
旅
と
思
想

i

i
中
国
イ
ス
ラ

i
ム
哲
学
者
・
馬
徳
新
i
l
i

は
じ
め
に

i
i
l旅
は
思
想
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
あ
た
え
る
の
か
。

馬
徳
新
は
、
雲
南
の
中
国
イ
ス
ラ

i
ム
哲
学
者
で
あ
る
。
彼
は
、

道
光
一
一
一
年
三
八
回
一
、
日
本
の
天
保
二
一
年
)
に
中
東
へ
の
旅
に

向
か
っ
た
。
そ
し
て
道
光
二
九
年
(
一
八
四
九
、
日
本
の
嘉
永
二
年
・

黒
船
来
航
の
四
年
前
)
に
雲
高
に
帰
着
す
る
。
あ
し
か
け
九
年
、
空
間

距
離
移
動
地
球
三
分
の
一
ほ
ど
の
旅
で
あ
っ
た
。

旅
の
主
間
的
は
、
ム
ス
リ
ム
の
義
務
と
し
て
の
「
ハ
ツ
ジ
」
(
メ

ッ
カ
巡
礼
)
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
メ
ッ
カ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ら

に
カ
イ
口
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
、
イ
ス
タ
ン
プ
ー
ん
と
、
践
に
足

を
延
ば
し
、
オ
ス
マ
ン
支
配
属
を
、
王
と
す
る
中
東
諸
地
域
を
歴
遊
し

た
。
彼
、
が
経
た
地
域
の
多
く
は
業
時
、
欽
州
列
強
の
圧
倒
的
パ
ワ
ー

が
怒
っ
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
地
域
を
実
克
し
て
き
た

一
人
の
す
ぐ
れ
た
中
国
イ
ス
ラ

i
ム
知
識
人
が
、
ア
へ
ン
戦
争
敗
北

堀

信

夫

池

後
、
激
流
の
さ
な
か
の
中
国
に
一
炭
っ
た
時
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
取

っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
。

旅
に
出
る
ま
で

罵
徳
新
、
字
は
復
初
、
ア
ブ
ド
ル
・
カ
イ
!
ム
・
ル
ッ
デ
ィ

i
ン・

ユ
i
ス
フ
と
称
し
た
。
乾
騒
五
九
年
(
一
七
九
四
六
雲
南
大
躍
で
ア

(

i

)

(

2

)

 

ホ
ン
の
家
に
生
ま
れ
た
。
一
元
代
の
有
名
な
ム
ス
リ
ム
政
治
家

分
イ
i
ド

'γ
ソ
ジ
ヤ
ヰ
e

ン
や
ム
ス
・
ヴ
ソ
ヂ
ィ
!
ン

饗

典

赤

の

子

孫

で

あ

っ

た

と

い

う

。

幼

少

の

こ

ろ
に
父
を
失
っ
た
が
家
学
の
継
承
を
期
し
て
勉
学
に
努
め
、
若
く

し
て
そ
の
英
才
ぶ
り
を
詠
わ
れ
た
。
成
年
に
達
し
た
後
、
当
時
、
高(3) 

度
の
イ
ス
ラ

i
ム
教
賓
の
伝
統
を
も
っ
て
い
た
限
西
に
遊
学
す
る
。

そ
こ
で
馬
徳
新
の
学
統
は
挟
西
派
に
属
す
る
と
い
わ
れ
る
。
雲
南
に

戻
っ
た
馬
徳
新
は
、
ム
ス
リ
ム
へ
の
教
育
を
開
始
す
る
が
、
彼
の
教

膏
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
工
夫
が
あ
っ
た
た
め
弟
子
が
多
く
集
ま

り
、
後
に
は
潟
徳
一
殺
を
起
点
と
す
る
学
統
を
雲
南
派
と
呼
ぶ
よ
う
に

(82) 



(
4
}
 

な
る
。四

十

歳

八

三

四

)

頃

)

、

馬

徳

新

は

、
(5} 

制
的
知
問
『
天
方
性
理
』
の
研
究
を
志
し
は
じ
め
る
。
中
国
に
お
い
て
は

明
末
ご
ろ
か
ら
、
中
国
と
い
う
環
境
に
お
い
て
イ
ス
ラ

i
ム
思
想
を

中
国
伝
統
思
想
と
い
か
に
調
和
さ
せ
て
ゆ
く
か
と
い
う
哲
学
的
営
為

が
勃
興
し
て
き
て
い
た
。
こ
れ
は
中
国
思
想
史
の
中
に
イ
ス
ラ
!
ム

哲
学
を
ど
の
よ
う
に
し
て
組
み
込
む
か
と
い
う
知
的
営
為
で
あ
っ
た

と
も
い
え
る
が
、
こ
れ
を
「
中
国
イ
ス
ラ
!
ム
哲
学
」
と
い
う
の
劉

管
内
本
八
方
性
理
h

は
そ
の
中
間
同
イ
ス
ラ
!
ム
哲
学
の
歴
史
中
、
最
高

の
達
成
と
し
て
屈
指
さ
れ
る
警
で
あ
っ
た
。
馬
徳
新
は
、
こ
の
時
期

に
中
国
に
生
き
る
ム
ス
リ
ム
知
識
人
と
し
て
、
中
日
出
イ
ス
ラ

i
ム
哲

学
研
究
に
自
覚
め
た
の
で
あ
る
。

だ
が
彼
は
、
中
国
語
を
母
語
と
し
て
は
い
た
も
の
の
、
受
け
た
高

等
教
育
は
ア
ラ
ビ
ア
詩
・
ペ
ル
シ
ャ
諮
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
子
供

の
頃
か
ら
科
挙
を
民
指
し
て
い
た
よ
う
な
人
々
と
は
、
漢
文
能
力
に

お
い
て
圧
倒
的
に
議
、
が
あ
っ
た
。
「
予
、
幼
き
よ
り
未
だ
犠
を
業
と

せ
ず
。
年
四
十
に
し
て
始
め
て
漢
文
に
志
有
り
。
商
る
に
時
は
己
に

お

そ

わ

ず

晩
し
。
僅
か
に
毅
友
中
の
学
士
文
人
を
得
て
、
強
い
て
経
を
執
り
て

字
を
問
う
の
数
年
の
苦
功
を
経
て
、
字
一
服
漸
く
焼
ら
か
に
し
て
、
書

い
か
%
ノ
由

理
梢
く
知
ら
れ
、
即
ち
細
心
に
明
性
理
』
一
集
を
研
究
す
」
(
馬
穂

し
か
し
と
も
か
く
も
こ
の
よ
う
に
し

っ
た
頃
(
道
光

円
凶
吋

円

ν』什Y
ノ
1

新

て
、
馬
徳
新
は
中
国
イ
ス
ラ
!
ム
哲
学
者
の
道
を
歩
き
始
め
た
の
で

あ
る
。
そ
の
道
は
、
中
間
思
想
史
に
お
い
て
イ
ス
ラ

i
ム
哲
学
が
正

当
に
立
地
し
、
場
合
に
よ
っ
た
ら
中
爵
哲
学
の
す
べ
て
を
そ
の
も
と

に
統
括
し
う
る
高
度
の
哲
学
の
構
築
、
「
中
国
の
中
の
」
イ
ス
ラ
i

ム
哲
学
の
道
で
あ
る
。
彼
の
行
く
べ
き
道
は
こ
う
し
て
定
ま
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
数
年
後
、
彼
は
ハ
ッ
ジ
(
メ
ヅ
カ
巡
礼
)
を
決
意
す
る
。

彼
は
す
で
に
中
閣
の
イ
ス
ラ
!
ム
哲
学
者
た
ら
ん
と
し
て
い
た
の
だ

が
、
こ
こ
で
ま
ず
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
大
願
を
成
就
し
、
あ
わ
せ
て

(
7〉

学
問
大
成
へ
の
準
備
を
整
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

西
へ
の
旅

(83) 

篤
徳
新
は
こ
の
旅
行
に
つ
い
て
司
朝
窺
途
記
』
と
い
う
旅
行
記
を

残
し
て
い
る
。
『
郁
初
頭
途
記
』
の
記
録
は
、
巡
礼
と
い
う
、
王
自
的
上
、

宗
教
関
係
(
裂
地
・
遺
跡
参
詣
等
)
の
記
事
、
が
、
王
で
あ
り
、
世
俗
的
事

柄
に
は
そ
れ
ほ
ど
及
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
で
も
彼
は
列
強
支
配
の
土

地
々
々
を
巡
り
歩
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
占
領
支
配
の
実
態
を
実
地

に
知
晃
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

旅
程
は
、
ア
へ
ン
戦
争
さ
な
か
の
広
東
を
避
け
、
雲
高
1
ピ
ル
マ

照
の
地
域
交
易
商
人
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
に
帯
同
し
て
の
ピ
ル
マ
(
ミ
ヤ

ン
マ
!
)
行
き
か
ら
始
ま
る
。
最
初
の
土
地
マ
ン
ダ
レ

i
(
ミ
ャ
ン
マ

ー
北
部
)
は
、
ち
ょ
う
ど
第
一
次
英
縞
戦
争
に
敗
れ
た
コ
ン
パ
ウ
ン



朝
の
首
都
が
ヤ
ン
ゴ
ン
か
ら
追

い
出
さ
れ
る
時
期
に
当
た
っ
て

い
た
。
罵
徳
新
は
マ
ン
ダ
レ
ー

か
ら
は
、
イ
ヱ
メ
ン
の
モ
カ
か

ら
や
っ
て
き
た
便
船
に
乗
り
、

(8) 

イ
ラ
ワ
ジ
川
を
下
っ
た
が
、
イ

ラ
ワ
ジ
川
河
口
の
ヤ
ン
ゴ
ン
に

つ
い
て
の
記
事
は
な
い
。
ヤ
ン

ゴ
ン
は
そ
の
時
期
、
す
で
に
ほ

ぼ
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
と
な
っ
て

い
た
。
ヤ
ン
ゴ
ン
か
ら
ペ
ン
ガ
ル
湾
を
突
っ
切
っ
て
寄
港
し
た
ス
リ

ラ
ン
カ
(
セ
イ
ロ
ン
)
は
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
り
、
コ
モ
リ
ン

脚
を
狙
っ
た
マ
ラ
パ
ル
も
イ
ギ
リ
ス
支
配
地
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ

ら
に
ア
ラ
ビ
ア
海
を
越
え
た
イ
エ
メ
ン
の
ア
デ
ン
も
イ
ギ
リ
ス
支
配

地
で
あ
っ
た
。
メ
ッ
カ
巡
礼
を
終
え
た
後
に
渡
っ
た
エ
ジ
プ
ト
は
、

オ
ス
マ
ン
帝
国
か
ら
独
立
し
た
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ

1
朝
が
フ
ラ
ン

ス
の
技
術
を
も
と
に
近
代
化
政
策
を
推
進
し
て
い
た
。
中
東
の
西
海

岸
を
賂
行
・
水
行
し
、
東
地
中
海
を
渡
っ
て
オ
ス
マ
ン
の
首
都
イ
ス

タ
ン
プ

i
ル
到
着
の
直
前
に
は
、
民
間
で
運
営
さ
れ
て
い
た
(
ら
し

(9) 

い
)
蒸
気
船
に
乗
船
し
て
い
る
。
イ
ス
タ
ン
プ
!
ル
で
は
有
人
気
球

の
飛
行
を
見
物
し
て
い
る
。
帰
途
に
一
年
間
滞
在
し
た
イ
ギ
リ
ス
占

ダウ加工インド洋を渡る便秘

領
下
シ
ン
ガ
ポ

i
ル
で
は
、
赤
道
直
下
で
は
一
一
分
の
い
ず
れ
で

も
昼
夜
の
長
さ
が
異
な
ら
な
い
こ
と
の
観
灘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

帰
途
、
道
光
二
八
年
三
八
四
八
)
に
は
香
器
製
譲
後
の
広
州
に
一
ニ

ヶ
月
以
上
部
在
し
て
い
る
。

罵
徳
新
の
路
程
は
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
メ
ッ
カ
巡
礼
中
お
よ
び
中

東
の
西
海
岸
移
動
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
が
列
強
の
支
配
占
領
地
を
渡

り
歩
く
旅
だ
っ
た
と
い
え
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
罵
諮
新
は
そ
の
時

期
の
列
強
の
パ
ワ
ー
を
、
凱
藤
で
感
じ
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
つ
い
で
に
い
う
と
、
罵
徳
新
が
中
東
を
歴
遊
し
て
い
た

持
期
の
中
国
は
、
出
立
の
翌
年
に
ア
ヘ
ン
戦
争
、
が
二
め
収
束
、
香
港

が
割
譲
さ
れ
、
中
問
中
に
憤
怒
と
反
感
が
渦
巻
き
、
社
会
は
揺
れ
に

揺
れ
て
い
た
。
帰
着
の
翌
年
に
は
太
平
天
留
が
発
生
す
る
こ
と
に
も

な
る
、
激
動
の
中
の
激
動
と
も
い
う
べ
き
時
期
で
あ
っ
た
。

(84) 

雲
南
情
勢

馬
徳
新
の
故
地
震
高
も
、
僻
遠
の
地
で
は
あ
っ
た
が
激
動
の
披
に

洗
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
関
、
罵
徳
新
は
ほ
と
ん
ど
中
密
情
勢
を
知
る

こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
震
構
で
は
ム
ス
リ
ム
の
清
額
へ
の
大
反
乱
(
パ

ン
ゼ
!
の
乱
)
に
向
か
っ
て
の
議
動
が
始
ま
っ
て
い
て
、
大
小
さ
ま

ざ
ま
の
紛
擾
争
鶴
が
擦
り
返
さ
れ
て
い
た
。
地
元
に
あ
っ
て
こ
う
い

っ
た
事
件
に
露
顕
し
て
い
た
人
々
と
、
遠
く
商
の
地
に
あ
っ
て
列
強



パ
ワ
i
の
実
態
を
実
見
し
て
い
た
人
間
と
の
知
見
の
落
差
は
、
確
か

に
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
潟
徳
新
留
守
中
の
雲
南
情
勢
を
概
見
し
て
お
く
。

清
朝
に
入
っ
て
よ
り
、
政
府
に
よ
る
商
業
交
易
の
制
限
は
ム
ス
リ

ム
経
請
を
直
撃
弱
体
化
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
。
ム
ス
リ
ム
内
部
に

あ
っ
て
は
従
来
か
ら
中
間
に
土
着
し
て
い
た
ス
ン
ナ
派
以
外
に
、
ブ

ブ
ィ
!
ヤ
派
(
老
教
)
と
ジ
ャ
ブ
リ

i
ヤ
派
(
新
教
)
が
あ
ら
わ
れ
、

両
者
の
内
部
対
立
が
深
刻
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
乾
経
路
六
年

三
七
八
二
、
新
一
組
方
面
に
お
い
て
両
者
は
武
力
錯
突
に
至
る
が
、

そ
こ
か
ら
発
展
し
て
つ
い
に
ジ
ャ
フ
リ
!
ヤ
が
清
朝
と
の
戦
争
に
突

入
す
る
。
結
果
は
ム
ス
リ
ム
側
の
敗
北
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ジ

ャ
ブ
リ

i
ヤ
の
み
な
ら
ず
、
中
国
ム
ス
リ
ム
全
体
の
弱
体
化
を
呼
び

招
き
、
漢
人
に
よ
る
ム
ス
リ
ム
へ
の
差
別
意
識
を
助
長
し
た
。

(
H
U
}
 

当
時
、
雲
南
の
鉱
山
労
働
者
の
間
で
、
地
付
き
の
ム
ス
リ
ム
(
関
誌
)

と
出
棟
ぎ
で
雲
南
に
入
り
込
ん
で
き
て
い
た
漢
人
と
の
皮
笥
が
昂
揚

し
て
い
た
。
そ
う
し
た
反
自
が
次
第
に
エ
ス
カ
レ

i
ト
し
、
雲
南
全

般
に
、
凶
漢
対
立
と
い
う
様
相
、
が
常
態
化
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

漢
人
側
は
官
憲
を
背
後
に
置
く
二
足
の
幕
戦
的
〈
組
〉
組
織
「
関
練
」

を
作
っ
て
関
誌
拐
圧
を
強
め
、
一
方
ム
ス
リ
ム
側
は
こ
れ
に
反
発
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
対
抗
措
置
を
と
っ
て
い
た
。
最
初
の
大
が
か
り
な
抗

争
事
件
は
道
光
一
で
八
四
三
)
、
雲
南
の
保
山
で
勃
発
し
、
一
一

(
一
八
間
五
)
に
は
保
山
で
再
度
大
き
な
抗
争
が
起
こ
り
、

れ
は
さ
ら
に
翌
年
に
か
け
て
雲
南
に
広
く
拡
大
し
て
ゆ
く
。
こ
の
争

乱
は
結
局
政
府
軍
に
よ
っ
て
鎮
任
さ
れ
る
が
、
そ
の
余
波
は
収
ま
ら

ず
、
各
地
で
小
規
模
な
争
闘
が
続
き
、
年
を
越
す
ι

こ
の
頃
、
ム
ス

リ
ム
側
に
は
社
文
秀
と
い
う
人
物
が
現
れ
清
朝
中
央
に
対
す
る
訴

搬
を
そ
の
、
主
活
動
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
清
朝
側
は
、
あ
の
著

名
な
林
則
一
徐
を
雲
費
総
舗
に
補
佐
し
て
混
乱
収
拾
を
図
ろ
う
と
し
た
。

そ
の
結
果
、
争
闘
は
表
層
的
一
時
的
に
は
収
束
す
る
か
に
見
え
た
。

だ
が
雲
南
の
反
漢
反
捧
感
覚
は
、
地
下
の
マ
グ
マ
の
よ
う
に
、
む
し

ろ
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
貯
め
込
み
つ
つ
増
大
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
情
勢
の
さ
な
か
の
道
光
二
九
年
三
八
四
九
)
、
そ
の
閣

の
事
情
を
知
る
出
も
な
か
っ
た
馬
徳
新
が
、
雲
南
に
帰
著
す
る
。

雲
南
帰
説
明
後
、
彼
は
建
水
(
臨
安
)
に
お
い
て
再
び
経
堂
教
育
を

開
始
す
る
が
、
そ
の
…
方
王
代
山
輿
や
鶴
智
な
ど
の
著
述
を
通
じ
て
の

中
富
イ
ス
ラ
!
ム
哲
学
の
研
究
を
さ
ら
に
深
め
て
ゆ
く
。
先
学
の
学

問
問
の
是
を
取
り
非
を
去
る
と
い
う
姿
勢
の
も
と
、
著
述
を
進
め
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
そ
の
著
作
は
、
「
性
理
第
五
巻
註
釈
」
、
『
回
一
典
要
会
』
、

『
大
化
総
帰
』
、
『
天
方
磨
原
』
、
明
礼
法
捷
径
h

等
々
、
や
が
て
は
中

国
イ
ス
ラ
l
ム
哲
学
者
中
で
最
大
の
著
作
数
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

(ロ)

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
実
は
そ
の
多
量
の
著
述

も
平
埠
な
学
者
の
道
を
歩
ん
で
為
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
雲
南 、F

'-

(85) 



で
の
馬
徳
新
に
は
も
う
一
つ
の
旅
程
が
待
ち
構
え
て
い
た
。
ハ
ッ
ジ

を
達
成
し
、
学
問
的
に
も
尊
敬
を
受
け
て
い
た
彼
は
、
雲
南
東
南
部

方
面
で
の
宗
教
指
導
者
・
知
的
指
導
者
と
し
て
遇
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
ゆ
く
が
、
そ
の
こ
と
が
彼
を
さ
ら
な
る
起
伏
波
乱
の
道
に
導
く

こ
と
に
な
る
。

四

パ
ン
ゼ

i
の
乱
と
罵
徳
新

成
費
五
年
(
一
八
五
五
六
清
朝
官
吏
に
よ
る
雲
稿
ム
ス
リ
ム
虐
殺

事
件
が
発
生
し
、
こ
れ
に
対
し
て
翌
威
豊
六
年
三
八
五
六
)
、
あ
の

社
文
秀
を
指
導
者
と
す
る
ム
ス
リ
ム
の
武
装
反
乱
が
発
生
す
る
(
パ

{
日
)

ン
ゼ
i
の
乱
)
。
こ
の
反
乱
は
や
が
て
非
常
に
大
規
模
な
も
の
に
発
展
し
、

大
川
崎
'
毘
明
を
制
圧
、
さ
ら
に
雲
南
全
体
に
支
配
権
を
確
立
す
る
。

社
文
秀
を
指
導
者
と
す
る
政
府
を
大
理
に
寵
き
、
前
後
約
十
八
年
間
同

も
続
く
。
こ
れ
に
対
し
て
清
朝
側
が
誌
、
ぎ
込
ん
だ
兵
力
は
実
に
延
べ

百
万
に
よ
り
、
そ
の
間
の
雲
費
総
督
は
す
べ
て
平
定
に
失
敗
、
自
殺

す
る
総
督
、
補
任
さ
れ
て
も
現
地
ま
で
行
か
ず
に
四
川
あ
た
り
で
様

(
M
M
}
 

子
を
う
か
が
っ
て
い
る
だ
け
の
総
督
も
現
れ
た
。

パ
ン
ゼ
!
の
乱
の
清
勢
の
中
の
成
費
七
年
三
八
五
七
)
、
罵
徳
新

は
、
乱
の
一
翼
を
担
う
雲
南
東
南
部
方
面
の
軍
事
的
・
政
治
的
指
導

者
に
推
戴
さ
れ
る
の
も
と
も
と
ム
ス
リ
ム
が
集
会
や
イ
ベ
ン
ト
を
行

う
際
に
は
、
土
地
々
々
の
モ
ス
ク
に
会
同
す
る
の
が
習
慣
で
あ
っ
た
。

モ
ス
ク
は
信
仰
と
教
育
(
経
営
早
教
育
)
の
た
め
だ
け
の
施
設
で
は
怠
く
‘

(
お
)

地
元
ム
ス
リ
ム
住
民
の
た
め
の
公
共
施
設
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

モ
ス
ク
の
ア
ホ
ン
は
大
概
そ
の
土
地
の
指
導
者
的
立
場
に
あ
っ
た
。

ま
た
、
パ
ン
ゼ
!
の
反
乱
に
先
立
つ
選
光
二
六
年
(
一
八
四
六
)
の

保
山
の
争
開
事
件
で
は
、
深
く
イ
ス
ラ

i
ム
教
理
に
通
じ
て
い
た
黄

田
巴
と
い
う
宗
教
指
導
者
が
武
装
勢
力
の
一
軍
事
指
導
者
と
な
っ
て

お
り
、
そ
の
他
に
も
宗
教
指
導
者
が
軍
事
指
導
者
と
な
っ
て
い
た
前

例
が
あ
っ
た
。
高
徳
の
ア
ホ
ン
と
し
て
老
自
己
と
尊
称
さ
れ
、
地
域

の
崇
敬
を
集
め
て
い
た
馬
徳
新
が
軍
事
的
・
政
治
的
指
導
者
に
持
ち

上
げ
ら
れ
た
の
も
、
地
域
の
事
情
か
ら
し
て
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
も
の
だ
っ
た
。

(86) 

馬
徳
新
の
軍
に
は
馬
如
竜
と
い
う
有
能
な
軍
人
が
協
力
し
、
威
豊

八
年
三
八
五
八
)
、
公
開
都
毘
明
を
占
拠
し
て
い
た
清
箪
を
包
囲
攻
撃

す
る
。
切
羽
詰
ま
っ
た
清
軍
は
、
四
川
川
・
斯
江
方
面
か
ら
ム
ス
リ
ム

官
僚
を
呼
び
寄
せ
、
和
議
を
謀
る
。
馬
徳
新
は
こ
れ
に
応
じ
、
こ
の

年
の
二
月
、
和
議
を
結
ぶ
。
こ
の
和
平
の
際
、
威
襲
八
年
四
月
に
一

部
の
不
運
の
漢
人
と
ム
ス
リ
ム
が
密
約
し
て
世
間
城
を
攻
め
る
な
ど
の

こ
と
が
あ
っ
た
が
、
思
徳
新
の
号
令
一
下
、
多
数
の
ム
ス
リ
ム
が
集

〈
叩
川
)

合
し
て
こ
れ
を
防
ぎ
、
「
地
方
は
危
を
転
じ
て
安
と
為
す
」
と
い
う
比

較
的
安
穏
な
状
況
が
保
た
れ
た
。
し
か
し
こ
の
間
に
も
回
漢
の
議
動

は

続

き

、

。

丹

、

馬

徳

新

は

再

び

箆

八
六
O
)



明
を
包
開
閉
す
る
が
部
将
徐
元
首
が
戦
死
す
る
な
ど
の
損
害
を
蒙
る
。

こ
れ
に
乗
じ
た
巡
撫
徐
之
銘
等
は
ム
ス
リ
ム
残
殺
行
為
な
ど
を
展
開

(
凶
)

し
た
。
そ
の
た
め
翌
威
壁
一
一
年
三
八
六
二
七
月
、
馬
徳
新
は
再
々

度
の
毘
明
包
問
攻
撃
を
か
け
る
が
、
同
治
一
元
年
三
八
六
ご
)
七
月
、

軍
事
的
優
勢
な
状
態
に
お
い
て
ま
た
も
や
清
箪
と
和
議
を
結
ん
で
し

(
初
)

ま
う
。
そ
し
て
そ
の
後
、
同
治
二

1
一
二
年
煩
か
ら
は
ア
ホ
ン
業
務
と

(
幻
)

研
究
・
教
育
に
控
心
し
は
じ
め
る
。
そ
し
て
彼
の
学
問
的
著
述
は
こ

(
山
口
一
)

の
時
期
か
ら
の
ほ
ぼ
十
年
に
わ
た
っ
て
陸
続
と
公
に
さ
れ
て
く
る
。

だ
が
そ
の
間
も
雲
南
西
部
の
大
理
に
お
い
て
は
社
文
秀
の
支
配
は

続
い
て
い
た
。
馬
徳
新
の
雲
南
東
部
で
の
戦
い
は
、
清
朝
の
力
の
西

部
波
及
を
遮
断
し
て
い
た
と
い
う
面
も
あ
り
、
パ
ン
ゼ
!
の
乱
の
前

期
に
お
い
て
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。
だ
が
こ

の
三
度
の
攻
撃
、
二
度
の
和
議
、
と
く
に
軍
事
的
優
勢
下
で
の
二
度

の
和
議
は
、
歴
史
的
視
点
か
ら
見
た
と
き
不
審
の
念
が
起
こ
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
和
議
ご
と
に
彼
が
清
新
か
ら
「
四
位
倍
克
」
「
二
位
侶

克
」
「
大
掌
教
」
な
ど
の
身
分
を
与
え
ら
れ
、
向
治
二
年
三
八
六
一
一
一
〉

に
は
わ
ず
か
二
十
日
間
な
が
ら
も
「
護
理
雲
費
総
督
」
と
な
っ
て
い

(
お
}

る
点
も
そ
の
念
を
強
く
す
る
。
し
た
が
っ
て
馬
徳
新
の
行
動
は
、
大

理
政
府
が
滅
亡
す
る
ま
で
清
朝
に
対
立
し
続
け
た
た
社
文
秀
と
の
比

較
に
お
い
て
、
裏
切
り
行
動
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
当
時
十
二

分
に
弱
体
化
し
て
い
た
雲
南
ム
ス
リ
ム
の
立
場
を
さ
ら
に
下
落
さ
せ

な
い
た
め
の
擁
護
的
行
動
で
あ
っ
た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
評
価
は
定

(
倒
的
}

ま
っ
て
い
な
い
。

一
つ
い
え
る
の
は
、
こ
の
時
期
は
ア
ロ
!
号
戦
争
か
ら
北
京
条
約

に
吏
る
列
強
の
中
間
侵
略
の
ど

i
ク
に
あ
た
り
、
一
方
で
太
平
天
間

も
続
い
て
い
た
の
そ
し
て
馬
徳
新
は
列
強
が
侵
略
し
た
中
東
・
イ
ン

ド
・
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
ど
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
か
、
実
地

に
見
間
肉
体
験
し
て
い
た
。
目
前
の
雲
南
ム
ス
リ
ム
の
苦
難
・
苦
境
は

十
分
に
承
知
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
自
覚
も
あ

っ
た
か
ら
、
一
一
一
度
に
わ
た
る
毘
明
攻
撃
も
お
こ
な
っ
た
。
だ
が
そ
う

し
た
こ
と
に
よ
る
雲
南
の
勝
利
に
よ
っ
て
(
当
時
南
京
に
政
時
を
寵
い

(
お
}

て
い
た
太
平
天
国
の
勝
利
は
翠
ま
な
か
っ
た
だ
ろ
う
)
、
清
朝
が
ま
す
ま
す

弱
体
化
し
て
ゆ
く
の
も
ま
ず
い
、
考
え
も
の
で
あ
る
。
彼
は
日
出
家
、
が

列
強
に
よ
っ
て
減
、
ほ
さ
れ
た
と
き
に
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
の
か
を
知
っ
て
い
た
の
そ
し
て
中
央
崩
壊
の
ツ
ケ
は
地
方
に
数

倍
し
て
跳
ね
返
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
い
た

清
朝
で
あ
っ
て
も
、
植
民
地
毘
家
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
今
よ
り

一
岡
崎
ま
ず
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
あ
た
り
の
洞
察
力
、
が
、
地
付
き
の
反

乱
勢
力
と
は
遠
っ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
敵
軍
の
清
朝
政
府

(お)

の
宮
人
た
ち
な
ど
よ
り
も
は
る
か
に
晃
通
し
が
利
い
た
だ
ろ
う
。
ま

た
、
中
国
に
生
き
る
中
国
イ
ス
ラ

i
ム
哲
学
者
と
し
て
広
い
視
野
か

市
幻
)

ら
中
間
と
イ
ス
ラ

i
ム
の
哲
学
的
調
停
を
お
こ
な
い
、
そ
こ
か
ら
さ

(87) 



ら
に
独
自
の
も
の
を
創
造
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
た
彼
の
思
想
も
、

(
叫
叫
}

彼
の
判
断
に
影
響
を
与
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
彼
の
軍
事
的
・
政
治
的

行
動
は
、
裏
切
り
か
、
庇
護
か
と
い
う
、
二
項
対
立
で
解
答
を
与
え

ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
つ

五

そ
の
死

馬
徳
新
は
向
治
…
一

1
三
年
以
降
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
軍

・
政
治
か
ら
は
二
少
離
れ
、
教
青
・
研
究
に
注
力
し
て
い
た
。
だ

が
雲
南
東
南
部
に
お
い
て
は
彼
の
声
誉
と
存
症
感
は
大
き
く
、
政
治

的
に
も
威
信
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
を
危

(
必
}

険
視
し
て
い
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
問
問
治
一
一
年
(
一
八
七
三
、
馬

徳
一
ホ
は
社
文
秀
大
現
政
府
鎮
圧
に
先
鋒
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
存
続

英
の
偽
計
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
。
「
〔
馬
徳
新
は
)
閉
山
教
の
経
典
を

熟
諮
し
、
機
饗
は
人
に
過
ぐ
。
同
治
焚
留
の
後
、
間
乱
大
い
に
定
ま

れ
ば
、
逃
を
盟
問
に
陵
す
。
存
続
英
既
に
雲
貴
に
都
す
る
に
、
其
の

お
も
ん
ば
か

禍
心
を
包
殺
す
る
を
慮
り
、
密
か
に
鶴
藤
鎮
の
総
呉
、
馬
忠
に
撤

し
て
之
を
図
る
。
忠
、
口
五
貫
の
安
江
村
に
家
す
れ
ば
、
関
り
て
認
に

(
仏
総
新
}

托
し
て
復
初
の
、
村
に
到
り
て
経
を
念
ず
る
を
滋
む
。
既
に
至
れ
ば

搬
を
出
し
て
之
に
示
す
。
復
初
、
休
浴
し
て
死
す
る
を
請
う
。
之
を

(
初
)

許
す
」
。
鰐
徳
新
の
最
後
は
清
朝
慨
官
憲
に
よ
る
謀
殺
で
あ
っ
た
。

馬
徳
新
自
身
は
お
そ
ら
く
学
者
・
教
育
者
で
あ
る
こ
と
が
本
分
だ
と

思
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ン
ゼ
!
の

乱
後
の
一
歴
史
的
・
政
治
的
潮
流
は
、
彼
を
中
霞
イ
ス
ラ

i
ム
哲
学
者

と
し
て
で
は
な
く
、
軍
人
・
政
治
家
と
し
て
死
に
向
か
わ
せ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
っ
た
。

注
(1)
「
悶
街
」
。
イ
ス
ラ

i
ム
の
宗
教
的
指
導
者
。

(2)
以
下
の
馬
徳
新
の
賂
訟
法
、
主
に
罵
安
礼
「
朝
窺
途
記
践
」
、
馬
安
礼

「
昭
典
要
会
淳
」
等
に
よ
り
、
ま
た
そ
の
他
の
も
の
も
適
宜
参
照
し
た
。

あ
ち
あ
ち

(3)
「
幼
く
し
て
天
方
の
経
典
を
期
間
い
、
秦
に
遊
学
す
。
組
}
札
口
が
教
の
指

婦
を
知
る
」
(
篤
綴
新
「
昭
典
婆
会
自
序
」
}
。
彼
の
受
け
た
教
育
は
陳
揺
の
経

堂
の
高
等
教
背
で
あ
っ
た
1
0

経
堂
教
育
は
各
地
の
そ
ス
ク
の
経
堂
に
お

い
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
初
等
教
育
か
ら
、
非
常
に
高
麗
な
ア

ラ
ビ
ア
語
・
ペ
ル
シ
ャ
一
誌
に
よ
る
宗
教
指
導
者
教
育
ま
で
あ
っ
た
。
経

堂
教
育
の
創
始
者
、
間
例
代
の
招
登
州
が
威
陽
の
摺
城
の
人
で
あ
っ
た
の

で
、
隊
西
か
ら
は
す
ぐ
れ
た
イ
ス
ラ
ム
知
識
人
が
輩
出
し
、
一
隙
間
派
と

呼
ば
れ
る
務
疫
的
教
務
の
託
統
が
存
在
し
て
い
た
。

(88) 

(
4
)
鶏
徳
新
は
経
営
教
務
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
改
善
改
革
方
法
を
と
っ

た
。
王
縄
平
「
試
論
鰭
纏
新
響
作
中
的
=
天
=
及
伊
斯
欝
教
和
嬬
教
関
係
」

d
o間
年
第
六
期
)
}
参
問
問
。

行
下
山
中
狗
鯨
範
大
学
学
報
(
が
門
学
社
会
科
学
級
)
知

(5)
邸
周
徳
新



(
6
)
馬
徳
新
の
『
夫
方
性
理
』
研
究
成
果
の

の
完
成
は
、
こ
の
こ
ろ
よ
り
約
三
十
年
後
の
悶
治
三
年
(

つ
「
性
理
第
五
巻
注
釈
」

八
六
四
六
罵

徳
新
七
十

(7)
実
際
、
彼
は
イ
ス
タ
ン
プ
!
ル
で
多
く
の
書
籍
を
賢
い
求
め
、

歳
の
持
に
な
る
。

シ
ン

ガ
ポ
i
ル
で
は
土
地
の
長
者
ザ
イ
!
ド
・
ウ
マ
イ
ル
の
大
量
の
蔵
書
を

耽
読
し
て
い
る
(
明
和
銀
途
記
ヒ
。
彼
の
学
問
姿
勢
の
一
つ
は
‘
「
詳
し
く

東
土
の
前
迭
の
経
を
対
す
る
に
、
内
の
一
二
は
設
錯
す
れ
ば
、
悉
く
一
定

改
し
、
古
と
合
せ
し
む
」
(
「
開
山
内
袈
会
自
序
」
)
と
、
中
国
イ
ス
ラ
!
ム
暫

学
寄
を
イ
ス
ラ

i
ム
の
古
典
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
高
度
の

も
の
と
し
て
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
な
お
「
前
遺

の
経
」
と
は
-
具
体
的
に
は
、
「
帰
り
て
『
〔
天
方
〕

『
〔
泌
さ
指
南
』
『
〔
一
ま
ち
真
詮
』
諸
番
と
合
わ
せ
、
一
戸
を
閉
じ
て
参
考
す
」

議
総
「
閉
山
内
袈
会
序
」
)
と
あ
る
よ
う
な
、
制
削
智
・
馬
詰
・
王
岱
輿
ら
の
著

書
の
こ
と
で
あ
る
。

『
(
夫
在
典
礼
h

8
)
マ
ン
ダ
レ
ー
か
ら
ヤ
ン
ゴ
ン
ま
で
錦
運
搬
船
に
便
乗
し
、
ヤ
ン
ゴ
ン

か
ら
モ
カ
離
に
乗
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
(
孫
振
王
「
馬
徳
新
評
伝
」
(
明
王
代
山

輿
劉
符
評
伝
』
南
京
大
学
出
版
社
、
一
一
O
O六
、
…
一
一
間
一
翼
)
)
。
筆
者
の
克
た
司
朝

毅
途
記
』
(
明
清
広
大
典
b

本
)
に
は
銅
運
搬
船
の
段
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

(
9
〉
一
八
回
一

0
年
代
前
半
の
当
時
イ
ン
ド
洋
以
東
で
は
お
そ
ら
く
蒸
気

船
の
民
間
運
航
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
ス
エ
ズ
運
河
開
通
前
、
一
八
四

0
年
代
末
に
初
め
て
ス
エ
ズ

1
イ
ン
ド
関
の
蒸
気
船
運
航
が
は
じ
ま
る
。

(
m
w
}

イ
ス
タ
ン
プ
!
ル
で
オ
ス
マ
ン
の
高
官
と
面
会
し
た
際
、
中
間
で
起

こ
っ
た
洪
水
災
害
の
ニ
ュ
!
ス
を
閣
か
さ
れ
て
驚
い
て
い
る
(
崎
新
銀
途

記ヒ。

(
日
)
以
下
の
警
南
情
勢
に
つ
い
て
は
、
今
永
精
一

文刈段、

a

九
六
六
、
:
七
一
関
以
下
)
、
お
よ
び
安
藤
瀦

道
光
年
間
の
雲
甫
省
西
部
に
お
け
る
漢
間
対
立

i
i「
雲
南
関
民
起
義
」

問
中
国
間
教
史
序
説
h

(

弘

部
「
清
代
嘉
藤
・

の
背
景
に
関
す
る

O
二
)
に
よ
る
の

考
察

i
i」
(
時
史
学
雑
誌
』
第

A

繍
第
八
号
、
二
O

〈
立
)
逸
審
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
く
、
あ
る
い
は
今
後
発
見
さ
れ
る
も

の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
W
M
)

「
パ
ン
ゼ

i
℃
詑
ユ
プ
mF
ご
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
の
雲
南
ム
ス
リ
ム
に

対
す
る
呼
称
の
、
英
語
化
で
あ
る
。
中
思
議
で
は
「
杜
文
秀
起
義
」
と

い、っ。

(89) 

(
は
)
揚
一
桂
薄
『
馬
徳
新
思
想
研
究
』
(
宗
教
文
化
出
版
社
、

(
一
ぬ
)
日
本
に
お
い
て
も
か
つ
て
の
村
々
で
は
、
も
の
ご
と
を
行
う
際
に
は

寺
や
神
社
に
集
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(
M
W
)

安
藤
潤
一
部
「
清
代
嘉
慶
・
道
光
年
間
の
雲
南
省
西
部
に
お
け
る
漢

題
対
立

i
i
「
雲
高
密
民
起
義
」
の
背
景
に
関
す
る
一
考
察

i
i」
(
句
史

一
一
策
第
八
号
、

.
0
0自
‘
一

資
)

学
雑
誌
h

第

一C
O二
)

(
げ
)
「
馬
復
初
'
馬
如
竜
と
'
約
数
条
を
訂
す
。
如
竜
は
遂
に
館
釈
に
由
る
。

後
初
は
軍
事
を
以
て
馬
永
に
委
ね
、
仇
お
礼
拝
念
経
を
以
て
事
と
為
す
。



間
人
も
亦
た
続
い
て
国
製
に
帰
る
」
(
揚
経
洋
司
潟
怨
新
思
想
研
究
』
四
一
一
奥
引

崎
山
山
間
氏
起
議
陥
第
一
一
間
三

(
訪
)
揚
経
搾
司
馬
徳
新
思
想
研
究
b

(

宗
教
文
化
出
版
社
、
…

5
0閥
、
四
五
一
塁

引
明
欽
定
平
定
雲
南
開
援
方
略
』
巻
七
。

(
山
口
)
「
徐
之
銘
、
擦
に
宿
り
て
恋
を
専
ら
に
し
て
妄
り
に
殺
す
。
従
来
の
督

撫
中
に
末
、
だ
有
ら
ざ
る
所
な
り
」
(
同
消
実
怒
巻
一
…
間
)

いーま

(
初
)
「
慢
省
の
漢
間
の
構
斡
は
己
に
久
し
。
現
は
馬
徳
新
等
と
の
和
解
を
経

て
、
省
取
は
安
一
読
た
り
」
(
明
消
住
民
銀
』
を
-
問
)

(
紅
)
「
全
襖
粛
清
後
、
問
教
中
の
多
く
義
学
を
立
つ
に
擬
え
、
:
:
:
間
民
意

を
し
て
之
を
濁
わ
し
む
。
忠
孝
に
本
づ
き
て
以
て
発
し
て
事
業
と

"勺!コ

襖 21
彊之
は(
頻繋
一一
夜組

故 i
劣明

L翌
。二Jヨt

j守S
'-

r-、
j淡
捜
!¥ 
年

大
義
を
伸
明
し
て
問
教
を
統
東

す
い
(
「
帥
酬
明
釈
議
後
序
」
)

/
f
 

「
穆
竿
黙
徳
の
五
教
を
慕
い
て
商
の
か
た
天
方
に
遊
び
、
彼
の
閣
の

口
』
一
部
を
得
た
り
。
帰
り
て
明
性

諸
課
と
合
し
、
一
戸
を
開
閉
じ
て
参
考

緊
士
大
夫
と
遊
び
て

日
守
、
し
明
言
7

羽

4

必
♀
f
h

ふ
れ
づ
同
門
』

し
、
燃
明
の
故
に
焼
然
た
り
」
(
越
雌
「
酬
酬
明
釈
義
序
」
)
〔
成
建
八
年
〕

(
泣
)
馬
徳
新
の
漢
文
力
は
流
暢
典
雑
自
由
自
症
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
か
っ

た
。
彼
の
著
述
は
、
か
な
り
の
も
の
が
ア
ラ
ビ
ア
誌
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、

そ
れ
ら
は
弟
子
の
馬
安
札
、
馬
関
利
ら
に
よ
っ
て
流
麗
な
漢
文
に
翻
訳

さ
れ
た
。
馬
安
札
、
馬
関
科
ら
は
科
挙
を
め
ざ
し
た
人
々
で
あ
っ
た
か
ら
、

彼
ら
の
文
章
カ
と
抑
制
後
っ
て
馬
徳
新
の
著
述
は
、
中
留
の
ム
ス
リ
ム
界

に
広
く
流
通
し
た
の
で
あ
る
。

(
お
)
楊
雄
平
司
馬
徳
新
思
懇
研
究
』
(
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
5
G
閥
、
一
家
)

{
川
仇
)
揚
経
平
『
馬
徳
新
思
想
研
究
』
(
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
C
C
閥
、
七
1
八一息。

孫
振
王
「
馬
語
新
評
伝
い
(
明
王
岱
輿
劉
智
評
伝
h

南
京
大
学
出
版
社
、
二
O
む六、

三
五
二

51一
一
五
三
一
奥
)
は
、
馬
認
新
は
軟
弱
妥
協
で
清
政
府
の
御
用
主
鼻
、
で

あ
っ
た
の
は
確
か
だ
と
し
つ
つ
、
一
方
、
清
政
時
の
馬
議
新
利
用
を
逆

手
に
と
っ
て
、
雲
南
ム
ス
リ
ム
に
最
大
の
保
護
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
、

と
し
て
い
る
。

応
キ
リ
又
ト
教
系
で
あ
り
、
鰐
語
新
は
キ
リ
ス
ト

教
を
寛
容
的
に
は
晃
て
い
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
太
平
天
慢
の
幹
部
に

イ
ギ
リ
ス
人
が
入
っ
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

(
お
)
実
殿
、
パ
ン
ゼ
!
の
乱
は
当
時
、
第
二
次
英
緬
戦
争
に
勝
利
し
て
全

ピ
ル
マ
占
領
を
狙
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
、
さ
ら
に
雲
南
か
ら
の
中
関

寝
入
の
た
め
の
絶
好
の
機
会
・
状
況
を
与
え
て
い
た
。
後
に
社
文
秀
は
、

お
)
太
平
天
揺
は
、

(90) 

末
期
と
な
っ
た
大
盟
政
府
の
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
承
認
を
求
め
て
番
一
憶
を

送
る
が
(
一
よ
れ
薬
は
懇
い
が
、
当
時
吋
の
東
南
ア
ジ
ア
情
勢
か
ら
見
れ
ば
こ
の
行
動
は
、
護

南
を
イ
ギ
リ
ス
に
売
る
こ
と
だ
フ
た
)
、
拒
不
閲
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は

も
は
や
見
放
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
幻
)
馬
徳
新
の
著
述
の
魅
力
は
、
形
而
上
的
に
高
度
な
哲
学
的
患
索
が
中

留
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
今
こ
こ
で
は
彼
が
比
較



的
簡
明
に
イ
ス
ラ

i
ム
と
中
間
の
伝
統
(
と
り
わ
け
儒
教
)
と
の
融
合
を
諮

る
文
を
、
い
く
つ
か
引
い
て
お
く
。

「
機
内
は
之
を
称
し
て
天
と
為
す
。
是
れ
天
下
万
批
の
公
共
す
る
所

の
者
な
り

Q

其
の
持
守
す
る
一
昨
の
者
は
、
天
に
麟
い

を
敬
い
天
を
畏
る
る
な
り
。
千
古
一
万
留
の
去
に
行
う
べ
き
所
の
公

礼
な
り
。
之
を
他
教
に
較
ぶ
る
に
、
祝
榊
鵡
仏
等
は
協
な
る
こ
と

如
何
せ
ん
や
の
民
つ
一
史
に
土
木
金
五
を
も
っ
て
神
仏
と
為
し
、
妄

り
に
其
の
霊
能
を
称
し
て
専
ら
吉
凶
福
摘
を
、
王
と
す
。
誰
か
是
な

ら
ん
非
な
ら
ん
。
孔
子
の
「
郎
却
を
天
に
穫
で
鰭
る
所
無
し
」
と
一
一
一
一
向

う
は
、
以
て
明
ら
か
に
す
る
に
足
り
、
孟
子
の
「
斎
戒
祢
浴
は
別

ち
以
て
上
帝
を
秘
る
べ
し
」
と
一
一
一
一
同
う
は
又
以
て
之
を
証
す
る
に
足

る
な
り
」
{
潟
徳
新
「
山
間
必
要
会
自
叙
」
)

「
町
山
一
肘
』
に
臼
く
、
「
.
夫
、
品
川
m
民
を
生
、
ず
」
(
明
毛
詩
』
「
大
雄
、
務
」
)
と

o

zg
に
日
く
、
「
一
大
、
下
良
を
降
す
」
(
『
尚
議
て
.
湯
諮
」
)
と
。
是
れ
、

人
の
界
に
紙
せ
ら
る
や
、
皆
天
よ
り
出
る
な
り
。
故
に
「
心
を
尽

く
し
性
を
知
る
は
、
天
を
知
る
所
以
な
り
。
心
を
存
し
性
を
養
う

は
天
に
事
う
る
一
昨
以
な
り
」
(
明
孟
工
「
然
心
上
」
)
。
人
は
思
よ
り
一

日
と
し
て
天
を
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
漢
貌
患
り
以
来
、
仏
老

の
教
興
る
も
、
只
土
木
偶
像
を
賂
拝
す
る
を
知
り
て
、
其
の
本
来

の
出
然
の
天
を
忘
る
る
な
り
。
罪
を
天
に
獲
て
天
の
怒
り
を
致
す
。

是
を
以
て
天
は
浩
溺
を
降
せ
ば
、
能
く
挽
閉
山
す
る
こ
と
莫
し
。
僕
、

天
方
に
遊
び
て
救
却
の
真
経
を
授
け
ら
る
る
を
得
た
り
。
此
の
乱

世
を
競
て
、
特
に
訳
し
て
明
祝
天
大
議
h

篇
を
為
る
」
(
潟
一
徳
新
吋
祝

一
大
大
後
序
」

(
お
)
馬
徳
薪
の
著
述
に
お
い
て
、
ア
ラ
ビ
ア
諮
と
漢
文
(
翻
訳
を
合
主
と

で
は
、
政
治
的
に
微
妙
な
部
分
に
お
い
て
は
表
現
に
差
異
が
あ
っ
'
た
甫

路
道
也
「
ア
ラ
ビ
ア
認
と
襟
議
が
む
す
ぶ
中
間
ム
ス
リ
ム
像
」
(
崎
市
ヤ
闘
の
イ
ス
ラ
i
ム

一
0
0九))。

思
怒
と
文
化
恥
勉
誠
治
版
、

(
m
m
)

孫
振
王
「
罵
諮
新
評
伝
」
(
明
王
詩
興
一
劉
智
評
伝
』
南
京
大
学
出
版
社
、
二
0
0

ム
ペ
一
一
三
一
一
一
き
は
、
実
際
は
向
治
士
一
一
年
(
一
八
七
回
で
あ
る
と
す
る
。

(
初
)
楊
桂
平
明
馬
徳
新
思
想
研
究
』
(
宗
教
文
化
出
版
社
、
ご
0
0
冊
、
五
一
一
一
気
)

引

第

二

冊

。

(91) 

(
筑
波
大
学
名
誉
教
授
)


