学
校
に
留
学
し
て
い
た
際
に
、
留
学
生
の
間
に

高
ま
っ
て
い
た
満
州
族
の
清
王
朝
を
打
倒
す
る
民
族
主
義
革
命
の
思
潮
に

影
響
さ
れ
て
い
た
。

　
一
九
一
五
年
九
月
に
、
陳
独
秀
は
啓
蒙
雑
誌
『
新
青
年
』
の
編
集
長
を

担
任
し
て
、
封
建
的
儒
教
思
想
を
脱
却
し
、
西
洋
文
化
を
受
容
し
て
新
し

い
文
化
を
作
り
出
そ
う
と
青
年
た
ち
に
呼
び
か
け
た
。
陳
は
儒
教
の
思
想

を
中
国
二
〇
〇
〇
年
以
来
の
専
制
政
治
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
と
ら
え
、

そ
こ
か
ら
の
人
間
解
放
を
強
く
主
張
し
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
な
る
と
、

陳
独
秀
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
傾
倒
し
、『
新
青
年
』
を
主
に
マ
ル
ク
ス
や

レ
ー
ニ
ン
の
文
献
を
紹
介
す
る
場
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
「
科
玄
論
争
」
に
お
い
て
、
陳
独
秀
は
中
国
共
産
党
の
初
期

の
最
高
指
導
者
の
一
人
で
あ
る
瞿
秋
白
）
6
（

ら
と
と
も
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立

場
か
ら
議
論
に
加
わ
り
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
唯
物
論
に
つ
い
て
積
極
的

に
宣
伝
し
普
及
し
て
い
た
。
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い
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
運
用
と
発
展
と
し
て
中
国
で
評
価
さ

れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
民
族
の
存
亡
こ
そ
が
最
大
な
緊
急
課
題
で

あ
っ
た
中
国
近
代
の
始
め
に
お
い
て
、
悪
用
（
康
有
為
）
や
修
正
（
章
炳

麟
）
さ
れ
な
が
ら
、
社
会
進
化
論
や
啓
蒙
思
想
は
中
国
知
識
人
に
維
新
変

法
の
理
論
根
拠
を
提
供
し
て
い
た
。
辛
亥
革
命
か
ら
五
四
運
動
の
時
代
に

お
い
て
、
西
洋
哲
学
に
お
け
る
民
主
主
義
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
社
会
主
義
、

自
由
主
義
、
共
和
主
義
、
そ
れ
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
中
国
に
紹
介
さ
れ
吸
収
さ
れ
た
。
し
か
し
、
や
が
て
帝

国
主
義
侵
略
に
対
す
る
反
発
と
し
て
の
民
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭

や
、
西
洋
的
科
学
至
上
主
義
な
ど
の
限
界
の
露
呈
に
伴
い
、
儒
家
思
想
な

ど
の
中
国
伝
統
文
化
の
価
値
を
現
代
に
蘇
ら
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
新
儒
家
と

い
う
東
西
哲
学
の
融
合
を
図
る
思
潮
が
現
れ
て
き
た
。
一
方
、
ロ
シ
ア
革

命
を
き
っ
か
け
に
中
国
に
輸
入
さ
れ
て
き
た
マ
ル
ク
ス
主
義
は
中
国
革
命

の
過
程
に
お
い
て
受
容
さ
れ
発
展
さ
れ
つ
つ
、
つ
い
に
毛
沢
東
思
想
と
し

て
そ
の
中
国
化
を
果
た
し
た
。
唯
物
史
観
は
生
物
学
的
進
化
論
と
は
違
っ

て
、
人
類
社
会
の
進
化
は
生
産
力
の
発
展
に
よ
る
と
解
釈
す
る
が
、
中
国

に
お
け
る
早
期
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
ほ
と
ん
ど
進
化
論
か
ら
転
向
し
て

き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
近
代
初
期
の
社
会
進
化
論
は
そ
の
唯
物
史
観
の
受

容
の
思
想
的
下
地
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
す
で
に
近
代
的
民
族
国
家
創
設
と
い
う
目
標
を
達
成
し
た
今
日

ス
主
義
哲
学
伝
播
史
に
お
い
て
歴
史
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
否
認
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
画
期
的
な
論
文
は
毛
沢
東
の
マ
ル
ク
ス
主

義
理
解
に
も
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
社
会
的
反
響
が

大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
は
中
国
に
輸
入
さ
れ
て
か
ら
、
社
会
改
造
の
理
論

根
拠
と
し
て
中
国
革
命
を
指
導
し
な
が
ら
、
ま
た
中
国
革
命
の
実
践
に
よ

っ
て
変
容
し
発
展
さ
せ
ら
れ
て
、
つ
い
に
毛
沢
東
思
想
と
い
う
形
で
そ
の

中
国
化
を
成
し
遂
げ
た
。
毛
沢
東
思
想
は
毛
沢
東
個
人
の
思
想
と
は
区
別

さ
れ
て
、
毛
沢
東
を
主
要
な
代
表
と
す
る
中
国
の
共
産
主
義
者
が
、
マ
ル

ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
基
本
的
原
理
に
基
づ
き
、
中
国
革
命
の
実
践
経

験
を
理
論
的
に
総
括
し
て
作
り
上
げ
た
、
中
国
の
実
情
に
適
し
た
科
学
的

な
指
導
思
想
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　
毛
沢
東
思
想
の
主
要
概
念
に
新
民
主
主
義
論
が
あ
る
が
、
そ
の
基
本
的

理
念
は
中
国
に
お
け
る
共
和
制
の
創
始
者
で
あ
る
孫
文
（
一
八
六
六
―
一

九
二
五
）
の
政
治
思
想
に
お
け
る
三
民
主
義
（
民
族
主
義
、
民
権
主
義
、

民
生
主
義
）
を
継
承
し
た
。
孫
文
の
三
民
主
義
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を

紐
帯
に
組
織
さ
れ
た
太
平
天
国
の
革
命
的
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
さ
ら
に
一

九
世
紀
の
進
化
論
、
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
思
想
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
説
な

ど
を
取
り
入
れ
て
、
中
国
社
会
の
実
情
に
適
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
民

族
の
独
立
と
人
権
の
尊
重
お
よ
び
社
会
的
平
等
の
実
現
を
目
指
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
毛
沢
東
思
想
は
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
史
観
に
よ
る
「
社
会
主

義
革
命
は
発
達
し
た
資
本
主
義
社
会
で
発
生
す
る
」
と
の
本
来
の
理
論
に

対
し
て
、
帝
国
主
義
段
階
の
後
進
国
と
し
て
の
中
国
の
実
情
に
相
応
し
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学
中
に
梁
啓
超
や
張
君
勱
と
知
り
合
っ
て
、
立
憲
派
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。

著
書
は
『
新
哲
学
論
叢
』、『
哲
学
と
科
学
』、『
道
徳
哲
学
』、『
知
識
と
文
化
』、

『
思
想
と
社
会
』、『
理
性
と
民
主
』
な
ど
が
あ
る
。

　（
6
）
瞿
秋
白
（
く
　
し
ゅ
う
は
く
）
は
、
五
四
運
動
に
参
加
し
、
李
大
釗
が
主
催

し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
会
に
加
入
し
た
。
一
九
二
三
年
に
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
の
歌
を
中
国
語
に
翻
訳
し
た
り
、
左
翼
作
家
連
盟
に
参
加
し
、
ロ
シ
ア

文
学
や
マ
ル
ク
ス
主
義
芸
術
論
を
翻
訳
し
た
り
し
て
、
文
芸
批
評
に
も
活
躍
し

て
い
た
。
漢
字
の
ラ
テ
ン
字
母
化
運
動
な
ど
を
起
こ
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て

い
る
。
上
海
大
学
で
教
え
て
い
た
時
に
、
弁
証
法
と
唯
物
論
な
ど
を
よ
く
紹
介

し
て
い
た
。

　（
7
）
後
藤
延
子
『
李
大
釗
思
想
研
究
』
中
国
社
会
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
〇

〇
│
一
二
四
頁
。

（
お
う
・
せ
い
、
日
本
哲
学
・
日
本
思
想
史
、

中
国
社
会
科
学
院
哲
学
研
究
所
研
究
員
）

の
中
国
に
お
い
て
、
東
西
哲
学
の
融
合
を
唱
え
る
新
儒
家
た
ち
の
思
想
的

営
為
が
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
同
時
に
、「
儒
学
」

か
ら
「
中
国
哲
学
」
へ
の
再
構
築
の
努
力
は
あ
く
ま
で
も
西
洋
の
「
哲
学
」

と
い
う
概
念
や
枠
組
み
を
も
っ
て
中
国
伝
統
思
想
を
解
釈
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
と
批
判
す
る
声
も
挙
が
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
論
争
は
「
哲
学
」

と
は
な
に
か
に
関
わ
る
根
本
的
問
題
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
注
目
に
値
す

る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　（
1
）
主
な
訳
書
：『
天
演
論
』
一
八
九
五
年
。
ハ
ク
ス
リ
ー
『
進
化
と
倫
理
』

（Evolution and ethics

）
の
翻
訳
。『
原
富
』
一
九
〇
二
年
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ

ス
『
諸
国
民
の
富
』（A

n inquiry into the nature and causes of the wealth 
of nations

）
の
翻
訳
。『
群
学
肄
言
』
一
九
〇
三
年
四
月
。
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス

ペ
ン
サ
ー
『
社
会
学
研
究
』（The Study of Sociology

）
の
翻
訳
。『
群
己
権

界
論
』
一
九
〇
三
年
九
月
。
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
『
自
由
論
』（O

n 
liberty

）
の
翻
訳
。『
社
会
通
銓
』
一
九
〇
四
年
一
月
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ジ
ェ
ン

ク
スA

 H
istory of Politics

の
翻
訳
。『
法
意
』
一
九
〇
九
年
。
モ
ン
テ
ス
キ

ュ
ー
『
法
の
精
神
』（L’esprit des lois

）
の
翻
訳
。

　（
2
）
梁
啓
超
「
先
秦
政
治
思
想
史
」『
飲
氷
室
文
萃
』
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇

三
年
、
四
頁
。

　（
3
）
そ
の
国
学
の
大
成
に
は
、
注
音
字
母
の
発
明
（
現
在
も
台
湾
で
使
わ
れ
て
い

る
）、「
中
華
民
国
」
と
い
う
呼
称
の
提
出
、
中
国
語
諸
方
言
を
音
韻
学
と
結
合

さ
せ
な
が
ら
研
究
し
た
こ
と
や
戴
震
『
孟
子
字
義
疏
証
』
の
思
想
的
意
義
の
顕

彰
等
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　（
4
）
小
林
武
『
章
太
炎
と
明
治
思
潮

―
も
う
一
つ
の
近
代
』
硏
文
出
版
、
二
〇

〇
六
年
、
九
五
頁
、
一
〇
一
頁
。

　（
5
）
張
東
蓀
（
一
八
八
六
―
一
九
七
三
）
は
近
代
に
お
い
て
唯
心
論
哲
学
者
と
し

て
活
躍
し
て
い
た
。
清
末
に
日
本
の
東
京
帝
国
大
学
、
東
洋
大
学
の
前
身
で
あ

っ
た
哲
学
館
に
留
学
し
て
、
西
洋
の
自
然
科
学
や
哲
学
に
接
触
し
て
い
た
。
留


