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戦
前
の
台
湾
に
生
ま
れ
戦
後
の
日
本
で
客
死
し
た
楊
杏
庭
（
一
九
〇
九
│
八
七
）

と
い
う
、
い
ま
で
は
忘
れ
ら
れ
た
思
想
家
が
い
る
。
一
九
六
一
年
に
主
著
『
歴

史
週
期
法
則
論
』（
弘
文
堂
）
が
日
本
語
で
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
ま
た

論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
忘
却
の
淵
に
沈
む
か

に
見
え
る
思
想
家
の
こ
の
著
作
を
取
り
上
げ
、
そ
の
歴
史
理
論
に
光
を
当
て
検

討
す
る
試
み
を
行
っ
て
み
た
い
と
思
う
）
1
（

。

　

い
ま
台
湾
中
央
研
究
院
に
お
い
て
二
〇
一
九
年
ま
で
三
年
間
の
予
定
で
、

「
日
治
臺
灣
哲
學
與
實
存
運
動
（
日
本
統
治
下
の
台
湾
哲
学
と
実
存
運
動
）」
と

題
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。「
實
存
運
動
（Existential 

M
ovem

ent

）」
と
は
、
大
日
本
帝
国
に
よ
る
植
民
地
化
と
い
う
状
況
に
お
い
て

台
湾
の
知
識
人
が
み
ず
か
ら
の
存
在
を
賭
け
て
同
化
に
抵
抗
し
て
い
っ
た
動
き

を
意
味
し
て
お
り
）
2
（

、
楊
杏
庭
の
一
九
三
〇
年
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
思
想
も
ま

た
、
こ
の
動
き
に
連
な
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
し
た
思
想
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
今
後
の
研
究
に
俟
つ
こ

と
と
し
、
こ
こ
で
は
「
哲
学
的
歴
史
理
論
の
構
築
」
と
い
う
わ
た
し
の
問
題
関

心
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
書
の
読
解
と
評
価
を
試
み
た
い
。

　

は
じ
め
に
ひ
と
こ
と
言
え
ば
、『
歴
史
週
期
法
則
論
』
の
著
者
が
「
實
存
運

動
」
の
他
の
思
想
家
の
よ
う
に
ど
こ
ま
で
「
歐
美
哲
學
（
欧
米
哲
学
）」
に
よ
っ

て
「
武
装
」
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
、
そ
も
そ
も
こ
の
著
作
が
「
哲
学
書
」

と
言
え
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
著
者
自
身
が
そ
の

「
自
序
」
で
「
歴
史
学
の
立
場
」
で
書
か
れ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（cf.

自

序
三
）
3
（

）。
と
は
い
え
戦
前
期
日
本
の
大
学
で
「
哲
学
」
を
学
ん
だ
人
物
な
ら
で

は
の
、
実
証
史
学
の
枠
組
み
を
大
き
く
超
え
た
「
歴
史
理
論
」
の
著
作
で
こ
れ

が
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う
）
4
（

。
以
下
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
こ
の
書
物
を

取
り
上
げ
、
哲
学
的
歴
史
理
論
の
観
点
か
ら
の
読
解
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
楊
杏
庭
の
経
歴
と
『
歴
史
週
期
法
則
論
』
成
立
の
経
緯
に
触
れ
（
一
）、

「
歴
史
週
期
法
則
」
と
か
れ
が
呼
ぶ
も
の
の
基
本
枠
組
み
を
略
述
す
る
（
二
）。

次
い
で
、
そ
の
根
本
に
あ
る
い
さ
さ
か
問
題
含
み
の
諸
前
提
を
指
摘
し
た
う
え

で
（
三
）、
そ
こ
か
ら
現
在
な
お
学
び
う
る
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
を
考
え
る

こ
と
に
し
た
い
（
四
）。

楊
杏
庭
の
「
歴
史
週
期
法
則
論
」

鹿
　
島
　
　
　
徹
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一
　
楊
杏
庭
の
生
涯
と
『
歴
史
週
期
法
則
論
』
の
成
立
・
出
版

　

独
自
の
歴
史
理
論
の
構
築
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
た
思
想
家
に
ふ
さ
わ
し
く
、

楊
杏
庭
は
生
涯
を
歴
史
の
激
動
に
大
き
く
左
右
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の

履
歴
に
つ
い
て
は
本
人
が
書
き
遺
し
て
い
る
も
の
も
含
め
て
い
く
つ
か
の
資
料

が
あ
り
）
5
（

、
そ
れ
ら
に
は
相
矛
盾
す
る
記
述
も
見
ら
れ
る
が
、
本
稿
執
筆
中
の
本

年
（
二
〇
一
八
年
）
五
月
一
日
に
、
中
国
語
版
「
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
（
維
基
百

科
）」
に
「
楊
杏
庭
」
と
い
う
項
目
が
立
項
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
こ
で
経

歴
の
細
部
や
他
の
著
作
・
論
文
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
は
そ
の
記
述
に
委
ね
、

以
下
簡
略
に
か
れ
の
生
涯
の
各
時
期
を
概
観
し
て
ゆ
こ
う
。

　

ま
ず
戦
前
・
戦
中
の
経
歴
を
見
る
と
、
一
九
〇
九
年
、
現
在
の
台
中
市
清
水

区
に
生
ま
れ
、
台
中
師
範
学
校
卒
業
の
の
ち
公
学
校
に
勤
務
す
る
か
た
わ
ら
、

一
九
三
二
年
に
は
高
等
学
校
教
員
検
定
に
合
格
し
て
い
る
。
次
い
で
一
九
三
五

年
に
は
東
京
文
理
科
大
学
の
哲
学
科
に
入
学
し
て
三
九
年
に
卒
業
）
6
（

。
そ
の
翌
年

の
一
九
四
〇
年
、
三
十
一
歳
の
年
に
中
国
大
陸
に
渡
っ
て
、
汪
兆
名
を
首
班
と

す
る
南
京
政
府
の
成
立
と
と
も
に
そ
の
教
育
部
の
委
員
と
な
り
、
国
立
中
央
大

学
、
さ
ら
に
は
浙
江
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
づ
い
て
日
本
の
敗
戦
か
ら
再
来
日
ま
で
の
動
静
に
目
を
移
す
な
ら
、
一
九

四
六
年
に
南
京
教
育
局
督
学
に
就
任
し
、
翌
年
に
は
内
政
部
委
員
と
し
て

「
二
・
二
八
事
件
」
直
後
の
台
湾
を
視
察
し
、
報
告
書
を
ま
と
め
る
な
ど
し
た

と
い
う
。
そ
の
後
一
九
四
九
年
に
中
華
民
国
政
府
の
移
転
と
時
を
同
じ
く
し
て

台
湾
に
移
住
し
、
臺
灣
銀
行
特
約
研
究
員
な
ど
を
務
め
た
の
ち
、
一
九
五
〇
年

か
ら
五
三
年
に
か
け
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
公
費
留
学
を
三
度
に
わ
た
り
試

み
た
が
、
こ
れ
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
。
本
人
は
そ
れ
を
蒋
介
石
政
権
の
妨
害

に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
が
（cf.

「
自
序
」
二
）、
そ
の
点
は
い
ま
は
措
い
て
、

転
じ
て
留
学
先
を
ふ
た
た
び
日
本
に
求
め
た
か
れ
は
一
九
五
三
年
に
東
京
に
わ

た
り
、
翌
年
東
京
文
理
科
大
学
の
研
究
科
（
大
学
院
）
に
入
学
す
る
。
こ
の
た

び
は
哲
学
で
は
な
く
中
国
哲
学
・
中
国
史
学
を
専
攻
し
、
指
導
教
員
は
『
史
記
』

の
日
本
語
全
訳
で
知
ら
れ
る
小
竹
文
夫
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
再
来
日
直
後
の
こ
と
だ
が
、
楊
杏
庭
は
当
時
す
で
に
日
本
に
わ
た
っ
て

い
た
廖
文
毅
の
知
遇
を
得
て
「
臺
灣
民
主
獨
立
黨
」
の
秘
密
党
員
に
な
り
、
一

九
五
五
年
に
成
立
し
た
「
臺
灣
臨
時
議
會
」
の
中
央
委
員
兼
宣
伝
部
長
を
務
め

た
と
さ
れ
て
い
る
。資
料
に
は
見
え
な
い
が
、お
そ
ら
く
翌
五
六
年
成
立
の
「
臺

灣
共
和
國
臨
時
政
府
」
に
も
な
ん
ら
か
の
し
か
た
で
か
か
わ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
）
7
（

。

　

と
こ
ろ
が
五
十
二
歳
の
年
に
あ
た
る
一
九
六
一
年
、
こ
の
「
臺
灣
民
主
獨
立

黨
」
を
離
れ
て
『
歴
史
週
期
法
則
論
』
を
出
版
し
、
在
籍
す
る
東
京
文
理
科
大

学
に
お
い
て
前
年
に
論
文
審
査
を
申
請
し
て
い
た
博
士
学
位
の
取
得
を
目
指
す
。

単
純
化
し
て
言
う
な
ら
、
現
実
政
治
か
ら
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
キ
ャ
リ
ア
の
追
求

に
転
じ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
新
旧
の
学
制
の
切
り
替
え
に
と
も
な
う
規
則
上

の
理
由
に
よ
っ
て
、
学
位
審
査
が
無
効
で
あ
る
と
の
通
知
を
受
け
る
こ
と
と
な

り
、
か
れ
の
志
は
成
就
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
の
後
の
人
生
に
つ
い
て
は
、死
後
出
版
さ
れ
た
自
伝
『
受
難
者
』
を
執
筆
・

完
成
さ
せ
る
か
た
わ
ら
、
一
九
七
〇
年
に
「
楊
逸
舟
」
と
い
う
筆
名
で
『
太
平
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洋
戦
争
前
夜
』
と
『
台
湾
と
蒋
介
石
』
を
、
一
九
七
九
年
・
八
三
年
に
『
蒋
介

石
評
伝
』
上
下
二
巻
を
出
版
す
る
な
ど
し
た
の
ち
、
最
後
は
一
九
八
七
年
に
東

京
都
内
の
病
院
に
お
い
て
七
十
七
歳
で
逝
去
し
た
と
い
わ
れ
る
。

　

次
い
で
楊
杏
庭
の
主
著
『
歴
史
週
期
法
則
論
』
の
成
立
に
つ
い
て
、
か
れ
自

身
が
語
る
と
こ
ろ
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
（
以
下
「
自
序
」
一
〜
二
参
照
）。

　

こ
の
著
作
で
提
唱
さ
れ
る
「
歴
史
週
期
」
な
る
も
の
を
か
れ
が
は
じ
め
て

（
そ
の
表
現
に
よ
れ
ば
）「
発
見
」
し
た
の
は
、
最
初
に
東
京
文
理
科
大
学
で
学

ん
で
い
た
一
九
三
七
年
、
日
中
戦
争
勃
発
を
機
に
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の
機
縁
と
な
っ
た
の
は
、
当
時
の
大
日
本
帝
国
軍
部
が
示
し
た
中
国
へ
の
侵

攻
・
征
服
に
つ
い
て
の
見
通
し
へ
の
疑
問
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は

第
四
節
で
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

そ
の
「
発
見
」
を
な
し
た
楊
杏
庭
は
、
下
っ
て
南
京
滞
在
中
の
一
九
四
五
年

か
ら
四
七
年
ま
で
に
、
中
国
語
で
千
五
百
枚
に
及
ぶ
『
歴
史
週
期
法
則
論
』
の

原
稿
を
書
き
上
げ
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
原
稿
は
当
時
の
イ
ン
フ
レ
と
政
治

情
勢
の
た
め
出
版
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
一
九
四
九
年
に
台
湾
に
戻
っ
て
か

ら
も
、
そ
の
内
容
が
国
民
党
政
府
批
判
を
暗
黙
の
う
ち
に
含
ん
で
い
た
た
め
な

の
か
、
刊
行
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
米
国
に
わ
た
っ
て
英
訳
し
よ
う
と
企

て
た
が
、
そ
れ
は
実
現
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
東
京
文
理
科
大
学
に
ふ

た
た
び
籍
を
置
い
て
、
中
国
語
原
稿
を
「
五
分
の
一
」
に
縮
め
た
日
本
語

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
し
て
、
一
九
六
一
年
に
刊
行
に
漕
ぎ
つ
け
た
と
い
う
。
そ
の

さ
い
に
は
た
ん
に
全
体
を
縮
め
た
だ
け
で
な
く
新
し
く
書
き
加
え
も
し
た
こ
と

は
、
著
作
中
に
一
九
五
〇
年
代
の
情
勢
に
つ
い
て
頻
繁
に
言
及
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

な
お
あ
る
資
料
に
よ
る
と
、
先
立
つ
一
九
五
三
年
に
す
で
に
日
本
語
訳
に
着

手
し
、
翌
五
四
年
に
「
自
費
出
版
」
し
た
と
の
こ
と
だ
が
）
8
（

、
そ
の
自
費
出
版
本

の
存
在
を
わ
た
し
は
確
認
し
て
い
な
い
。
現
在
手
に
入
る
の
は
「
一
九
六
一
年

三
月
十
日
初
版
発
行
」
と
奥
付
に
あ
る
弘
文
堂
出
版
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し

管
見
に
入
っ
た
か
ぎ
り
で
は
、
こ
れ
に
は
付
録
と
し
て
袋
入
り
の
「
図
表
」
二

葉
が
付
い
て
い
る
も
の
と
付
い
て
い
な
い
も
の
と
が
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の
「
図

表
」
は
遅
れ
て
六
月
に
印
刷
さ
れ
、
あ
と
か
ら
付
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
）
9
（

。

本
文
に
「
図
表
」
へ
の
言
及
が
随
所
に
見
ら
れ
る
の
で
、
楊
杏
庭
と
し
て
は
本

文
と
図
表
と
を
一
体
に
し
て
ひ
と
つ
の
著
作
と
考
え
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
）
10
（

。

二
　「
歴
史
週
期
法
則
論
」
の
大
要

　

以
上
を
踏
ま
え
て
『
歴
史
週
期
法
則
論
』
の
内
容
を
概
観
し
て
ゆ
こ
う
。

　

た
だ
し
五
〇
〇
頁
に
お
よ
ぶ
こ
の
著
作
は
、「
緒
論
」
と
「
本
論
」
と
に
分

か
れ
て
お
り
、
う
ち
「
緒
論
」
が
全
体
の
四
分
の
一
ほ
ど
か
ら
な
り
、「
本
論
」

に
四
分
の
三
以
上
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
本
論
」
は
中
国
史
に
焦
点
を

絞
り
、
古
代
か
ら
現
代
に
ま
で
い
た
る
中
国
社
会
の
「
週
期
法
則
現
象
」
を
各

段
階
に
わ
た
り
詳
し
く
叙
述
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
こ
こ
で
は
必
要
な
か
ぎ
り
で
「
本
論
」
の
叙
述
を
参
照
し
つ
つ
も
、

「
緒
論
」
に
読
解
の
的
を
絞
り
た
い
。
こ
の
「
緒
論
」
は
「
歴
史
週
期
法
則
の
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基
本
原
理
」
と
の
副
題
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
楊
杏
庭
自
身
「
同
時
に
結
論
を

兼
ね
て
い
る
」（「
自
序
」
四
）
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
歴
史
週
期
法
則
論
の
基

本
主
張
と
理
論
枠
組
み
と
を
、
そ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
１
）
反
比
例
週
期
法
則

　
「
歴
史
週
期
法
則
」
と
は
独
特
の
用
語
で
あ
る
（
英
語
表
記
で
は“the law
 

of historical cycles ”
と
な
る
）
11
（

）。
理
論
内
容
と
し
て
も
楊
杏
庭
独
自
の
も
の

で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
第
一
に
「
反
比
例
週
期
法
則
」、
第
二
に
「
平
行
法
則
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
か
ら
な
る
。
こ
の
ふ
た
つ
は
並
立
す
る
の
で
は
な
い
。
第
一

の
「
反
比
例
週
期
法
則
」
に
支
配
さ
れ
た
時
代
が
続
い
た
あ
と
、
そ
れ
と
時
間

的
に
あ
る
程
度
重
な
る
し
か
た
で
第
二
の
「
平
行
法
則
」
に
従
う
時
代
が
や
っ

て
く
る
。
要
す
る
に
本
質
的
に
異
な
っ
た
時
代
社
会
を
そ
れ
ぞ
れ
支
配
す
る
、

ふ
た
つ
の
異
な
っ
た
法
則
で
そ
れ
ら
は
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
第
一
の
「
反
比
例
週
期
法
則
」（the law

 of the inverse propor-

tionate cycle

）
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。
こ
の
法
則
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
の
表

現
に
込
め
ら
れ
て
い
る
〈
週
期
性
〉
と
〈
反
比
例
関
係
〉
と
い
う
ふ
た
つ
の
側

面
か
ら
接
近
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

ａ
．
週
期
性
）
12
（

　

こ
の
法
則
は
「
週
期
的
循
環
の
治
乱
の
法
則
」（35

）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

統
治
権
力
に
よ
っ
て
社
会
が
治
め
ら
れ
、
平
和
状
態
が
あ
る
程
度
続
い
た
と
し

て
も
「
一
定
期
間
を
経
過
す
れ
ば
必
ず
内
乱
や
革
命
が
勃
発
」
す
る
。
し
か
し

そ
の
の
ち
に
ふ
た
た
び
「
割
合
に
長
い
間
の
平
和
が
恢
復
さ
れ
る
」（ibid.

）。

歴
史
を
貫
く
こ
の
よ
う
な
興
亡
治
乱
の
「
循
環
的
運
行
」（89

）、
そ
れ
を
法
則

化
し
た
と
さ
れ
る
の
が
こ
の
第
一
の
法
則
で
あ
る
。

　

そ
の
「
循
環
的
運
行
」
の
「
週
期
」
を
、
本
書
は
大
中
小
の
三
つ
の
レ
ベ
ル

に
区
分
し
て
い
る
。

　

ま
ず
「
小
週
期
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
百
年
ほ
ど
続
く
も
の
で
、
そ
の
末
期
に
は

内
乱
が
発
生
す
る
。
次
い
で
こ
の
小
週
期
は
約
百
年
ご
と
の
サ
イ
ク
ル
で
継
起

し
て
、「
草
創
期
（
形
成
期
）」
か
ら
「
拓
展
期
」、
そ
し
て
「
崩
潰
期
」
を
画

す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
都
合
約
三
百
年
で
ひ
と
つ
の
「
中
週
期
」
の
循

環
が
完
了
す
る
（cf.15, 36

）。
も
と
よ
り
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
、
だ
い
た
い

の
と
こ
ろ
ひ
と
つ
の
王
朝
な
い
し
政
権
の
持
続
は
、
こ
の
「
中
週
期
」
の
真
ん

中
に
あ
た
る
百
五
十
年
ご
ろ
を
境
に
「
興
隆
期
」
と
「
衰
亡
期
」
と
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
、
最
終
的
に
は
三
百
年
ご
ろ
に
衰
弱
し
て
滅
亡
す
る
こ
と
に
な
る

と
さ
れ
る
（cf.38

）。

　

こ
の
中
週
期
を
う
ち
に
含
む
七
、
八
百
年
ほ
ど
の
大
き
な
単
位
が
「
大
週
期
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
を
形
成
す
る
。
こ
れ
は
今
日
「
文
明
」
と
い
う
言
葉
で
わ
た

し
た
ち
が
理
解
し
て
い
る
も
の
と
見
な
し
て
大
過
な
い
よ
う
だ
）
13
（

。
す
な
わ
ち
本

書
の
例
示
で
言
え
ば
、西
洋
に
お
い
て
は
「
第
一
大
週
期
」
が
エ
ジ
プ
ト
文
明
・

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
、「
第
二
大
週
期
」
が
ギ
リ
シ
ア
文
明
、「
第
三
大
週
期
」

が
ロ
ー
マ
の
文
化
的
繁
栄
、「
第
四
大
週
期
」
が
ス
ペ
イ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
の
ラ

テ
ン
文
化
形
象
、「
第
五
大
週
期
」
が
ゲ
ル
マ
ン
と
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
形
象
、

そ
し
て
最
後
に
「
第
六
大
週
期
」
が
ロ
シ
ア
や
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
半
島
と
な
る

（cf.80ff.

）。
こ
れ
に
た
い
し
て
中
国
五
千
年
の
歴
史
は
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
た
七
、
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八
百
年
を
週
期
と
す
る
「
六
大
週
期
」
を
描
い
て
「
盛
衰
と
治
乱
」
を
繰
り
返

し
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
（cf.116

）。
そ
れ
を
詳
述
す
る
の
が
本
書
「
本
論
」

の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

ｂ
．
反
比
例
関
係

　

続
い
て
「
反
比
例
週
期
法
則
」
の
「
反
比
例
」
と
い
う
言
葉
で
本
書
が
表
現

し
よ
う
と
し
て
い
る
事
柄
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
れ
は
右
の
歴
史
の
「
中
週
期
」

の
内
実
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
王
朝
・
政
権

の
週
期
的
な
興
亡
に
見
ら
れ
る
「
一
貫
し
た
共
通
の
原
因
」（37

）
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
ま
ず
歴
史
週
期
法
則
の
基
本
概
念
を
「
武
力
」「
道
徳
」「
制

度
」「
文
化
」「
経
済
」「
人
口
」
の
六
つ
と
す
る
。

　

そ
の
最
初
の
三
つ
、
す
な
わ
ち
「
武
力
」「
道
徳
」「
制
度
」
が
「
権
力
主
体
」

の
基
本
条
件
に
な
る
（cf.40

）。
こ
の
「
権
力
主
体
」
は
、
右
に
見
た
よ
う
に

三
つ
の
小
週
期
の
循
環
を
経
て
死
滅
し
、
他
の
権
力
主
体
に
取
っ
て
代
わ
る
と

い
う
。
こ
れ
ら
三
つ
の
基
本
条
件
の
う
ち
「
道
徳
」
は
「
武
力
」
を
裏
づ
け
る

も
の
、「
制
度
」
は
「
武
力
」
と
「
道
徳
」
が
確
立
さ
れ
て
の
ち
法
令
を
施
行

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（cf.68

）。
そ
の
た
め
い
ま
は
「
武
力
」
の
み
を
取

り
上
げ
る
と
、
そ
れ
は
当
初
の
九
年
か
ら
三
〜
四
十
年
が
「
群
雄
割
拠
」
の
時

期
、
続
く
七
〜
八
十
年
が
「
太
平
」
の
期
間
、
二
百
年
目
ご
ろ
に
は
衰
弱
し
て

内
乱
鎮
圧
の
困
難
な
時
期
を
迎
え
、
三
百
年
目
に
は
新
興
の
軍
事
力
の
前
に

「
潰
散
」
す
る
と
い
う
（cf.43

）。
中
週
期
内
部
に
お
け
る
「
武
力
」
の
こ
の
週

期
的
な
起
伏
は
、「
道
徳
」
と
「
制
度
」
に
も
だ
い
た
い
当
て
は
ま
る
と
さ
れ

て
い
る
（cf.46ff.

）。

　

さ
て
こ
の
権
力
主
体
の
興
亡
の
過
程
と
ま
さ
に
「
反
比
例
」
的
に
、
残
り
の

三
つ
、
つ
ま
り
「
文
化
」「
経
済
」「
人
口
」
は
、
不
断
に
歴
史
的
発
展
を
遂
げ

る
の
だ
と
い
う
。

　

そ
の
う
ち
「
文
化
」
に
だ
け
絞
っ
て
見
る
と
、
各
中
週
期
の
当
初
に
は
「
武

力
」
が
高
揚
し
て
戦
乱
が
続
く
た
め
に
「
文
化
」
は
低
落
す
る
。
だ
が
そ
の
末

期
に
は
「
文
化
」
が
栄
え
て
「
文
弱
」
に
流
れ
、
そ
の
た
め
に
剛
毅
の
精
神
が

蝕
ま
れ
て
「
武
力
」
が
弱
体
化
す
る
。
こ
の
「
文
化
」
自
体
も
各
中
週
期
に
お

い
て
一
定
の
段
階
を
歩
む
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
百
年
ご
と
に
「
蓓
蕾
期
」

「
開
花
期
」「
結
実
期
」
と
ひ
と
ま
ず
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。（
こ
の
命
名

が
以
下
に
も
問
題
に
す
る
本
書
の
有
機
体
論
的
思
考
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ

る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。）
江
戸
期
に
例
を
と
れ
ば
、
第
一
に
「
元
禄
文
化
」、

第
二
に
「
文
化
文
政
時
代
」、
そ
し
て
第
三
に
渡
辺
崋
山
・
滝
沢
馬
琴
ら
の
活

躍
し
た
幕
末
期
が
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
に
当
た
る
と
い
う
（cf.50ff.

）。

　

こ
の
よ
う
な
「
武
力
」「
道
徳
」「
制
度
」
か
ら
な
る
「
政
治
」
と
、「
文
化
」

「
経
済
」「
人
口
」
と
の
相
互
関
係
を
本
書
は
立
ち
入
っ
て
説
明
し
て
い
る
が

（cf.68f.

）、
そ
の
詳
細
は
こ
こ
で
は
省
略
し
た
い
。
以
上
要
す
る
に
「
文
化
」

の
発
展
、
さ
ら
に
は
そ
れ
と
お
お
む
ね
同
一
の
径
路
を
た
ど
る
「
経
済
」
お
よ

び
「
人
口
」
の
発
展
は
、「
武
力
」
を
基
軸
に
す
る
「
権
力
主
体
」
の
興
隆
と

滅
亡
に
た
い
し
「
反
比
例
」
の
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
ら
文
化
・
経
済
・
人
口
の

動
向
は
「
権
力
主
体
」
の
滅
亡
・
断
絶
を
惹
起
す
る
要
因
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、

同
時
に
そ
う
し
た
「
権
力
主
体
」
の
循
環
的
死
滅
を
生
き
延
び
て
連
続
的
に
膨
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張
を
続
け
る
。
歴
史
は
こ
の
意
味
で
「
非
連
続
の
連
続
」
を
な
す
と
見
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
（cf.15, 70

）。

　

以
上
の
よ
う
に
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
一
般
に
「
文
明
史
観
」
と
総
称
さ
れ
る

立
場
と
の
類
似
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
書
「
緒
論
」
第
十
章
に
お
い
て
も
、

司
馬
遷
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
、
ヴ
ィ
ー
コ
、
ダ
ニ
レ
フ
ス
キ
ー
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
、

ト
イ
ン
ビ
ー
の
「
週
期
的
思
想
」
に
関
説
し
て
、
自
説
と
共
通
す
る
諸
点
を
指

摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
ト
イ
ン
ビ
ー
の
『
歴
史
の
研
究
』
に
つ
い
て
、「
政
治

史
の
み
に
偏
重
し
」
て
い
る
と
指
摘
し
、
歴
史
週
期
法
則
論
は
文
化
・
人
口
・

経
済
が
政
治
史
と
反
比
例
週
期
を
描
く
と
す
る
点
で
こ
れ
と
「
基
本
的
に
相
違

し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
（cf.124

）。
じ
っ
さ
い
本

書
「
本
論
」
に
お
い
て
中
国
五
千
年
の
歴
史
を
詳
述
す
る
に
あ
た
り
、
各
時
代

の
政
治
史
（
政
治
週
期
現
象
）
と
同
等
の
頁
数
を
費
や
し
て
文
化
・
経
済
・
人

口
史
（
逆
比
例
週
期
現
象
）
に
つ
い
て
概
説
し
て
い
る
。「
反
比
例
関
係
」
の

観
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
と
文
化
・
経
済
・
人
口
を
区
別
し
つ
つ
重

層
的
に
叙
述
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
２
）
平
行
法
則

　

次
に
、
以
上
の
「
反
比
例
週
期
法
則
」
と
並
ぶ
第
二
の
「
平
行
法
則
」（the 

law
 of parallelism

）
に
目
を
向
け
よ
う
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
し
か
し
、
第
一
の
法
則
ほ
ど
多
く
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

第
一
の
法
則
に
従
う
治
乱
興
亡
の
時
代
と
は
異
な
る
状
態
、
す
な
わ
ち
特
定
の

王
朝
や
政
権
の
勃
興
・
支
配
・
衰
退
が
生
じ
な
い
状
態
を
貫
く
も
の
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
し
か
も
こ
れ
は
比
較
的
最
近
の
現
象
で
あ
る
と
い
う
。

　

比
較
的
最
近
の
現
象
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
治
乱
興
亡
な
き
状
態
を
本

書
は
、
英
国
に
お
い
て
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
革
命
に
よ
り
そ
の
後
三
百
年
に
わ

た
っ
て
内
乱
が
途
絶
え
て
い
る
と
い
う
事
態
に
見
て
と
る
。
こ
う
し
た
「
人
類

歴
史
始
ま
っ
て
以
来
の
、
た
だ
一
つ
の
例
外
現
象
」（16

）
が
可
能
に
な
っ
た
。

そ
こ
に
お
い
て
は
、
王
権
か
ら
民
権
へ
の
移
行
が
生
じ
、
そ
れ
ゆ
え
に
相
対
立

す
る
党
派
が
武
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
議
会
で
の
討
論
を
行
っ
て
政
策
を
決
定

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
は
こ
の
議
会
で
の
討
論
を
も
っ
て
従
来
の
内
乱

に
取
っ
て
代
え
る
に
い
た
っ
た
の
だ
と
い
う
（ibid.

）。
こ
の
歴
史
上
唯
一
の
例

外
を
手
が
か
り
に
し
て
「
平
行
法
則
」
な
る
も
の
は
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

こ
こ
で
「
平
行
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
本
書
に

は
説
明
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
一
元
的
な
武
力
的
専
制
支
配
で
は
な
く

〈
平
和
裡
に
討
論
を
行
う
対
立
党
派
が
併
存
し
な
が
ら
社
会
が
進
展
す
る
〉
と

い
う
事
態
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
本
書
刊
行

に
先
立
っ
て
一
九
五
六
年
に
楊
杏
庭
が
発
表
し
た
論
文
「
歴
史
週
期
法
則
成
立

可
能
の
試
論
」
を
見
る
と
「
革
命
や
内
乱
が
な
い
か
ら
し
て
、
文
化
・
人
口
・

経
済
等
の
平
和
組
織
は
一
切
破
壊
さ
れ
ず
、
故
に
反
比
例
週
期
の
法
則
に
対
し

て
、
わ
た
し
は
平
行
法
則
と
名
づ
け
た
）
14
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
政
治
権

力
が
文
化
・
人
口
・
経
済
を
一
時
的
に
停
滞
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
文
化
が

政
治
を
衰
弱
さ
せ
る
こ
と
も
な
く
、
と
も
に
発
展
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
を
意
味

す
る
と
理
解
す
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
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以
上
の
よ
う
に
歴
史
上
「
た
だ
一
つ
の
例
外
現
象
）
15
（

」
と
見
な
す
も
の
を
も
っ

て
「
法
則
」、
す
な
わ
ち
普
遍
的
理
法
と
い
う
べ
き
も
の
を
定
立
す
る
と
い
う

こ
の
手
続
き
は
、
い
か
に
も
奇
妙
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
わ
た

し
の
推
測
に
な
る
が
、〈
こ
の
「
平
行
法
則
」
が
「
反
比
例
週
期
法
則
」
に
取
っ

て
代
わ
っ
て
こ
れ
か
ら
の
人
類
史
を
貫
く
と
こ
ろ
の
「
法
則
」
に
な
る
〉
と
の

著
者
の
予
見
が
こ
こ
に
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
法
則
」

に
も
と
づ
く
こ
れ
か
ら
の
歴
史
過
程
は
、
一
言
で
い
え
ば
「
週
期
性
を
含
ま
な

い
、〝
相
対
主
義
〞
に
よ
る
相
互
限
定
の
平
和
的
発
展
」（17

）
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
平
行
法
則
」
な
る
も
の
を
定
式
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は

本
書
が
ト
イ
ン
ビ
ー
ら
の
文
明
史
観
が
語
り
だ
す
〈
歴
史
循
環
論
〉
に
は
と
ど

ま
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
自
序
」
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
本
書
が

提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
「
平
和
理
論
」（
自
序
二
）
と
し
て
の
意
義
を
も

つ
も
の
、
治
乱
興
亡
が
も
は
や
生
じ
な
い
、
そ
の
意
味
で
歴
史
が
振
り
出
し
に

戻
ら
な
い
状
態
を
指
向
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
理
論
を

「
多
く
の
史
実
に
基
づ
い
て
必
然
的
に
導
き
だ
」（ibid.

）
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

著
者
・
楊
杏
庭
の
自
負
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
　
本
書
の
理
論
的
根
本
前
提

　

以
上
「
歴
史
週
期
法
則
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
内
実
を
な
す
ふ
た
つ
の
「
法

則
」
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
と
な
る
ポ
イ
ン
ト
を
見
て
き
た
。
こ
の
ユ
ニ
ー
ク

な
理
論
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
が
史
実
を
説
明
す
る
の
に
十
分
で

あ
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
が
、
し
か
し
本
稿
で
は
視
野
を
限
定
し
て
、
そ
れ

が
立
脚
す
る
根
本
前
提
に
現
代
的
視
点
か
ら
批
評
の
目
を
向
け
る
こ
と
に
し
た

い
。

（
１
）「
歴
史
法
則
」

　

最
初
に
問
題
と
す
べ
き
根
本
前
提
は
、
そ
も
そ
も
歴
史
に
は
「
法
則
」
が
支

配
し
て
い
る
と
い
う
仮
定
で
あ
る
。

　

歴
史
の
発
展
に
は
「
法
則
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
客
観
的
真
理
と
し
て
把
握
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
周
知
の
よ
う
に
十
八
世
紀
後
半
の
西

欧
に
起
源
を
も
つ
思
想
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
世
界
史
の
哲
学
」

に
お
い
て
定
式
化
し
、
さ
ら
に
ス
タ
ー
リ
ン
が
マ
ル
ク
ス
と
レ
ー
ニ
ン
の
権
威

の
も
と
「
史
的
唯
物
論
」
と
し
て
ド
グ
マ
化
し
、
二
十
世
紀
の
思
想
と
政
治
に

大
き
な
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
っ
た
。
本
書
は
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
マ
ル
ク

ス
に
た
い
し
き
わ
め
て
批
判
的
な
論
評
を
随
所
で
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
逆

に
言
え
ば
、
か
れ
ら
の
歴
史
理
論
に
取
っ
て
代
わ
る
歴
史
法
則
を
定
式
化
し
よ

う
と
の
野
望
を
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（cf.

自
序
三
）。

　

ひ
る
が
え
っ
て
二
十
世
紀
後
半
以
降
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
歴
史
理
論
の

「
歴
史
法
則
」
に
た
い
す
る
態
度
は
と
言
え
ば
、
個
々
の
歴
史
事
象
の
説
明
に

さ
い
し
て
「
法
則
」
的
知
識
が
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
で
あ
れ
ば
、

カ
ー
ル
・
Ｇ
・
ヘ
ン
ペ
ル
以
来
そ
れ
な
り
に
活
発
に
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

数
千
年
に
わ
た
る
歴
史
を
統
一
的
に
支
配
す
る
「
法
則
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
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と
は
、
た
と
え
ば
分
析
的
歴
史
哲
学
の
代
表
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
ア
ー
サ
ー
・

Ｃ
・
ダ
ン
ト
ー
に
よ
っ
て
、
歴
史
言
明
の
論
理
構
造
に
背
馳
す
る
「
実
体
的
歴

史
哲
学
」
と
し
て
退
け
ら
れ
て
い
る
）
16
（

。
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル

に
な
ら
っ
て
こ
う
し
た
趨
勢
を
「
大
き
な
物
語
の
終
焉
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き

よ
う
。

　

本
書
が
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
を
批
判
し
つ
つ
な
お
「
歴
史
法
則
」
の
存
在

を
仮
定
す
る
論
拠
は
、
社
会
学
や
経
済
学
に
お
い
て
タ
ル
ド
の
「
模
倣
の
法
則
」

や
マ
ル
サ
ス
の
「
人
口
法
則
」
な
ど
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
当
時
の
理

論
状
況
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
社
会
学
・
経
済
学
が
「
人
間
生
活
の
集
団

的
形
態
を
研
究
す
る
科
学
」
で
あ
る
の
な
ら
、
歴
史
学
が
扱
う
現
象
に
も
「
本

質
的
な
法
則
」
が
支
配
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー

が
論
拠
に
な
っ
て
い
る
（cf.1

）。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
ゆ
え
に
本
書
は
、「
歴
史
法
則
」
と
は
社
会
学

な
ど
の
法
則
と
同
じ
く
「
蓋
然
的
な
も
の
」
に
と
ど
ま
る
と
認
め
る
こ
と
に
な

る
。
す
る
と
そ
の
帰
結
と
し
て
、
過
去
の
「
例
外
現
象
」
を
ど
の
よ
う
に
「
基

本
法
則
」
か
ら
「
解
釈
し
ま
た
は
論
証
す
る
か
」
と
い
う
難
問
に
逢
着
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
た
と
え
ば
王
莽
が
皇
帝
権
を
十
五
年
に
わ
た
り
簒
奪
し
た
こ
と
は

「
新
王
朝
の
週
期
革
命
」
と
見
な
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
直
前
の
週
期
の
掉
尾

を
な
す
も
の
と
捉
え
る
か
と
い
っ
た
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
（cf.71

）。
さ
ら
に

は
こ
れ
ま
で
の
中
国
史
全
体
の
十
五
次
に
わ
た
る
中
週
期
の
う
ち
、
じ
つ
に
四

中
週
期
（
春
秋
・
戦
国
・
南
北
朝
・
元
）
を
「
例
外
」
と
み
な
す
結
果
に
も
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
）
17
（

。

（
２
）「
歴
史
の
全
体
生
命
」

　

本
書
の
第
二
の
仮
定
は
、
き
わ
め
て
形
而
上
学
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
。

「
歴
史
の
全
体
生
命
」
と
称
さ
れ
る
も
の
の
想
定
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
「
歴
史
の
全
体
生
命
」
と
は
本
書
に
よ
れ
ば
、
一
方
で
は
そ
れ
を
「
推
動
さ

せ
る
原
動
力
」
で
あ
る
「
統
治
権
力
」、
他
方
で
は
そ
の
権
力
の
「
客
体
」
で

あ
る
「
人
民
」
な
い
し
「
国
民
」
と
か
ら
な
る
（cf.4

）。
こ
の
両
者
が
「
制
度
」

を
通
じ
て
互
い
に
連
関
し
な
が
ら
「
一
つ
の
歴
史
の
全
体
生
命
と
し
て
運
行
」

（68

）
す
る
。
も
と
よ
り
「
統
治
権
力
」
は
先
に
見
た
よ
う
に
お
お
よ
そ
三
百

年
の
週
期
で
滅
亡
に
い
た
る
が
、「
人
民
」
は
そ
れ
を
超
え
て
存
続
し
、「
新
生

命
を
得
て
つ
ぎ
の
発
展
的
活
動
を
展
開
す
る
」（15

）。
そ
れ
ゆ
え
「
歴
史
生
命

の
全
体
」
は
、
統
治
権
力
の
興
亡
を
う
ち
に
含
み
つ
つ
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て

は
「
死
滅
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」（36f.

）。「
民
族
の
全
体
生
命
は
、
不
断

に
伸
展
膨
脹
す
る
」（49

）
の
だ
と
い
う
。

　

政
治
・
文
化
・
経
済
の
一
切
を
う
ち
に
含
ん
で
持
続
す
る
こ
の
よ
う
な
歴
史

の
基
礎
単
位
の
想
定
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
世
界
史
の
哲
学
」
に
お
け
る
「
民
族

精
神
」
を
想
起
さ
せ
よ
う
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
明
確
な
相
違
が
あ
る
。「
民

族
精
神
」
の
上
位
に
「
世
界
精
神
」
を
想
定
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
た
い
し
、
本
書

は
こ
の
世
界
精
神
な
る
も
の
は
「
形
而
上
学
的
な
仮
定
」
で
あ
る
と
し
て
退
け

る
（cf.4

）。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
民
族
精
神
」
は
こ
の
「
世

界
精
神
」
の
一
段
階
を
な
す
も
の
と
し
て
、
次
の
「
民
族
精
神
」
に
取
っ
て
代

わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
書
で
は
、
こ
の
「
民
族
精
神
」
の
対
応
物
と
い

う
べ
き
「
民
族
の
全
体
生
命
」
が
「
永
遠
」
に
「
連
続
的
発
展
」（ibid.

）
を
遂
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げ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
書
は
歴
史
の
基
礎
単
位
を
、
永
続
的
な
「
民
族
の
全
体
生
命

の
綜
合
的
活
動
」（36

）
と
す
る
。
す
る
と
こ
こ
で
た
だ
ち
に
浮
上
す
る
の
は
、

永
遠
に
発
展
す
る
「
民
族
」
と
い
う
単
位
の
想
定
は
歴
史
的
に
成
立
し
た
も
の

で
は
な
い
か
と
の
疑
問
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
じ
つ
は
本
書
自
体
が

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
全
体
生
命
は
、
家
族
・
氏
族
・
部
族
な
ど
へ
と

膨
脹
的
発
展
を
と
げ
て
民
族
生
命
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
の
は
、
十
七
・
八
世
紀

の
近
代
国
家
主
義
の
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
っ
た
」（3

）、
と
。
と
す
る
な
ら
、

「
歴
史
の
全
体
生
命
」
な
る
も
の
の
単
位
を
一
般
に
「
民
族
」
と
す
る
こ
と
は
、

近
代
に
成
立
し
た
も
の
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
歴
史
的
始
源
に
投
影
す
る
と
い
う
操

作
に
よ
っ
て
成
立
し
た
近
代
的
仮
構
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
「
歴
史
の
全
体
生
命
」
と
い
う
表
現
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ

に
は
有
機
体
の
生
命
活
動
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
働
い
て
い
る
。
と
い
う
の
も
本

書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
一
般
に
生
命
体
は
、
時
間
の
継
起
と
と
も
に
「
緊

張
と
弛
緩
」
の
交
替
と
い
う
「
律
動
的
状
態
」
を
形
成
す
る
。
こ
れ
は
生
命
体

の
一
生
涯
の
み
な
ら
ず
日
・
月
・
年
の
あ
い
だ
に
も
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
「
緊
張
と
弛
緩
」
が
交
錯
す
る
「
波
動
起
伏
の
状
態
」
は
「
週
期
法
則
の
現

象
」
を
形
成
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
集
団
生
活
も
ま
た
「
歴
史
生
命
」
を

形
成
し
て
、
同
様
の
「
緊
張
と
弛
緩
の
起
伏
状
態
」
を
有
す
る
こ
と
は
「
論
を

待
た
な
い
」、
と
（cf.37f.

）。
こ
の
よ
う
に
個
別
的
生
命
体
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

に
お
い
て
措
定
さ
れ
た
「
歴
史
の
全
体
生
命
」
と
は
、
有
機
体
論
的
な
根
本
仮

定
に
も
と
づ
く
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
３
）「
進
歩
」

　

こ
の
有
機
体
論
的
歴
史
理
解
は
、
本
書
が
「
歴
史
の
進
歩
」
を
自
明
と
見
な

し
て
い
る
点
と
か
か
わ
り
が
あ
る
。
歴
史
の
基
礎
単
位
が
生
命
体
と
し
て
成
長

す
る
と
見
る
こ
と
と
、
歴
史
過
程
を
「
進
歩
」
と
捉
え
る
こ
と
は
、
不
即
不
離

の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
歴
史
の
進
歩
」
と
は
、
本
書
が
過
去
の
事
象
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず

同
時
代
の
政
治
体
制
に
つ
い
て
論
評
す
る
さ
い
に
も
、
尺
度
と
し
て
用
い
て
い

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
当
時
の
ソ
連
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
論

評
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
経
済
平
等
の
革
命
」
を
行
っ
た
点
で
ソ
連
は
「
正
し

い
進
歩
の
方
向
を
辿
っ
て
い
る
」。
け
れ
ど
も
、「
平
等
に
よ
っ
て
自
由
を
否
定

す
る
点
は
、
反
動
的
」
な
の
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
「
世
界
の
進
歩
」
に
遅

れ
て
内
乱
が
突
発
す
る
可
能
性
な
し
と
し
な
い
、
と
（cf.25ff.

）。

　
〈
歴
史
が
全
人
類
的
規
模
に
お
い
て
進
歩
す
る
〉
と
い
う
主
張
の
基
礎
づ
け

は
、
西
欧
近
代
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
な
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
カ
ン
ト
に

お
い
て
は
、
個
々
の
人
間
に
「
非
社
交
的
社
交
性
」
を
付
与
し
、
人
間
の
完
成

は
そ
れ
を
介
し
て
類
的
次
元
で
実
現
す
る
よ
う
に
仕
組
ん
だ
「
自
然
の
意
図
」

な
る
も
の
の
想
定
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
れ
ば
〈
自
己

認
識
を
本
質
と
し
・
そ
の
本
質
の
実
現
の
た
め
に
自
己
を
外
化
し
た
う
え
で
・

そ
の
外
化
し
た
も
の
の
う
ち
に
自
己
を
認
識
し
自
己
実
現
に
い
た
る
〉
と
い
う

「
精
神
」
の
動
的
本
質
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て

本
書
で
は
「
歴
史
が
進
歩
す
る
」
と
は
、
あ
る
種
の
断
定
、
す
な
わ
ち
「
人
に

訴
え
る
論
法
（argum

entum
 ad hom

inem

）」
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
て
い
る
よ
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う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
歴
史
は
原
始
か
ら
文
明
へ
と
、
進
歩
し
て

き
た
こ
と
は
何
人
も
否
む
こ
と
は
で
き
な
い
」（74

）
と
い
う
言
い
方
が
そ
れ

で
あ
る
。

　

歴
史
が
全
人
類
的
規
模
で
進
歩
す
る
と
い
う
西
欧
近
代
的
な
信
念
は
、
二
十

世
紀
の
二
次
に
わ
た
る
世
界
大
戦
や
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
、
福
島
に
お
け
る
原

子
力
発
電
所
事
故
な
ど
に
よ
っ
て
、
大
き
く
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
理
論
的

に
は
す
で
に
一
九
三
〇
年
代
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
や
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
哲
学
的
歴
史
理
論
の
立
場
か
ら
深

刻
な
批
判
が
な
さ
れ
て
も
い
る
。
な
る
ほ
ど
現
在
で
は
科
学
技
術
が
飛
躍
的
に

発
展
を
遂
げ
つ
つ
あ
り
、
そ
の
発
展
は
加
速
度
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
は
た
し
て
人
類
の
「
進
歩
」
を
意
味
す
る
の
か
ど
う
か
、
道
徳
性
の
向

上
の
み
な
ら
ず
、
平
等
で
自
由
な
社
会
を
生
み
出
す
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

多
く
の
ひ
と
が
懐
疑
的
で
あ
る
だ
ろ
う
。
進
歩
を
「
何
人
も
否
む
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
語
る
こ
と
は
、
現
在
で
は
有
効
と
は
思
え
な
い
と
い
う
の
が
、
率
直

な
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
　
時
代
診
断
と
将
来
の
予
測

　

以
上
の
よ
う
に
、
そ
の
根
本
前
提
を
共
有
す
る
こ
と
が
現
在
に
お
い
て
は
困

難
な
楊
杏
庭
の
「
歴
史
週
期
法
則
論
」
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
か

れ
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
理
論
を
構
想
す
る
に
い
た
っ
た
の
か
、
そ
の
動
機
に
ま

で
立
ち
戻
り
、
そ
こ
か
ら
折
り
返
し
て
、
ど
の
よ
う
な
将
来
の
歴
史
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
を
か
れ
が
提
示
し
て
い
る
の
か
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
１
）
歴
史
法
則
定
立
の
動
機

　

歴
史
週
期
法
則
の
定
立
と
い
う
こ
と
、
楊
杏
庭
自
身
の
言
葉
で
は
そ
の
「
発

見
」
と
い
う
こ
と
を
行
っ
た
の
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
日
中
戦
争
勃
発
時

に
お
け
る
日
本
軍
部
の
中
国
大
陸
制
圧
に
つ
い
て
の
、
楽
観
的
に
し
て
無
責
任

な
展
望
に
た
い
す
る
疑
問
と
批
判
と
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
や
や
長
く

な
る
が
、『
歴
史
週
期
法
則
論
』「
自
序
」
の
言
葉
を
引
こ
う
。

当
時
の
日
本
の
参
謀
本
部
や
大
本
営
が
、
四
カ
月
ぐ
ら
い
で
中
国
政
府
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

武
力
で
屈
服

0

0

0

0

0

で
き
る
も
の
と
見
込
ん
だ
り
、
或
は
六
カ
月
で
全
大
陸
を
征

0

0

0

0

0

0

0

0

0

服0

で
き
る
も
の
と
作
戦
計
画
を
発
表
し
た
り
し
た
が
、
筆
者
は
そ
の
無
責

任
な
る
放
言
に
疑
い
を
懐
き
、
そ
し
て
自
ら
発
見
し
た
歴
史
週
期
の
運
行

か
ら
そ
の
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
ひ
そ
か
に
証
明

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
た
。〔
中
略
〕
従
っ
て

も
し
も
こ
の
学
説
に
多
少
の
真
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
間
接
的
で

は
あ
る
が
、
日
本
の
参
謀
本
部
や
大
本
営
が
産
ん
だ
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

（
自
序
一
│
傍
点
引
用
者
）

　

日
本
軍
部
に
よ
る
中
国
大
陸
侵
略
に
つ
い
て
の
い
わ
ゆ
る
「
対
支
一
撃
論
」

に
も
と
づ
く
見
通
し
）
18
（

が
「
無
責
任
な
る
放
言
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
本
書
で

は
「
歴
史
週
期
法
則
論
」
の
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
日
中

戦
争
開
戦
の
年
は
民
国
紀
元
で
い
う
と
二
十
六
年
に
当
た
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
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中
華
民
国
の
国
力
は
「
上
昇
期
の
途
中
」
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
日
本

は
明
治
元
年
か
ら
見
て
七
十
年
ほ
ど
に
い
た
っ
て
お
り
、
つ
ま
り
は
「
第
一
小

週
期
の
末
頃
」
に
達
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
上
昇
期
に
あ
る
国
民
軍
を
潰
滅

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
だ
、
と
（cf.97, 45

）。
こ
の
説
明

の
当
否
は
措
く
と
し
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
日
本
軍
部
の
先
の
「
放
言
」
へ
の

疑
問
が
出
発
点
と
な
っ
て
こ
う
し
た
観
察
に
い
た
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
数
百
年

単
位
の
歴
史
の
週
期
運
行
の
法
則
化
へ
と
た
ど
り
つ
い
た
。
そ
の
よ
う
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
さ
に
こ
う
し
た
動
機
と
観
察
に
基
づ
い
て
歴
史
理
論
を
構
想
し
た
と
こ
ろ

に
こ
そ
、
楊
杏
庭
と
い
う
人
物
の
思
想
家
と
し
て
の
独
自
性
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

と
い
う
の
も
、
こ
う
で
あ
る
。
か
れ
が
最
初
に
東
京
文
理
科
大
学
哲
学
科
に

入
学
し
た
一
九
三
五
年
と
い
う
年
は
、
か
つ
て
台
湾
総
監
督
府
高
等
学
校
お
よ

び
台
北
帝
国
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
務
台
理
作
が
、
当
の
東
京
文
理
科
大
学
に

お
い
て
専
任
の
教
授
に
な
っ
た
年
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
翌
年
一
九
三
六
年
に
は

高
坂
正
顕
が
同
じ
文
理
科
大
の
助
教
授
に
就
任
し
て
い
る
。
高
坂
正
顕
は
さ
ら

に
そ
の
次
の
年
の
│
│
盧
溝
橋
事
件
の
三
か
月
後
に
あ
た
る
│
│
一
九
三
七
年

十
月
に
公
刊
し
た
『
歴
史
的
世
界
』
を
も
っ
て
、
そ
の
後
い
わ
ゆ
る
「
京
都
学

派
」
の
論
客
が
陸
続
と
展
開
し
て
い
っ
た
「
世
界
史
の
哲
学
」
の
出
発
点
を
築

い
た
人
物
で
あ
っ
た
）
19
（

。
こ
の
思
想
潮
流
の
頂
点
を
な
す
と
い
う
べ
き
一
九
四
二

年
九
月
刊
行
の
高
山
岩
男
『
世
界
史
の
哲
学
』
を
瞥
見
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う

に
、
戦
中
の
京
都
学
派
は
な
る
ほ
ど
「
世
界
史
」
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
点
で
、

当
時
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
一
線
を
画
し
は
し
て
も
、
そ

の
「
世
界
史
」
の
転
換
を
指
導
す
る
も
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
大
日
本
帝
国
で
あ
る

と
し
、
そ
の
中
国
侵
略
と
対
米
英
戦
争
の
遂
行
を
「
新
た
な
世
界
秩
序
を
建
設

す
る
」
も
の
と
し
て
哲
学
的
に
正
当
化
し
よ
う
と
企
て
た
の
で
あ
っ
た
）
20
（

。

　

こ
れ
ら
同
時
代
日
本
の
「
世
界
史
の
哲
学
」
と
の
対
比
は
別
途
の
思
想
史
的

研
究
の
課
題
と
な
る
が
、
東
京
文
理
科
大
学
に
お
い
て
高
坂
正
顕
の
講
筵
に
列

し
て
い
た
は
ず
の
│
│
場
合
に
よ
っ
て
は
直
接
そ
の
指
導
を
受
け
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
│
│
楊
杏
庭
が
著
わ
し
た
『
歴
史
週
期
法
則
論
』
に
は
、
こ
の
同
時

代
日
本
の
歴
史
哲
学
か
ら
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

か
れ
は
あ
く
ま
で
独
自
の
視
点
に
立
っ
て
唯
一
無
二
の
理
論
構
築
を
行
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ま
あ
え
て
踏
み

込
ん
で
言
え
ば
、
日
本
版
「
世
界
史
の
哲
学
」
へ
の
暗
黙
裡
の
批
判
と
し
て
の

意
義
を
、
当
時
の
か
れ
の
思
索
は
も
つ
も
の
だ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。

（
２
）
歴
史
法
則
の
予
測
力

　

日
中
戦
争
の
帰
趨
に
関
す
る
楊
杏
庭
の
見
通
し
は
、
少
な
く
と
も
結
果
的
に

見
て
正
鵠
を
射
て
い
た
。
そ
れ
で
は
一
般
に
「
歴
史
法
則
」
に
も
と
づ
く
中
長

期
的
な
歴
史
的
将
来
の
予
測
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
法
則
」
が
定
立

さ
れ
る
の
は
こ
れ
か
ら
生
じ
る
こ
と
の
「
予
測
」
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
で

あ
る
以
上
、
歴
史
的
過
去
の
解
釈
だ
け
で
な
く
将
来
の
予
測
が
「
歴
史
法
則
」

か
ら
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
将
来
の
予
測
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
本
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書
の
態
度
は
、
し
か
し
両
義
的
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

一
方
で
は
本
書
の
「
歴
史
法
則
」
と
は
、
そ
も
そ
も
未
来
の
予
見
を
課
題
と

す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
書
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
え
ば
、「
歴
史
は
厳
密
な

意
味
に
於
て
過
去
を
窮
わ
め
る
学
問
で
あ
る
か
ら
、
未
来
を
予
見
す
る
こ
と
は

そ
の
責
任
範
囲
に
は
な
い
筈
で
あ
る
」（127

）。
過
去
の
歴
史
を
も
っ
て
現
在

や
将
来
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
過
去
を
顧
み
る

こ
と
に
よ
っ
て
「
現
在
を
よ
り
正
確
に
把
握
し
、
未
然
の
社
会
の
見
透
し
に
つ

い
て
幾
ら
か
の
よ
り
正
し
い
解
釈
に
達
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
だ
と
い
う

の
で
あ
る
（cf.95

）。
右
に
見
た
日
中
戦
争
の
帰
趨
に
つ
い
て
の
見
解
も
ま
た
、

そ
う
し
た
「
幾
ら
か
の
よ
り
正
し
い
解
釈
」
の
一
例
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
他
方
で
本
書
の
実
際
の
論
述
に
お
い
て
は
、「
歴
史
週
期
法
則
論
」

を
適
用
し
た
将
来
の
予
測
を
行
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
例
を
ふ
た
つ
挙

げ
よ
う
。

　

ひ
と
つ
は
社
会
主
義
体
制
の
将
来
に
つ
い
て
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
も

と
づ
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
政
権
に
よ
る
支
配
は
、「
せ
い
ぜ
い
五
・
六

十
年
間
か
、
も
っ
と
長
く
て
八
十
年
間
位
の
第
一
小
週
期
末
に
は
、
一
旦
反
対

党
に
政
権
を
投
げ
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
本
書
は
述
べ
て

い
る
（cf.111

）。
楊
杏
庭
は
一
九
八
七
年
に
世
を
去
っ
た
が
、
も
し
か
れ
が
さ

ら
に
生
き
長
ら
え
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
二
年
後
、
す
な
わ
ち
ロ
シ
ア
革
命
か

ら
七
十
二
年
目
に
始
ま
っ
た
ソ
連
・
東
欧
社
会
主
義
体
制
の
崩
壊
を
、
こ
れ
は

予
測
し
た
も
の
だ
と
主
張
し
た
か
も
し
れ
な
い
）
21
（

。

　

も
う
ひ
と
つ
は
中
国
の
将
来
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
は
中
国
五
千
年
の
歴

史
を
六
つ
の
大
週
期
か
ら
な
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に

そ
の
将
来
に
つ
い
て
、「
今
後
の
中
国
大
陸
は
、
恰
も
第
七
大
週
期
の
始
端
に

あ
た
る
大
統
一
時
代
に
入
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
大
統
一

時
代
に
お
い
て
は
「
昔
の
よ
う
に
強
盛
な
国
力
を
回
復
し
、
政
治
・
経
済
・
文

化
の
各
方
面
に
お
い
て
、
異
常
な
繁
栄
と
発
展
を
齎
ら
す
こ
と
は
、
ほ
ぼ
断
言

が
で
き
る
」。
し
か
も
「
こ
の
繁
栄
は
数
百
年
は
続
く
で
あ
ろ
う
」、
と
（cf.118

）。

そ
の
さ
い
の
中
国
の
政
権
が
ど
の
よ
う
な
あ
り
か
た
を
と
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

明
確
な
こ
と
を
語
っ
て
は
い
な
い
が
（ibid.

）、
わ
た
し
た
ち
が
い
ま
目
の
当
た

り
に
し
て
い
る
動
向
に
照
ら
す
か
ぎ
り
、
こ
れ
も
ま
た
ま
っ
た
く
の
的
外
れ
の

言
と
は
思
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
３
）
人
類
史
の
目
標

　

と
は
い
え
本
書
の
歴
史
理
論
そ
の
も
の
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
こ
の
「
中
国

大
陸
」
と
い
う
語
で
か
れ
が
呼
ぶ
地
域
の
将
来
は
、
そ
の
ま
ま
肯
定
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
本
書
で
は
明
言
さ
れ
て

お
ら
ず
、
解
釈
に
は
慎
重
を
要
す
る
事
柄
だ
が
、
す
で
に
見
た
「
歴
史
週
期
法

則
論
」
の
理
論
枠
組
み
か
ら
す
る
な
ら
、「
中
国
」
の
こ
れ
か
ら
の
時
代
が
「
第

七
大
週
期
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
当
然
に
も
「
反
比
例
週
期
法
則
」
に
従
う

も
の
と
し
て
、
内
部
に
中
小
の
興
亡
治
乱
の
波
動
を
含
ん
で
い
る
は
ず
だ
ろ
う
。

す
る
と
そ
こ
に
は
内
乱
と
そ
の
鎮
圧
、
文
化
の
興
隆
に
よ
る
武
力
・
道
徳
の
衰

退
が
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
ひ
と
つ
の
政
権
の
衰
亡
と
他
へ
の
交
替
と
い
う
動
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乱
が
、
不
可
避
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
）
22
（

。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
本
書
が
「
反
比
例
週
期
法
則
」
と
並
ん
で
「
平
行

法
則
」
を
立
て
て
い
る
こ
と
が
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
重
要
に
な
る
。
と
い
う
の

も
本
書
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
、「
平
行
法
則
」
に
世
界
各
国
が
従
う
と
い
う

状
態
こ
そ
が
理
想
で
あ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
本
書
は
み
ず

か
ら
が
「
歴
史
学
の
立
場
か
ら
民
主
主
義
と
議
会
政
治
に
新
し
い
理
論
的
根
拠

を
与
え
う
る
」
も
の
と
見
な
す
（cf.

自
序
三
）。
こ
の
観
点
を
一
国
の
み
な
ら

ず
人
類
全
体
の
次
元
に
お
い
て
敷
衍
す
る
か
の
よ
う
に
、
巻
末
で
次
の
よ
う
に

言
わ
れ
て
い
る
。
戦
争
に
終
止
符
を
打
っ
て
「
議
会
政
治
に
よ
る
自
由
選
挙
か

ら
得
ら
れ
る
平
和
競
争
」
を
、「
国
の
内
外
で
」、「
人
間
の
相
互
扶
助
」
に
よ
っ

て
目
指
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
人
類
の
「
救
い
」
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ

と
の
た
め
に
こ
そ
本
書
は
書
か
れ
た
の
だ
、
と
（cf.495
）。

　

こ
の
立
場
は
カ
ン
ト
の
一
七
八
四
年
の
論
考
「
世
界
市
民
的
見
地
に
お
け
る

普
遍
史
の
理
念
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
つ
ま
り
第
一
に
、
国
家
の
存
在
は
あ

く
ま
で
否
定
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
唯
一
の
「
世
界
共
和
国
」
を
構
想
す
る
こ
と
は

し
な
い
。第
二
に
は
、ひ
と
つ
の
国
家
の
内
部
お
よ
び
国
家
間
に
お
け
る
「
ル
ー

ル
の
あ
る
自
由
競
争
」
を
認
め
、
そ
れ
を
人
類
発
展
の
原
動
力
と
す
る
。
そ
う

し
た
カ
ン
ト
の
理
念
に
近
接
し
た
立
場
を
、
本
書
が
目
標
と
す
る
も
の
は
示
し

て
い
る
）
23
（

。

　

と
同
時
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
東
西
冷
戦
体
制
終
焉
直
後
に
提
起
さ
れ
た
フ

ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
の
『
歴
史
の
終
わ
り
と
最
後
の
人
間
）
24
（

』
の
議
論
で
あ
る
。

『
歴
史
週
期
法
則
論
』「
自
序
」
に
よ
れ
ば
「
第
一
法
則
の
適
用
国
家
」
は
「
共

産
世
界
」
で
あ
り
、
第
二
法
則
が
適
用
さ
れ
る
の
は
「
自
由
民
主
世
界
」
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
第
二
法
則
す
な
わ
ち
「
平
行
法
則
」
に
よ
り
「
戦
争
の
な
い

歴
史
言
い
換
え
れ
ば
永
遠
に
平
和
を
確
保
す
る
こ
と
の
で
き
る
歴
史
」
が
確
立

さ
れ
た
と
き
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
意
義
を
失
っ
て
崩
潰
す
る
の

だ
と
い
う
（cf.

自
序
三
）。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
社
会
主
義
体
制
の
瓦
解
と
と
も

に
議
会
制
民
主
主
義
に
も
と
づ
く
「
自
由
民
主
世
界
」
が
全
世
界
規
模
で
確
立

を
見
て
、「
歴
史
の
目
標
」
す
な
わ
ち
「
歴
史
の
終
わ
り
」
へ
の
到
達
が
果
た

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
フ
ク
ヤ
マ
の
議
論
と
の
類
同
性
は
明
ら

か
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
以
上
の
よ
う
な
主
張
に
は
大
き
な
留
保
を
付
け
ざ
る
を
え
な

い
。

　

な
る
ほ
ど
、
社
会
主
義
諸
国
の
大
方
が
体
制
崩
壊
に
い
た
り
、「
史
的
唯
物

論
」
と
呼
ば
れ
る
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
「
大
き
な
物
語
」
が
信
憑
性
を

失
っ
た
。
そ
う
し
た
一
九
九
〇
年
以
降
の
状
況
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
自
由
民

主
世
界
」
を
席
巻
し
て
い
る
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
新
自
由
主
義
的
経
済
政
策

の
市
場
原
理
主
義
に
よ
り
経
済
的
格
差
を
拡
大
さ
せ
て
ゆ
く
む
き
だ
し
の
競
争

社
会
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
軸
に
し
た
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ

る
事
態
の
進
展
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
に
反
発
し
も
す
る
し
か
た

で
の
民
族
紛
争
の
勃
発
、
加
え
て
こ
れ
ま
た
あ
る
種
の
反
動
現
象
と
も
い
う
べ

き
現
在
の
米
国
の
保
護
主
義
や
先
進
諸
国
に
お
け
る
排
外
主
義
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
台
頭
と
い
っ
た
動
向
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
本
書
公
刊
以
降
の

も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
動
向
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
き
、「
民
族
の
全
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体
生
命
」
を
歴
史
運
行
の
基
礎
単
位
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
前
提
に
立
ち
、
そ

れ
を
単
位
と
し
た
地
球
規
模
の
「
自
由
民
主
世
界
」
の
成
立
を
歴
史
の
目
標
と

す
る
本
書
の
構
え
に
は
、
時
代
的
制
約
が
付
き
ま
と
っ
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。

　

そ
う
し
た
本
書
成
立
以
降
の
状
況
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
。
そ
れ
は

「
歴
史
週
期
法
則
論
」
と
は
異
な
っ
た
発
想
に
も
と
づ
く
歴
史
理
論
の
、
哲
学

的
に
し
て
政
治
的
な
課
題
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
植
民
地
・
台
湾
に
生
ま

れ
育
ち
、
宗
主
国
・
大
日
本
帝
国
に
お
い
て
日
中
戦
争
の
勃
発
と
い
う
事
態
に

際
会
し
た
楊
杏
庭
と
は
、
同
時
代
の
危
機
に
直
面
し
て
歴
史
的
思
索
を
発
動
し

た
思
想
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
楊
杏
庭
の
「
危
機
の
思
想
家
」
と
し
て
の
基
本
姿

勢
が
、
右
の
よ
う
な
課
題
に
ひ
と
が
取
り
組
も
う
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
い
ま
に

お
い
て
、「
ふ
た
た
び
呼
び
戻
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
蘇
っ
て
く
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注

（
1
）　

本
稿
は
次
に
も
触
れ
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
日
治
臺
灣
哲
學
與
實
存
運
動
」（
台

湾
中
央
研
究
院
）
の
サ
ブ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
日
本
哲
學
在
日
治
臺
灣
的
影
響
作
用
史
」

が
主
催
し
た
国
際
会
議
「
歐
洲
哲
學
在
東
亞
的
發
展
：
探
索
臺
灣
哲
學
」（
二
〇
一
八

年
八
月
二
十
三
日
、
於
台
湾
大
学
）
に
お
け
る
講
演
原
稿
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
そ
の

サ
ブ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
の
一
端
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
楊
杏
庭
と
そ
の
著
作
『
歴

史
週
期
法
則
論
』
を
取
り
上
げ
る
よ
う
促
し
、
関
連
資
料
の
提
供
を
も
行
っ
て
く
だ

さ
っ
た
の
は
廖
欽
彬
教
授
（
中
山
大
学
）
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
2
）　
「
實
存
運
動
」
の
理
解
は
「
中
央
研
究
院
主
題
計
畫
（2017-2019

）：
日
治
臺
灣
哲

學
與
實
存
運
動
」（https://tw

philo.blogspot.com
/p/blog-page_10.htm

l

│
二

〇
一
八
年
七
月
九
日
閲
覧
）
お
よ
び
嚴
瑋
泓
教
授
（
台
湾
東
海
大
学
）
の
御
教
示
に
よ

る
。

（
3
）　

以
下
で
は
『
歴
史
週
期
法
則
論
』（
弘
文
堂
、
一
九
六
一
年
）
本
文
の
頁
を
ア
ラ
ビ

ア
数
字
で
本
文
中
に
挿
入
す
る
。「
自
序
」
の
頁
は
「
自
序
」
と
記
し
て
漢
数
字
で
同

じ
く
本
文
中
に
挿
入
す
る
。

（
4
）　

歴
史
の
「
週
期
法
則
」
を
「
発
見
」
す
る
直
前
の
一
九
三
五
年
の
段
階
で
楊
杏
庭
が

同
時
代
の
哲
学
思
潮
に
通
じ
、
独
自
の
哲
学
的
思
索
を
深
め
も
し
て
い
た
こ
と
は
、
同

年
刊
の
『
臺
灣
文
藝
』
第
二
巻
第
六
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
無
限
否
定
と
創
造
性
│
│
ベ

ル
グ
ソ
ン
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
シ
ェ
ス
ト
フ
」
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

（
5
）　

⑴ 

楊
杏
庭
『
歴
史
週
期
法
則
論
』「
自
序
」、
⑵ 

臺
灣
大
學
哲
學
系
「
楊
杏
庭

（1909-1987.6.4

）」（w
w
w
.philo.ntu.edu.tw

/chinese/files/12.doc

│
二
〇
一
八

年
五
月
十
六
日
閲
覧
）、
⑶ 

「
楊
杏
庭
」
维
基
百
科
（https://zh.w

ikipedia.org/w
i

ki/

楊
杏
庭
│
同
日
閲
覧
）。

（
6
）　

一
九
三
九
年
十
一
月
発
行
の
東
京
文
理
科
大
学
『
東
京
文
理
科
大
学 

東
京
師
範
学

校
一
覧　

昭
和
十
四
年
度
』
一
二
七
頁
を
見
る
と
、「
昭
和
十
三
年
度
卒
業
生
」「
昭
和

十
四
年
三
月
合
格 

哲
學
科
」
の
「
哲
學
専
攻
」
欄
に
「
楊
杏
庭 

（
臺
灣
）」
と
あ
る
。

（
7
）　

本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、『
歴
史
週
期
法
則
論
』
の
各
所
で
蒋
介
石
政
権
に
つ

い
て
き
わ
め
て
否
定
的
な
論
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）　

前
掲
「
楊
杏
庭
（1909-1987.6.4

）」
年
譜
参
照
。
一
九
五
六
年
に
は
歴
史
教
育
研

究
会
編
『
歴
史
教
育
』
一
九
五
六
年
第
３
号
所
収
の
論
考
「
歴
史
週
期
法
則
成
立
可
能

の
試
論
」
に
お
い
て
、
以
下
に
見
る
歴
史
週
期
法
則
論
の
要
約
を
掲
載
し
て
お
り
、
遅

く
見
積
も
っ
て
も
こ
の
時
期
に
か
れ
の
理
論
が
完
成
を
見
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ

う
。

（
9
）　

前
掲
年
譜
参
照
。
な
お
本
書
付
録
の
「
図
表
」
は
中
国
史
に
関
す
る
長
い
折
り
畳
み

式
の
も
の
と
、
英
国
、
日
本
近
代
、
中
華
民
国
・
中
華
人
民
共
和
国
に
関
す
る
一
枚
の

も
の
と
計
二
葉
で
あ
る
。『
歴
史
教
育
』
一
九
五
八
年
第
７
号
所
収
の
論
考
「
歴
史
週

期
法
則
に
つ
い
て
再
論
す
」
に
は
、
日
本
史
に
関
す
る
図
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な

お
『
歴
史
週
期
法
則
論
』
に
は
「
日
本
歴
史
の
週
期
論
証
の
専
書
」（459

）
と
い
う
言



楊
杏
庭
の
「
歴
史
週
期
法
則
論
」

（27）1284

葉
が
見
ら
れ
、
日
本
史
を
主
題
と
す
る
独
立
の
著
作
の
執
筆
を
構
想
し
て
い
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

（
10
）　

本
書
は
「
各
界
」
か
ら
反
響
を
得
た
と
も
い
わ
れ
る
が
（
前
掲
年
譜
参
照
）、
朝
日
・

毎
日
・
讀
賣
各
紙
に
は
書
評
な
ど
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
（
ち
な
み
に
の
ち
の
『
太
平

洋
戦
争
前
夜
』
に
は
朝
日
新
聞
一
九
七
〇
年
四
月
二
十
三
日
に
書
評
が
出
て
い
る
）。

米
国
駐
日
大
使
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
が
本
書
の
価
値
を
認
め
た
と
の
こ
と
は
（
同
）、『
太
平

洋
戦
争
前
夜
』
の
林
健
太
郎
に
よ
る
「
序
文
」
に
も
見
え
る
。

（
11
）　
『
歴
史
週
期
法
則
論
』
に
は
英
語
表
記
が
見
ら
れ
な
い
が
、
楊
杏
庭
の“O

n the 

Law
 of H

istorical Cycles ” (in, T
he T

ransactions of the International Con-

ference of O
rientalists in Japan (

國
際
東
方
學
者
會
議
紀
要), N

o. III, 1958) 

お

よ
び“O

n the Exceptional Phenom
ena of the Spring and A

utum
n Period 

and the A
ge of W

arring States as Seeing from
 the Law

 of H
istorical 

Cycles —
 Com

parison w
ith T

oynbee ’s V
iew
point ” (in, ibid. N

o. IV
, 1959) 

に
用
例
が
あ
る
。
英
語
表
記
は
漢
語
の
単
語
間
の
関
係
を
理
解
す
る
の
に
役
に
立
つ
た

め
、
以
下
で
も
こ
れ
ら
の
論
文
に
見
ら
れ
る
表
記
の
い
く
つ
か
を
本
文
中
に
括
弧
に
入

れ
て
挿
入
す
る
。

（
12
）　
『
歴
史
週
期
法
則
論
』
は
今
日
通
例
の
「
周
期
」
で
は
な
く
「
週
期
」
と
い
う
表
記

を
一
貫
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
こ
に
特
有
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
問

題
だ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
種
々
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
検
索
す
る
か
ぎ
り
で
は
一

九
二
〇
〜
三
〇
年
代
の
日
本
語
圏
で
は
、
学
術
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
で
「
週
期
」

と
い
う
表
記
が
普
通
に
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
（
た
と
え
ば
い
わ
ゆ
る
オ
ギ
ノ
式
を
初

め
て
発
表
し
た
荻
野
久
作
の
一
九
二
四
年
論
文
タ
イ
ト
ル
が
そ
う
で
あ
る
│
│
『
日
本

大
百
科
全
書
』
項
目
「
荻
野
久
作
」
参
照
）。

（
13
）　

先
史
時
代
に
つ
い
て
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
週
期
法
則
に
従
う
歴
史
が
「
武
力
と
文

化
の
相
互
否
定
、
ま
た
は
制
度
と
経
済
の
相
互
限
定
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
武

力
の
み
あ
っ
て
道
徳
・
制
度
・
文
化
・
経
済
が
発
達
し
て
い
な
い
段
階
で
は
週
期
法
則

は
適
用
で
き
な
い
と
い
う
（cf.129

）。

（
14
）　

前
掲
「
歴
史
週
期
法
則
成
立
可
能
の
試
論
」『
歴
史
教
育
』
一
九
五
六
年
第
３
号
一

三
頁
。

（
15
）　

た
だ
し
前
掲
「
歴
史
週
期
法
則
に
つ
い
て
再
論
す
」
で
は
日
本
の
「
旧
憲
法
に
よ
る

議
会
政
治
」
お
よ
び
「
終
戦
後
」
に
つ
い
て
「
平
行
法
則
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
お

り
（『
歴
史
教
育
』
一
九
五
八
年
第
７
号
八
〇
頁
参
照
）、『
歴
史
週
期
法
則
論
』「
本
論
」

末
で
も
戦
前
日
本
は
「
不
完
全
な
平
行
法
則
」（458

）、
戦
後
日
本
は
「
完
全
平
行
法
則
」

（464

）
が
成
立
し
た
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
米
国
の
議
会
政
治
に
お
い
て
も
「
平
行

法
則
」
が
貫
い
て
い
る
と
見
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（cf.460

）。

（
16
）　Cf. A

rthur C. D
anto, A

nalytical Philosophy of H
istory, Cam

bridge: 

Cam
bridge U

P 1965, ch.1.

（
17
）　

前
掲
「
歴
史
週
期
法
則
成
立
可
能
の
試
論
」
に
お
い
て
は
「
例
外
を
解
釈
し
整
理
す

る
た
め
に
払
っ
た
苦
心
は
、
規
則
的
な
原
型
を
研
究
す
る
以
上
に
大
で
あ
っ
た
」
と
述

懐
さ
れ
て
い
る
（『
歴
史
教
育
』
一
九
五
六
年
第
３
号
九
頁
参
照
）。
ち
な
み
に
王
莽
の

支
配
は
、
本
書
「
本
論
」
で
は
「「
歴
史
生
命
の
更
生
で
は
な
く
、
週
期
末
の
衰
亡
し

た
変
態
的
な
一
時
的
現
象
」（239

）
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）　

前
掲
「
歴
史
週
期
法
則
に
つ
い
て
再
論
す
」
で
は
「
日
本
の
最
も
い
み
じ
き
誤
謬
は
、

そ
の
対
華
認
識
の
過
小
評
価
に
あ
っ
た
。
大
本
営
、
政
治
家
、
学
者
、
シ
ナ
通
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
、
大
陸
浪
人
の
一
切
を
挙
げ
て
煉
っ
た
対
華
作
戦
の
大
方
策
は
、
六
ヵ
月
の

期
間
、
軍
隊
十
万
人
、
戦
費
十
億
ド
ル
位
で
、
国
府
を
屈
服
で
き
る
と
信
じ
た
こ
と
で

あ
る
」（『
歴
史
教
育
』
一
九
五
八
年
第
７
号
八
二
頁
参
照
）
と
あ
り
、
問
題
は
軍
部
の

み
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。

（
19
）　

以
上
の
歴
史
的
経
緯
は
「
京
都
哲
学
撰
書
」
第
11
巻
『
世
界
史
の
理
論 

京
都
学
派

の
歴
史
哲
学
論
攷
』（
燈
影
舎
、
二
〇
〇
〇
年
）
巻
末
「
執
筆
者
順 

略
年
譜
」
に
よ
る
。

な
お
高
坂
正
顕
『
歴
史
的
世
界
』
は
一
九
三
二
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た

論
考
か
ら
な
り
、
そ
の
第
五
章
「
歴
史
的
世
界
」
は
東
京
文
理
科
大
学
哲
学
会
『
哲
学

論
叢
』
第
五
輯
（
一
九
三
七
年
六
月
）
に
ま
ず
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
（「
京

都
哲
学
撰
書
」
第
25
巻
『
高
坂
正
顕
「
歴
史
的
世
界
」』
解
説
、
燈
影
舎
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
20
）　

高
山
岩
男
『
世
界
史
の
哲
學
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
）「
序
」
参
照
。

（
21
）　

ち
な
み
に
一
九
五
六
年
の
「
歴
史
週
期
法
則
成
立
可
能
の
試
論
」
の
末
尾
で
は
、
将
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来
の
展
望
と
し
て
「
究
極
に
於
て
は
、
共
産
社
会
に
自
由
が
導
入
さ
れ
、
又
自
由
国
家

社
会
も
、
徐
々
に
社
会
主
義
化
し
て
パ
ン
の
よ
り
行
き
届
い
た
分
配
が
行
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
て
い
た
（『
歴
史
教
育
』
一
九
五
六
年
第
３
号
一
六
頁
参
照
）。

（
22
）　

こ
の
点
に
関
連
す
る
論
述
は
、「
中
共
」
に
つ
い
て
「
そ
の
独
占
形
態
の
政
治
が
長

く
続
け
ば
、
内
乱
の
可
能
性
が
マ
キ
シ
マ
ム
に
な
」
る
と
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
ろ
う

（cf.111f.
）。

（
23
）　

た
だ
し
右
に
見
た
よ
う
に
「
国
の
内
外
で
」
の
平
和
競
争
を
語
る
本
書
と
い
え
ど
も

「
世
界
共
和
国
」
を
退
け
る
か
ど
う
か
は
、「
世
界
が
一
つ
の
普
遍
的
国
家
に
ま
と
め
上

げ
ら
れ
、
そ
の
統
治
権
力
が
確
立
さ
れ
る
」（454

）
と
い
う
文
言
も
あ
り
、
明
確
で
は

な
い
。
一
九
五
七
年
に
発
表
さ
れ
た
前
掲“O

n the Law
 of H

istorical Cycles ”

の

末
尾
で
は
「
歴
史
は
世
界
連
邦
（W

orld Federation

）
あ
る
い
は
世
界
国
家
（W

orld 

State

）
に
向
け
て
前
進
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
楊
杏
庭

に
は
「
世
界
国
家
論
或
い
は
世
界
連
邦
論
」
を
著
作
と
し
て
執
筆
す
る
構
想
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
一
国
の
議
会
を
世
界
議
会
に
拡
大
強
化
」
す
る
こ

と
が
展
望
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
（cf.112f.

）。

（
24
）　Francis Fukuyam

a, T
he E

nd of H
istory and the Last M

an, N
ew
 Y
ork: 

A
von Books 1992.


