
だ
か
ら
中
岡
が
1dJlBう
｢正
し
い
歴
史
認
識
｣
に
つ
い
て
の
｢歴
史
認
識
｣
に
つ
い
て
は
､
私
は

1
日
し
て
｢逆

槻
｣
｢逆
聴
｣
｢逆
読
｣
を
煎
め
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
決
し
て
た
だ
の
逆
説
的
言
辞
か
ら
で
は
な
い
｡
そ
の
嘘
は
そ
れ

な
り
に
目
的
を
も
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
｡
中
国
で
は
政
治
的
目
的
を
も
っ
て
い
く
ら
で
も
嘘
の
歴
史
を

則
る
の
だ
｡
嘘
の
歴
史
に
つ
い
て
､
屈
さ
れ
な
い
で
そ
の
真
実
を
知
る
た
め
に
は
'
中
国
の
政
治
目
的
を
見
破

る
以
外
に
は
な
い
｡

第
二
章

中
華
文
明
の
原
理



｢

中
華
文
明
の
淵
源
と
し
て
の
黄
河
文
明

～
Jけ
./

中
華
文
明
は
'
黄
河
の
中
下
流
の
中
原
で
生
ま
れ
た
黄
河
文
明
を
淵
源
と
し
た
文
明
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
｡
大
河
の
周
り
で
虚
業
が
盛
ん
と
な
り
､
l
つ
の
巨
大
な
権
力
の
下
に
､
国
家
生
活
と
も
呼
ぶ
べ
き

巨
大
な
共
同
生
活
体
が
生
ま
れ
､
そ
れ
を
古
代
文
明
と
呼
ん
だ
こ
と
は
､
他
の
三
つ
の
古
代
文
明
(メ
ソ
ポ
タ

ミ
ア
文
明
､
エ
ジ
プ
ト
文
明
'
イ
ン
ダ
ス
文
明
)
と
共
通
し
て
い
る
｡

農
業
を
中
心
に
'
大
勢
の
人
が

一
つ
の
秩
序
の
下
に
共
同
生
活
す
る
四
大
文
明
の
中
で
'
黄
河
文
明
以
外
は

そ
の
後
'
後
進
の
新
た
な
文
明
の
誕
生
の
下
に
滅
び
､
そ
の
後
そ
の
古
代
文
明
を
直
接
継
続
し
て
引
き
継
ぐ
文

明
は
存
在
し
な
い
｡
が
'
鼓
河
文
明
の
み
は
引
き
継
が
れ
て
'
現
在
の
中
華
文
明
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
｡
そ
の

大
き
な
要
因
は
'
誕
生
し
た
時
点
で
北
方
に
戦
争
に
強
い
騎
馬
遊
牧
民
が
お
り
､
こ
の
騎
馬
遊
牧
民
と
絶
え
ず

戦
争
が
続
き
､
そ
の
過
程
で
'
周
辺
の
他
の
文
明
'
例
え
ば
長
江
流
域
に
先
行
し
て
い
た
長
江
文
明
も
飲
み
込

む
形
で
'
絶
え
ず
拡
大
を
続
け
､
現
在
の
中
華
文
明
に
発
展
し
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
点
で
､
黄
河
文

明
は
他
の
三
つ
の
古
代
文
明
と
異
な
る
｡

繰
り
返
す
が
'
黄
河
文
明
は
そ
の
北
に
夷
秋
と
呼
ば
れ
る
騎
馬
遊
牧
民
が
い
た
｡
こ
の
遊
牧
民
が
絶
え
ず
黄

河
文
明
の
主
体
で
あ
る
=3
桝
民
を
惑
っ
た
｡
騎
馬
民
族
で
あ
る
か
ら
戦
争
は
強
く
､
儲
桝
民
は
鉄
砲
や
大
砲
が

開
発
さ
れ
る
ま
で
負
け
続
け
て
い
た
｡
し
か
し
滅
び
は
し
な
か
っ
た
｡
遊
牧
民
は
広
域
を
移
動
L
t
文
明
の
運

び
屋
に
は
な
る
が
､
定
住
し
な
い
か
ら
'
巨
大
な
文
明
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
O
だ
が
出
桝
に
よ
っ
て
成
り

立
つ
文
明
は
'
巨
大
な
人
口
で
共
同
生
活
を
す
る
'
巨
大
な
共
同
生
活
体
に
な
る
｡
つ
ま
り
経
常
的
に
政
治
を

行
う
権
力
の
存
在
す
る
国
家
に
な
る
｡
そ
し
て
巨
大
な
国
家
生
活
を
す
る
た
め
に
は
'
租
税
な
ど
の
徴
収
記
録

が
必
要
と
な
り
,
文
字
が
発
明
さ
れ
る
｡
黄
河
文
明
で
発
明
さ
れ
た
漢
字
は
神
の
意
思
を
問
う
㌫
日
用
瓜
破
鹿
｣

封

を
起
源
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
が
,
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
や
エ
ジ
プ
ト
文
明
の
場
合
と
同
様

に
最
初
は

象

形

文

字

'す

な

わ

ち

表

意

文

字

と

し
て
生
ま
れ
た
｡
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
や
エ
ジ
プ
ト
文
明
の
文

字
は
そ
の
後
滅
び
,
後
進
の
新
た
な
文
明
の
下
で
､
そ
の
l
部
を
活
用
す
る
方
法
暫

殉
国
u
勺

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
洪
字
は
よ
く
見
る
と
'
｢美
｣
や
｢善
｣
な
ど
好
ま
し
い
意
味
の
字
に
｢羊
｣
が

あ
り
'

牧
畜
民
と
の
交
流
の
中
で
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
､
記
緑
の
た
め
の
手
段
と

し
て
漢
字
を
発
達
さ
せ
た
の
は
苑
河
文
明
を
担
っ
た
農
桝
民
で
あ
る
｡
そ
の
表
意
文
字
が
そ
の
ま
ま
今
日
の

中
華
文
明
で
も
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
､
中
華
文
明
は
他
の
三
つ
の
文
明
と
異
な
り
､
文
明
の
連
続
性
の

証
明
と
な
る
｡
黄
河
文
明
の
周
辺
に
は
=3
桝
民
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
文
明
が
多
数
あ
っ
た
O
俄
争
に
よ
っ
て
広

が
っ
た
文
明
圏
の
下
で
､
異
な
る
語
系
語
族
間
で
唯

1
の
意
思
伝
達
手
段
と
し
て
'
表
意
文
字
の
漢
字
が
使
用

さ
れ
'
そ
れ
が
交
信
の
メ
デ
ィ
ア
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

二
.
｢国
家
｣
に
代
わ
る
｢天
下
｣
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i

黄
河
文
明
以
外
の
他
の
三
つ
の
文
明
は
､
異
な
る
発
展
を
し
て
い
る
｡
三
大
文
明
の
生
ま
れ
た
地
域
近
辺
で

は
､
そ
の
後
､
発
展
し
た
後
進
の
文
明
が
現
れ
､
や
が
て
同
じ
宗
教
､
同
じ
言
語
'
同
じ
生
活
文
化
を
共
有
す
る

民
族
が
'
そ
れ
ぞ
れ
に
､
そ
れ
ぞ
れ
の
権
力
の
下
に
国
家
と
い
う
生
活
共
同
体
を
作
り
上
げ
る
､
国
家
文
明
と

も
呼
ぶ
べ
き
段
階
の
も
の
に
な
る
｡
つ
ま
り
共
通
の
宗
教
や
言
語
を
も
つ
生
活
集
団
が
な
わ
ぼ
り
(境
)
を
作
っ

て
､
そ
の
境
の
中
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
り
､
複
数
の
国
家
が
共
存
す
る
｢国
家
文
明
｣
が
生
ま
れ
た
｡
そ
し
て

国
家
同
士
は
共
存
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
O
そ
の
境
が
国
境
で
あ
り
､
国
境
を
も
っ
て
宗
教
や
言
語
の
異
な
る

生
活
集
団
が
で
き
あ
が
り
'
そ
れ
ら
が
共
存
し
て
別
々
に
幕
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
の
分
だ
け

争
い
が
'
つ
ま
り
戦
争
が
'
少
な
く
て
す
む
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
｡
が
､
哉
河
文
明
を
発
祥
の
原
点
と
し
て
い

る
中
華
文
明
で
は
'
国
家
と
い
う
観
念
は
な
く
､
し
た
が
っ
て
国
境
も
な
く
､
そ
の
代
わ
り
､
そ
の
文
明
を
主
宰

す
る
天
子
が
支
配
す
る
天
下
と
い
う
観
念
の
下
に
､
統
治
す
る
地
域
は
そ
の
天
子
の
力
し
だ
い
で
伸
縮
自
在
の

も
の
と
な
る
｡

天
子
の
力
次
第
で
ど
こ
ま
で
も
広
が
る
天
下
の
下
で
は
'
国
境
と
い
う
観
念
は
ほ
ん
ら
い
生
ま
れ
な
い
o
メ

ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
や
エ
ジ
プ
ト
文
明
や
イ
ン
ダ
ス
文
明
の
場
合
も
'
そ
れ
は
農
業
可
能
な
特
定
の
地
域
に
生
ま

れ
た
巨
大
な
文
明
で
あ
り
､
周
囲
に
そ
れ
と
同
等
な
文
明
は
な
く
'
し
た
が
っ
て
､
こ
こ
で
も
国
境
と
い
う
も

の
を
明
確
に
観
念
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
O
や
が
て
そ
の
文
明
は
衰
退
し
､
消
え
て
い
き
､
遠
か
ら

ざ
る
と
こ
ろ
に
新
し
い
さ
ら
に
進
ん
だ
文
明
が
誕
生
し
た
｡
た
だ
'
黄
河
文
明
を
起
源
と
す
る
中
華
文
明
の
場

合
だ
け
は
'
限
り
な
く
支
配
の
地
域
'
つ
ま
り
天
下
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
滅
ぶ
こ
と
が
な
く
今
日
ま

で
続
く
こ
と
に
な
っ
た
O
そ
れ
が
中
華
文
明
で
あ
る
｡
中
華
文
明
は
古
代
文
明
と
同
様
に
､
天
子
と
天
下
を
骨

子
と
し
､
原
則
と
し
て
国
境
を
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
た
め
､
そ
の
後
地
球
全
体
に
現
れ
た
国
家
を
作
っ
て
と

も
に
平
和
裏
に
共
存
す
る
と
い
う
｢国
家
文
明
｣
に
対
し
て
は
'
異
質
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
O
歴
史
の
上

で
厳
密
に
見
て
み
る
と
'
法
的
に
､
正
式
に
国
境
を
決
め
た
の
は
､
ド
イ
ツ
三
十
年
戦
争
の
終
結
に
締
結
さ
れ

た

一
六
四
八
年
の
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
で
あ
る
｡
そ
の
と
き
ス
イ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
の
独
立
も
承
認
さ
れ

た
｡今

日
は
､
す
べ
て
の
国
は
国
境
を
定
め
て
'
国
家
と
国
民
が
そ
の
国
内
に
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
'
中

華
文
明
の
担
い
手
の
中
国
は
'
国
際
関
係
の
下
で
や
む
を
え
ず
国
境
を
持
っ
て
い
る
も
の
の
'
本
来
は
'
力
に

よ
っ
て
支
配
で
き
る
と
こ
ろ
は
す
べ
て
天
下
な
の
で
､
天
子
の
力
が
強
く
な
れ
ば
'
そ
の
支
配
地
域
は
当
然
広

が
る
も
の
で
あ
り
'
国
境
が
あ
る
と
し
て
も
'
そ
れ
は
天
子
の
強
さ
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
も
拡
大
し
て
よ
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
Q
こ
れ
が
｢天
下
王
土
に
非
ら
ざ
る
も
の
な
し
｣
と
い
う
｢王
土
王
民
｣
思
想
と
な
る
｡

現
在
の
中
国
は
中
国
共
産
党
の
一
党
支
配
に
よ
っ
て
成
立
し
て
お
り
､
一
自
然
人
た
る
天
子
に
よ
る
支
配
と

い
う
形
か
ら
は
脱
皮
し
て
い
る
｡
が
､
天
子
に
当
た
る
中
国
共
産
党
と
い
う
ボ
ス
が
強
く
な
れ
ば
､
か
つ
て
の

天
子
と
同
様
に
'
支
配
地
域
は
広
が
り
､
支
配
す
る
民
'
人
民
は
多
く
な
る
の
は
当
然
と
考
え
て
い
る
｡
｢世
界

革
命
'
人
類
解
放
､
国
家
死
滅
｣
と
い
う
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
社
会
主
義
思
想
と
同
源
で
あ
り
'
｢易
姓
革
命
｣
に

も
つ
な
が
る
考
え
で
あ
る
｡
こ
の
考
え
方
は
､
黄
河
文
明
以
来
の
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ

り
､
現
在
の
中
国
も
拡
大
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
考
え
て
い
る
｡
現
在
の
中
華
文
明
を
担
っ
て
い
る
と
自
任
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ー

す
る
中
国
共
産
党
は
､
そ
の
考
え
方
が
古
代
中
国
に
発
祥
し
た
黄
河
文
明
か
ら
本
質
は
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な

い
の
だ
｡

儒
教
の
主
張
に
よ
れ
ば
'
道
徳
あ
る
｢有
徳
者
｣
が
天
命
を
受
け
､
天
子
と
な
っ
て
､
天
下
万
民
を
統
率
す
る

と
い
う
が
､
中
国
の
天
子
に
そ
う
い
う
有
徳
な
者
は
存
在
し
な
い
｡
開
祖
の
天
子
は
た
い
て
い
｢馬
上
(武
力
)

天
下
を
取
る
｣
だ
｡
明
君
､
名
君
と
言
わ
れ
る
者
で
も
'
た
と
え
ば
唐
の
太
宗
'
明
の
成
祖
な
ど
は
父
母
兄
弟
な

ど

一
族
'
親
族
を
殺
し
て
か
ら
天
子
の
座
に
の
し
あ
が
っ
た
｡
極
悪
非
道
な
著
し
か
皇
帝
に
な
れ
な
い
の
が
真

実
だ
｡

f
く
け
ん

毛
沢
東
が
言
っ
た
｢銃
口
か
ら
政
権
が
生
ま
れ
る
｣
と
い
う

俗

諺

の

ご
と
く
'
中
国
は
､
戦
争
立
国
の
国
で
あ

り
'
戦
争
な
し
に
は
中
国
が
存
在
し
な
い
｡

そ
う
し
た
中
華
文
明
を
支
え
る
人
間
へ
の
教
え
で
あ
る
儒
教
が
'
｢天
下
｣
の
考
え
方
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ

る
か
考
え
て
み
よ
う
｡
儒
教
の
教
え
そ
の
も
の
は
'
観
念
的
に
は
｢天
子
｣
の
下
で
'
民
'
人
民
が
平
和
に
暮
ら

す
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
､
天
子
の
使
命
は
平
和
を
築
く
こ
と
で
あ
っ
た
O
だ
か
ら
理
念
的
に
は
平
和
の

た
め
の
思
想
で
あ
る
｡

だ
が
'
天
子
の
下
で
の
儒
教
は
'
そ
の
巨
大
な
文
明
の
外
に
存
在
す
る
'
文
明
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
て士

い
る
｢爽
秋
｣
と
い
う
野
蛮
人
の
存
在
は
考
え
な
い
｡
天
下
の
中
で
孔
子
の
説
く
儒
教
は
､
黄
河
文
明
の
生
ま
れ

た
こ
ろ
の
､
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
の
戦
乱
の
記
録
の
な
い
祭
政

一
致
の
時
代
を
理
想
と
L
t
そ
れ
ゆ
え
に
礼
を
強
調

し
た
｡
そ
の
教
え
は
天
下
の
中
で
は
平
和
の
教
え
と
し
て
矛
盾
は
な
か
っ
た
｡
が
'
天
下
の
外
で
は
'
人
間
は
す

ぺ
て
野
蛮
人
と
さ
れ
,
儒
教
の
理
想
を
事
受
す
る
資
格
の
な
い
人
々
と
さ
れ
る
｡
だ
か
ら
自
由
に
殺
傷
し
て
か

ま
わ
な
い
人
々
と
な
る
O
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
｢華
夷
｣
思
想
で
あ
る
｡

要
す
る
に
,
巨
大
な
文
明
の
下
で
生
活
し
て
い
る
者
か
ら
す
れ
ば
､
天
下
の
外
の
野
蛮
人
は
生
き
て
い
く
保

q,つ,一'
し

e)んじルう

証
を
与
え
る
必
要
の
な
い
存
在
と
な
る
｡
明
末
の
大
儒
学
者
主

夫

之

は
'
｢夷
秋
｣
は
｢禽
獣
｣

だ
か
ら
'
人
間
の

｢仁
義
道
徳
｣
は
通
用
し
な
い
､
だ
か
ら
､
殺
し
て
も
｢不
仁
｣
と
は
い
え
ず
､
褒
切
っ
て
も
｢不
信
｣
や
｢不
義
｣

と
は
い
え
な
い
｡
も
と
も
と
好
戦
的
な
騎
馬
遊
牧
民
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
'
殺
し
合
い
の
戦
争
が
日
常
化
さ
れ

て
い
る
状
況
で
､
外
の
野
蛮
な
る
夷
秋
に
対
し
て
は
'
必
要
で
あ
れ
ば
い
つ
で
も
殺
し
て
も
よ
い
と
い
う
前
提

てんちけ･r･

を
置
い
て
い
る
｡
外
人
の
｢夷
秋
｣
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
(大
員
虐
殺
)
は
'
｢天
課

｣

と
陽
明
学
が
正
当
化
し

て
い
る
｡
つ
ま
り
､
天
に
代
わ
っ
て
不
義
の
夷
秋
を
討
つ
の
で
あ
る
｡

儒
教
を
巌
初
に
説
い
た
孔
子
は
聖
人
と
さ
れ
な
が
ら
も
'
人
肉
を
好
ん
で
食
し
て
い
た
と
言
う
人
が
い
る
｡

私
は
孔
子
が
人
肉
を
食
し
て
い
た
と
は
断
定
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
る
が
､
も
し
孔
子
が
人
肉
を
食
し
て
い
た

と
す
れ
ば
,
人
肉
が
野
蛮
な
爽
秋
の
人
肉
で
あ
れ
ば
'
禽
獣
の
肉
と
し
て
食
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
､

矛
盾
は
な
く
な
る
｡
じ
つ
さ
い
中
国
の
｢正
史
｣
に
も
｢夷
秋
｣
の
肉
を
獣
肉
と
し
て
文
明
の
支
配
人
に
唄
わ
れ

た
記
緑
が
多
く
残
っ
て
い
る
｡
『南
史
』
と
『梁
苔
』
｢倭
人
伝
｣
に
｢海
人
｣
の
肉
が
美
味
し
い
と
い
う
こ
と
が
詣

わ
れ
て
い
る
｡

そ
も
そ
も
孔
子
は
L
L
び
し
お
(撃

が
大
好
物
だ
っ
た
｡
L
L
ぴ
し
お
は
保
存
食
で
あ
り
､
人
肉
を
使
用
し

た
と
は
限
ら
な
い
が
'
孔
子
の
時
代
に
は
人
肉
噂
食
が
流
行
っ
て
い
た
｡
孔
子
が
そ
の
大
好
物
を
止
め
た
の
は

て〇 才三一 責 巾Il盲せIUlの舶PIl



し

ろ

変
邦
子
の

子

路

が

殺
さ
れ
､
L
L
び
し
お
に
さ
れ
'
孔
子
に
贈
ら
れ
て
か
ら
だ
っ
た
o

儒
教
は
孔
子
､
孟
子
の
後
､
l
二
世
紀
の
朱
子
の
朱
子
学
､
1
五
世
紀
か
ら

〓
ハ
世
紀
に
か
け
て
の
王
陽
明

の
陽
明
学
の
よ
う
に
役
活
(ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
)
し
て
新
儒
教
に
な
っ
た
が
'
そ
れ
で
も
天
下
の
外
の
者
は
野
蛮
人

と
し
て
殺
し
て
よ
い
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
｡
い
わ
ゆ
る
｢天
課
｣
の
思
想
で
あ
る
｡
日
本
人
に
深
い
影
響
を
与

え
た
陽
明
学
で
す
ら
'
中
華
文
明
の
中
で
は
'
そ
の
よ
う
な
前
提
が
当
然
の
ご
と
く
あ
っ
た
｡

三
.
中
華
文
明
の
中
核
と
な
る
戦
争

の
意
味

自
然
界
に
お
い
て
'
強
い
動
物
が
弱
い
動
物
を
捕
ら
え
て
殺
し
て
合
す
と
き
'
そ
こ
に
正
義
も
不
義
も
な
い
O

そ
の
捕
ら
え
方
に
ど
の
よ
う
に
巧
妙
な
悔
し
が
入
っ
て
い
て
も
そ
れ
は
卑
劣
な
行
為
で
は
な
く
､
む
し
ろ
巧
み

な
行
泡
と
し
て
褒
め
ら
れ
る
行
為
で
あ
り
'
態
で
も
な
け
れ
ば
'
不
義
で
も
な
か
っ
た
｡

ほ
と
ん
ど
の
軌
物
は
仲
間
同
士
で
は
殺
し
合
わ
な
い
｡
だ
が
樺
に
よ
っ
て
は
仲
糊
を
殺
し
共
食
い
を
す
る
の

も
い
る
｡
椀
に
よ
っ
て
は
自
分
の
子
供
で
あ
っ
て
も
殺
し
て
食
べ
る
の
も
い
る
o
そ
れ
ら
が
本
能
に
些
つ
く
限

り
､
や
は
り
そ
れ
は
悪
で
も
な
け
れ
ば
不
義
で
も
な
い
｡

人
間
の
場
合
､
通
常
で
は
人
を
食
す
こ
と
は
な
く
､
少
な
く
と
も
共
同
生
活
休
の
中
で
の
共
同
生
活
に
お
い
て

の
殺
人
は
悪
行
で
あ
り
'
犯
罪
と
し
て
扱
わ
れ
る
O

問
題
は
集
団
同
士
の
殺
し
合
い
で
あ
る
｡
食
糧
の
尽
き
た
集
団
と
食
糧
を
い
ま
だ
準
え
て
い
る
集
団
が
隣
接

し
て
い
る
と
き
'
食
梅
の
尽
き
た
張
団
が
､
そ
の
生
存
の
た
め
に
食
粒
を
帯
え
て
い
る
雑
同
を
武
力
を
持
っ
て

製
い
'
食
柘
を
奪
い
､
必
盟
で
あ
れ
ば
相
手
の
そ
の
塊
団
の
者
を
殺
す
.
つ
ま
り
は
殺
し
合
う
こ
と
を
前
提
と

し
て
妹
団
問
の
戦
い
が
起
こ
る
｡
こ
れ
が
職
争
で
あ
る
｡

人
勅
の
文
明
と
し
て
は
､
こ
の
戦
争
を
で
き
る
だ
け
抑
制
す
る
よ
う
に
発
展
し
て
い
く
か
､
そ
れ
と
も
職
争

に
つ
い
て
抑
制
の
た
め
の
い
か
な
る
論
も
立
て
ず
､
無
制
限
に
放
置
し
て
発
展
し
て
い
く
か
の
分
岐
に
立
つ
こ

と
に
な
る
｡

国
家
を
形
成
L
t
国
境
を
も
っ
て
地
域
別
に
生
活
す
る
と
こ
ろ
の
､
私
の
追
詰
で
あ
る
｢国
家
文
明
｣
の
下
で

は
'
戦
争
を
抑
止
す
る
方
向
に
進
む
｡
し
か
し
天
子
が
天
下
を
取
る
た
め
の
戦
い
が
戦
争
で
あ
る
文
明
の
下
で

は
'
戦
争
は
国
家
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
'
天
子
が
天
子
に
な
る
た
め
の
職
争
で
あ
る
か
ら
'
際
限
が
な
い
｡

国
家
に
よ
る
戦
争
は
'
国
家
が
共
存
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
戦
争
で
あ
る
か
ら
'
そ
こ
に
戦
争
を
回
避
す

る
'
あ
る
い
は
犠
牲
者
を
少
な
く
す
る
よ
う
に
抑
制
が
働
い
て
く
る
.
つ
ま
り
は
強
き
者
も
弱
き
者
も
共
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
や
規
則
が
で
き
て
く
る
O

し
か
し
天
子
'
天
下
の
文
明
の
下
で
は
'
強
い
者
は
'
あ
る
い
は
勝
っ
た
者
は
い
か
な
る
こ
と
を
し
て
も
よ

い
と
い
う
自
然
の
ル
ー
ル
､
い
わ
ゆ
る
｢ジ
ャ
ン
グ
ル
の
法
則
｣
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
'
職
争
は
そ
の
支
配
者

た
る
天
子
に
な
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
'
あ
ら
ゆ
る
手
段
が
許
さ
れ
'
職
争
は
限
り
な
く
残
酷
な
も
の
と

な
っ
て
い
く
｡

負
け
た
者
は
抵
抗
す
る
物
理
的
手
段
を
す
べ
て
失
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
､
戦
争
で
勝
っ
た
者
は
'
負
け
た
者
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ち上)へい
L.LJかい

を
全
員
殺
す
こ
と
も
自
由
に
で
き
る
｡
た
と
え
ば
敬
国
時
代
に
'
秦
と
越
と
の
｢長
平
の
峨
｣
で
組
の
投
降
兵
士

は

1
夜
で
秦
の
将
軍
白

起

に
よ
っ
て
四
十
余
万
人
が
穴
埋
め
に
さ
れ
た
｡
秦
が
天
下
を
取
っ
た
後
､
秦
末
の
天

しんACん

下
大
乱
で
､
秦
兵
も
｢新
安

｣

で
楚
の
新
王
項

羽

に
よ
っ
て
二
四
万
人
が
穴
埋
め
に
さ
れ
た
.
職
争
を
抑
制
す
る

論
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
､
勝
利
す
る
そ
の
た
め
に
役
立
つ
い
か
な
る
手
段
で
も
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

り
､
有
効
な
ら
ば
梼
緒
な
く
殺
教
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
勝
つ
た
め
に
す
べ
て
の
手
段
が
許
さ
れ
'
自

然
界
の
ル
ー
ル
と
同
様
に
'
そ
こ
に
正
義
も
不
義
も
な
く
な
り
､
戦
争
は
結
果
と
し
て
限
り
な
く
残
虐
な
も
の

に
な
る
｡

こ
の
よ
う
な
戦
争
が
顔
発
す
れ
ば
'
共
同
体
内
の
正
義
も
十
分
に
守
ら
れ
な
く
な
る
O
中
国
で
約

二
千
五
〇
〇
年
前
'
孫
子
と
い
う
者
が
古
き
残
し
た
兵
書
『孫
子
』
の
最
初
に
｢兵
は
訴
追
(欺
く
や
り
方
)
な

り
｣
と

い
う
言
葉
が
あ
る
｡
戦
争
は
生
き
残
る
た
め
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
た
め
に
は
す
べ

て
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
'
通
常
の
道
徳
は
死
滅
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡

た
と
え
ば
､
中
国
に
存
在
す
る
城
を
囲
ん
で
の
戦
争
､
い
わ
ゆ
る
｢稲
城
職
｣
で
'
城
の
中
に
い
た
者
が
金
槌

も
尽
き
敗
北
を
認
め
て
降
伏
し
て
も
'
勝
っ
た
側
に
余
分
の
食
掛
が
な
け
れ
ば
､
降
伏
し
た
者
を
穴
埋
め
に
す

る
等
で
全
員
殺
す
こ
と
に
な
る
｡
城
が
破
ら
れ
る
と
城
民
が
皆
殺
さ
れ
る
'
い
わ
ゆ
る
｢居
城
｣
で
あ
る
｡
｢居

城
｣
の
行
事
化
に
つ
い
て
だ
が
,
｢南
京
大
虐
殺
｣
や
ら
,蒙

ど
,
帝
都
の
大
虐
殺

(屠
城
)
は
古
代
か
ら
中
国
戦
史
に
よ
く
見
ら
れ
る
〝行
事
″
に
な
っ
て
い
る
D
そ
の
と
き
殺
さ
れ
る
側
は
す
で

に
抵
抗
す
る
手
段
を
ま
っ
た
く
持
っ
て
い
な
い
か
ら

'
殺
さ

れ
る
ま
ま
に
な
る
ほ
か
は
な
い
｡
と
す
れ
ば
､
金

槌
の
尽
き
た
城
内
で
は
'
降
伏
で
き
な
い
｡
そ
こ
で
老
人
'
子
供
'
女
と
'
弱
い
者
を
殺
し
て
食
し
て
い
く
こ
と

A)L-
い

に
な
る
｡
中
国
史
に
記
録
さ
れ
て
い
る
人
間
の
共
唯
の
史
例

1
千
八
例
の
中
で
､
馳
城
職
に
見
ら
れ
る
史
例
は

二
三
六
回
に
も
の
ぼ
る
｡

･LY桝
民
が
お
り
､
食
糧
を
蓄
え
て
お
り
､
そ
の
北
方
に
衣
秋
と
い
う
騎
燭
遊
牧
民
が
お
り
､
そ
こ
か
ら
絶
え

ず
城
争
を
仕
掛
け
ら
れ
れ
ば
'
戦
争
は
も
と
も
と
正
頚
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
ら
､
勝
つ
た
め
に
あ

ら
ゆ
る
手
段
が
使
わ
れ
'
戦
争
は
と
め
ど
も
な
く
残
虐
に
な
る
｡

そ
し
て
戦
争
に
負
け
た
側
は
､
生
き
残
る
た
め
に
､
さ
ら
に
別
の
農
耕
民
を
裂
う
0
勝
つ
た
め
に
す
べ
て
の

手
段
を
使
い
､
戦
争
は
そ
の
度
に
よ
り
残
虐
化
し
'
残
虐
な
戦
争
の
地
域
は
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
く
｡

中
華
文
明
は
'
黄
河
の
中
下
流
の
中
原
に
発
祥
し
た
黄
河
文
明
が
､
そ
の
北
方
の
騎
馬
遊
牧
民
に
よ
っ
て
襲

わ
れ
続
け
'
戦
争
が
常
態
化
L
t
そ
れ
が
中
国
大
陸
全
体
の
Hh起
業
文
化
圏
に
広
が
っ
て
で
き
た
も
の
､
と
総
括

で
き
る
｡

戦
争
の
手
段
た
る
武
力
を
動
か
し
う
る
立
場
に
立
っ
た
者
を
'
均
し
く
天
子
と
呼
べ
ば
'
天
子
は
動
か
す
武

力
の
強
さ
に
応
じ
て
支
配
す
る
天
民
'
人
民
(生
民
と
も
呼
ば
れ
る
)
を
増
や
し
て
い
く
｡
強
く
な
れ
ば
強
く
な

る
ほ
ど
支
配
す
る
地
域
は
広
く
な
り
'
支
配
す
る
人
民
の
数
は
増
大
す
る
｡

ち▲うか･<

西
洋
文
明
を
中
心
と
し
て
､
世
界
の
歴
史
を
鳥
幡
す
れ
ば
'
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
や
エ
ジ
プ
ト
文
明
､
イ
ン

ダ
ス
文
明
が
滅
び
去
っ
た
あ
と
､
こ
の
近
辺
で
で
き
た
新
し
い
文
明
は
､
国
家
を
作
り
､
国
家
は
例
外
が
多
々

あ
る
も
の
の
､
原
則
は
宗
教
'
言
語
'
人
種
を
共
通
に
す
る
国
民
に
よ
っ
て
桃
成
さ
れ
'
国
民
に
は
権
力
に
よ
っ

6263 訂!二枚 IflllSセEU)のJJ;,:確



｢

て
侵
さ
れ
な
い
公
平
'
公
正
の
正
義
'
つ
ま
り
権
利
が
認
め
ら
れ
､
国
家
は
国
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
こ
と

を
使
命
と
L
t
そ
し
て
国
家
と
国
家
と
は
互
い
に
は
主
権
を
認
め
合
い
,
国
家
の
自
治
を
認
め
あ
う
｡
そ
し
て

強
い
国
家
も
弱
い
国
家
も
共
に
従
う
国
際
法
が
発
達
し
,
戦
争
は
抑
止
さ
れ
,
全
体
と
し
て
は
戦
争
犠
牲
者
は

少
な
く
な
る
｡
戦
争
が
残
酷
で
非
道
な
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
､
何
と
か
そ
れ
を
抑
制
す
る
方
向
で
発
展
し
た
文

明
は
'
こ
う
し
た
複
数
の
国
家
が
共
存
す
る
｢国
家
文
明
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
0

も
ち
ろ
ん
､
国
家
は
時
代
に
よ
っ
て
｢都
市
国
家
｣
｢封
建
国
家
｣
｢国
民
国
家
｣
と
さ
ま
ざ
ま
な
｢か
た
ち
｣
が

ぁ
り
'
中
国
大
陸
も
威

国
七
雄
｣
や
｢
｢五
胡
↑
六
国
｣
｢五
代
↑
国
｣
な
ど
国
家
時
代
と
言
っ
て
も
よ
い
も
の
が

ぁ
っ
た
｡
し
か
し
'
中
華
帝
国
の
歴
代
王
朝
は
,
漢
人
,
華
人
が
,
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
の
中
原
か
ら
追
わ
れ
た
後

は
'
そ
の
主
役
は
､
約
二
千
年
に
も
わ
た
っ
て
,
夷
秋
が
主
役
に
な
り
,
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
｢天
下
｣
｢天
下
は
一

つ
｣
を
志
向
し
た
｡

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
は
'
ロ
ー
マ
法
の
下
'
万
民
が
権
利
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
発
達
し
た
が
､

一
六
四
八
年
'
長
く
続
い
た
戦
乱
を
終
息
さ
せ
る
た
め
,
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
条
約
を
結
ん
だ
｡
こ
れ
に
よ
っ

て
各
国
は
国
家
と
し
て
の
権
利
た
る
主
権
を
大
き
い
国
も
小
さ
い
国
も
平
等
に
認
め
合
い
､
国
家
と
国
家
の
関

係
は
国
際
法
に
基
づ
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
妄

し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
峨
争
を
抑
制
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
り
､
人
類
の
文
明
た
る
べ
き
｢国
家
文
明
｣
が
は
っ
き
り
と
形
を

現
わ
し
た
の
で
あ
る
｡

特
に
国
民
国
家
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
､
国
家
文
明
が
今
日
の
世
界
の
趨
勢
に
な
っ
た
が
,
中
華
文
明
だ
け

Jr
フせ
い

は
､
端
的
に
言
っ
て
'
国
家
も
な
く
､
凶
L
fも
な
く
､
国
境
も
な
い
'
人
頬
の
文
明
と
し
て
は
災
%1
な
も
の
と
し

て
二
1
世
紀
の
今
日
に
残
っ
て
い
る
｡
｢国
家
文
明
｣
と
'
｢天
下
｣
と
の
【1g
大
の
違
い
は
､
前
者
は
国
家
と
国
民

と
の
間
に
'
｢権
利
と
義
務
｣
が
法
的
に
規
定
さ
れ
て
お
り
'
民
意
を
問
う
制
度
や
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
､
国

と
国
と
の
間
に
は
国
際
法
が
あ
り
'
後
者
に
は
そ
う
し
た
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

四
.
論
理
的
に
破
綻
し
て
い
る
易
姓
革
命
の
政
治
理
論

裁
河
文
明
､
中
華
文
明
で
'
天
下
を
束
ね
る
の
は
天
子
た
る
皇
帝
で
あ
る
｡
天
子
は
理
念
的
に
は
､
天
下
に
秩

け
いたく

序
を
も
た
ら
し
､
天
民
､
人
民
へ
の
恵

沢

を
生
み
出
す
存
在
で
あ
る
O
し
た
が
っ
て
､
理
念
的
に
は
天
下
の
万
民

を
幸
せ
に
す
る
､
ロ璽
品
の
有
徳
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
天
子
に
な
る
た
め
に
は
'
戦
争
に
勝
ち
抜

き
､
斬
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
そ
の
登
極
競
争
(ト
ッ
プ
争
い
)
は
城
争
で
あ
る
以
上
'
通
常
の
意
味

で
の
有
徳
者
が
戦
争
に
勝
つ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
.
道
徳
を
撫
祝
し
､
｢兵
は
訴
追
な
り
｣
と
い
う
こ
と
で
誰
道

を
実
行
し
､
武
力
に
よ
っ
て
極
悲
非
道
の
前
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
｢殺
し
合
い
｣
は

1
家

1
版
も
例

外
で
は
な
い
｡

戦
争
の
過
程
で
は
危
険
は
い
く
ら
で
も
あ
る
｡
武
力
に
よ
る
闘
争
の
真
っ
只
中
に
い
る
天
子
は
つ
ね
に
危
険

の
中
に
い
る
｡
中
国
の
歴
史
を
顧
み
て
'
天
子
た
る
皇
帝
に
な
っ
た
者
は
約
二
〇
〇
人
い
る
が
､
そ
の
う
ち
'
三

分
の
1
は
天
寿
を
全
う
し
て
い
な
い
.
さ
ら
に
同
じ
文
明
圏
の
朝
鮮
半
島
で
は
歴
代
王
朝
の
国
王
は
生
存
率
は
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も
っ
と
低
い
｡
約
二
人
に

1
人
が
非
運
の
死
を
と
げ
て
い
る
O
そ
の
よ
う
な
危
快
に
組
ま
れ
､
そ
れ
を
克
服
し

て
皇
帝
の
地
位
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
皇
帝
へ
の
道
は
悲
旭
の
迫
で
し
か
な
い
｡
天
子
に
よ
る
易
姓
革

命
の
望

鮒
は
人
類
の
た
め
の
政
治
理
論
と
し
て
は
'
根
本
的
に
矛
盾
が
あ
る
と
言
え
る
.
人
頬
の
幸
福
に
つ
な

が
ら
な
い
政
治
現
論
で
あ
る
｡

｢易
姓
革
命
｣
と
は
'
天
子
が
徳
を
失
っ
た
と
き
､
次
の
新
た
な
天
子
が
現
れ
て
徳
の
政
治
を
す
る
と
い
う
こ

か

<らた

と
で
､
天
子
が
交
代
す
る
と
い
う
政
治
理
論
で
あ
る
｡
言
葉
の
意
味
と
し
て
は
'
姓
を
易
え
て
天
の
命
を
革
め

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
群
雄
並
立
競
争
の
中
で
'
群
雄
を
お
さ
え
､
最
終
的
に
勝
て
る
天
子
こ
そ
'
真
に
天
命

を
う
け
た
｢有
徳
芦

と
し
て
｢真
命
天
子
｣
と
も
称
さ
れ
る
｡
紀
元
前
四
世
紀
か
ら
紀
元
前
五
世
紀
に
生
き
た

孟

子

に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
政
治
聖

細
で
あ
る
.
孟
子
が
儒
教
に
基
づ
く
平
和
で
安
定
し
た
天
下
を
琴

｣
う
と

し
た
と
き
､
す
で
に
中
国
で
は
武
力
に
よ
る
天
子
の
交
代
の
歴
史
が
あ
り
､
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
｢易
姓
革

命
｣

と
い
う
政
治
邸
論
を
榔
襲
せ
ざ
る
を
得
ず
､
易
姓
市
命
の
政
治
W慧
州
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と

1
応
は
亭
見

る
｡易

姓
革
命
の
理
論
で
は
い
か
な
る
王
朝
も
い
つ
か
は
滅
び
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
お

り
'
中
華
文
明
の
下
で
は
す
で
に
そ
の
よ
う
に
現
実
が
展
開
し
て
お
り
､
あ
る
程
度
は
仕
方
の
な
い
政
治
理
論

で
あ
る
｡
だ
が
'
こ
の
政
治
理
論
の
下
で
は
'
誰
で
も
ど
の
よ
う
な
手
段
を
使
っ
て
も
と
も
か
く
戦
争
に
勝
ち

抜
け
ば
天
子
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
た
が
っ
て
､
戦
争
は
限
り
な
く
残
虐
に
な
る
O

し
'ぜんLlけう

こ
フそう

唐
を
滅
ぼ
し
'
染
王
朝
を
開
い
た
朱

全

忠

と
い
う
人
物
は
､
も
と
は
黄

巣

と
い
う
大
盗
賊
(現
在
の
中
華
人

▲事つ

民
共
和
樋
で
は
怨
民
革
命
の
英
雄
と
し
て
歴
史
博
物
館
ま
で
建
て
ら
れ
て
和
ら
れ
て
い
る
)
の
配
下
で
あ
り
､

敢
鵜
に
従
っ
て
炎
巣
の
乱
を
起
こ
す
わ
け
だ
が
'
官
軍
の
前
に
黄
鵜
が
危
険
に
な
る
と
光
弘
を
あ
っ
さ
り
表
切

り
､
官
軍
に
つ
い
て
哉
典
を
討
伐
し
た
.
そ
の
功
で
店
の
皇
帝
よ
り
朱
全
忠
の
名
前
を
与
え
ら
れ
た
が
､
応
後

は
唐
を
滅
ぼ
し
､
自
ら
梁
王
朝
を
開
い
た
｡

りe.つけう

し●けんし▲う

淡
王
朗
を
開
い
た
劉
邦
も
'
明
王
朝
を
聞
い
た
朱
元
噂
も
'
じ
つ
は
字
も
読
め
な
い
'
術
に
う
ろ
つ
く
の
ん

だ
く
れ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
｡
二
人
は
運
よ
く
皇
帝
に
な
る
や
'
皇
帝
に
な
る
の
に
功
を
尽
く
し
た

配
下
を
粛
清
し
､
多
く
の
者
を
細
川実
の
ま
ま
に
殺
し
た
｡
特
に
朱
元
野
の
場
合
は
､
単
に
殺
し
た
い
功
臣
の
1

族
郎
党
だ
け
で
は
な
く
'
功
臣
の
同
郷
の
者
も
殺
し
'
結
局
は
約
五
万
人
か
そ
れ
以
上
の
無
実
の
者
を
殺
し
た
｡

結
果
的
に
は
強
い
者
が
勝
つ
'
勝
て
ば
負
け
た
者
に
対
し
て
何
を
し
て
も
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
易

姓
革
命
に
よ
れ
ば
天
民
'
人
民
は
'
そ
の
天
子
が
勝
っ
て
天
子
に
な
る
ま
で
'
い
か
に
苦
し
い
目
に
遭
う
こ
と

か
｡
そ
し
て
天
子
に
な
っ
た
者
は
武
力
に
よ
っ
て
勝
ち
抜
い
た
者
で
あ
る
ゆ
え
に
､
何
を
し
て
も
許
さ
れ
る
と

い
う
そ
の
窒

息
性
に
よ
っ
て
'
ま
た
ど
れ
だ
け
危
険
な
目
に
さ
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
｡
じ
つ
は

現
在
の
中
国
で
は

l
党
支
配
の
下
'
依
然
と
し
て
こ
の
政
治
仰望
洲
で
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢易
姓
革
命
｣
理
論
は
そ
れ
な
り
の
限
界
が
あ
る
は
ず
だ
｡
す
な
わ
ち
六
朝
以
後
の
中
確
世
界
は

｢

五

胡
｣
を
は
た
いけ人

じ
め
･
約
二
千
年
近
く
に
も
わ
た
っ
て
夷
秋
優
位
の
時
代
で
あ
っ
た
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
モ
ン
ゴ
ル
人
の
大
元

L]いしん

や
ら
満
洲
人
の
大
柄
に
征
服
さ
れ
て
も
'
そ
れ
で
も
そ
れ
を
｢易
姓
革
命
｣
と
言
い
張
る
こ
と
自
体
'
こ
の
政
治

理
論
は
人
類
を
不
幸
に
す
る
政
治
理
論
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡



五
.
｢民
｣
｢人
民
｣
の
通
性

中
華
文
明
の
中
で
､
｢天
子
｣
の
下
､
｢天
子
｣
の
支
配
を
受
け
る
｢天
民
｣
｢人
民
｣
は
い
か
な
る
特
性
を
身
に
つ

け
る
か
｡

天
子
は
い
か
な
る
手
段
を
使
っ
て
も
戦
乱
に
勝
ち
抜
い
た
者
が
な
る
と
い
う
｢易
姓
革
命
｣
の
政
治
理
論
の

下
'
民
の
安
寧
を
顧
み
る
余
裕
は
な
い
｡
峨
乱
を
勝
ち
抜
く
た
め
に
少
し
で
も
必
要
で
あ
れ
ば
'
い
つ
で
も
ど

れ
だ
け
で
も
殺
瓢
す
る
｡
何
ら
か
の
利
点
が
あ
れ
ば
別
だ
が
'
当
面
の
敵
と
撃
っ
た
め
に
は
人
民
の
存
在
は
何

ら
利
が
な
い
か
ら
､
紬
禎

し
､
必
要
で
あ
れ
ば
平
然
と
殺
戟
L
t
ま
た
は
生
民
が
死
ぬ
の
を
放
芯
す
る
｡

天
子
に
徳
が
あ
っ
て
戦
争
の
な
い
場
合
で
も
'
天
民
は
飢
餓
'
疫
病
等
で
土
地
を
離
れ
流
民
と
化
し
,
そ
れ

が
天
下
大
乱
の
原
因
と
な
る
O
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
｡
ど
の
よ
う
な
状
況
で
も
戦
乱
に
勝
ち
抜
け
ば
誰
で
も
天

子
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
､
飢
餓
や
疫
病
の
混
乱
の
中
で
'
新
た
な
者
が
天
子
に
な
る
こ
と
を
目
指

し
て
戦
乱
を
起
こ
す
｡

り▲うけ
いち▲う

りく4人

梁
啓
超
の
言
う
よ
う
に
､
民
､
人
民
は
'
虐
殺
さ
れ
る
｢数
民
｣
と
呼
ば
れ
る
.
現
代
中
国
に
お
い
て
も
･
正

確
な
意
味
で
は
｢国
民
｣
は
存
在
せ
ず
へ
歴
史
的
に
見
る
と
'
｢国
家
｣
と
は
関
係
の
な
い
｢凱
艮
｣
あ
る
い
は
｢天

民
｣
｢生
民
｣
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
｡

地
政
学
的
に
見
る
と
'
中
華
世
界
は
北
に
万
里
の
長
城
が
あ
っ
て
も
'
遊
牧
民
の
南
下
を
阻
む
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
.
滴
に
長
江
と
い
う
天
険
が
あ
っ
て
､
そ
れ
を
越
え
る
の
は
ほ
ん
ら
い
獅
し
い
こ
と
な
の
だ
が
､
そ

の
天
険
と
言
わ
れ
る
長
江
の
水
防
が
あ
っ
て
も
'
北
方
遊
牧
民
の
南
下
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
波
束

に
な
る
と
､
漢
人
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
に
は
す
で
に
爽
秋
が
外
国
人
労
働
者
と
し
て
大
量
に
移
住
し
て
お
り
'
三

国
時
代
以
後
に
な
る
と
'
中
原
の
地
の
農
桝
民
は
華
夷
半
々
に
な
っ
て
い
た
｡
五
胡
十
六
国
の
時
代
に
中
原
は

せん
ぴ

と
っけ
つ

夷
秋
の
優
位
が
確
立
さ
れ
'
惰
麿
の
皇
帝
は
ト
ル
コ
系
(鮮
卑

､突

廠

)
に
な
り
､
約
千
咋
前
の
乗
の
時
代
に
な

る
と
､
長
江
以
北
の
地
は
モ
ン
ゴ
ル
系
契
丹
人
の
遼
'
ツ
ン
グ
ー
ス
系
女
央
旗
人
の
金
､
西
北
は
ソ
グ
ド
人
の

西
夏
の
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
O
モ
ン
ゴ
ル
人
の
大
元
は
長
江
を
越
え
'
長
江
以
南
の
江
南
も
呑
み
込
ん
だ
｡

女
真
系
の
満
州
人
は
広
が
っ
た
中
華
世
界
を
中
心
に
中
国
大
陸
を
約
三
〇
〇
年
近
く
支
配
し
て
き
た
｡
五
胡

い
lし●｣

十
六
国
の
時
代
か
ら
約
二
千
年
近
く
に
も
わ
た
っ
て
'
中
国
で
は
二
〇
世

紀
初
頭
ま
で
'
夷
秋

が
優
位
を
保
っ

て

い
た
の
だ
｡

黄
河
文
明
を
担
っ
た
中
原
の
華
人
'
漢
人
は
'
約
二
千
年
も
前
か
ら
遊
牧
民
に
よ
っ
て
南
へ
南
へ
と
追
わ
れ
'

時
代
と
と
も
に
長
江
の
南
の
｢江
南
｣
へ
と
入
っ
て
い
っ
た
｡

原
因
は
自
然
災
害
で
あ
れ
､
こ
の
よ
う
な
地
政
学
的
や
生
態
学
的
な
問
題
で
あ
れ
､
戦
乱
に
よ
る
も
の
で
あ

れ
､
流
民
が
出
て
き
た
と
き
'
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
原
因
で
流
民
が
生
じ
､
社
会
の
秩
序
が
崩
壊
し
た
と
き
'

新
た
な
天
子
に
な
る
た
め
に
'
い
か
な
る
資
格
も
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
'
そ
し
て
天
民
､
人
民
に
い
か
な
る
配

慮
も
す
る
必
要
は
な
く
'
た
だ
ひ
た
す
ら
戦
乱
を
勝
ち
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
天
子
は
誕
生
す
る
も
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
､
民
は
天
子
か
ら
全
く
見
捨
て
ら
れ
た
存
在
と
な
る
｡
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前
述
の
泊
兼
か
ら
活
躍
し
た
梁
啓
超
の
言
う
ご
と
く
､
中
華
文
明
の
下
で
の
天
民
､
生
民
､
人
民
は
､
天
子
た

ら
ん
と
す
る
者
に
よ
っ
て
気
ま
ま
に
殺
さ
れ
る
｢教
民
｣
な
の
で
あ
る
ご
｣
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
､
現
在
の
中
国

■L▲ru}･つ

人
は
'
殺
敬
を
免
れ
た
｢
憤

倖

な
生
き
残
り
｣
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
状
況
を
潜
り
抜
け
て
き
た
民
は
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
に
至
る
か
o
古
代
か
ら
現
代

に
至
る
ま
で
､
中
華
文
明
下
の
天
民
､
人
民
は
従
順
で
｢平
和
愛
好
｣
と
自
称
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
で
は
な
い

が
'
し
か
し
大
勢
が
決
ま
れ
ば
､
実
に
よ
く
｢順
民
｣
に
な
り
た
が
る
｡
あ
る
い
は
｢奴
隷
｣
に
な
り
た
が
る
｡
中

華
文
明
の
下
'
天
民
､
人
民
が
い
か
に
｢奴
隷
｣
に
な
り
た
が
る
か
に
つ
い
て
は
'
私
が
か
つ
て
出
版
し
た
『砦

れ
る
悪
夢
の
履
歴
普
』
(福
昌
堂

二
〇
〇
五
年

)

の
中
で
細
か
く
論
証
し
た
と
お
り
で
あ
る
o

近
代
中
国
文
学
の
父
と
呼
ば
れ
る
文
豪
の
魯
迅
は
私
以
上
に
単
刀
直
入
で
'
中
国
史
の
時
代
区
分
は
､
①
奴

隷
に
な
ろ
う
と
し
て
も
な
れ
な
か
っ
た
時
代
と
②
し
ば
ら
く
奴
隷
に
な
れ
て
満
足
す
る
時
代
と
二
分
す
れ
ば
充

分
だ
と
主
張
し
て
い
る
｡

士
ん
し
q
･Tl

中
華
文
明
の
下
で
の
漢
人
は
人
数
だ
け
は
多
い
が
､
た
い
て
い
は

僅

少

の

数
の
爽
秋
に
数
十
年
､
数
代
'
あ

る
い
は
数
百
年
に
も
わ
た
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
甘
受
し
て
き
た
｡
匪
賊
で
あ
ろ
う
が
'
夷
秋
で
あ
ろ
う
が
'

す
ぐ
に
順
応
迎
合
す
る
の
で
あ
る
｡
乱
を
少
し
で
も
少
な
く
す
る
た
め
に
民
の
作
り
上
げ
た
天
民
'
人
民
の
性

格
で
あ
ろ
う
｡

敵
が
絶
対
的
に
優
位
に
立
っ
て
お
れ
ば
､
勝
て
な
い
戦
争
を
戦
っ
て
死
ぬ
の
は
偶
鹿
馬
鹿
し
く
'
競
っ
て
投

降
す
る
の
が
常
で
あ
る
｡
当
時
優
勢
で
あ
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
長
江
上
流
か
ら
下
っ
て
江
南
に
入
っ
た
と
き
な

こf

ど
は
､
南
兼
の
軍
民
は
挙
っ
て
熱
烈
歓
迎
し
た
O
満
琴
八
旗
軍
が
北
京
や
南
京
に
入
城
し
た
際
も
､
文
武
百
官

お
よ
び
市
L
fが
挙
っ
て
｢大
満
栃
民
｣
と
豪
家
に
貴
紙
を
貼
り
'
香
を
焚
い
て
熱
烈
歓
迎
し
た
o
敵
側
が
破
竹
の

勢
い
を
見
せ
れ
ば
'
直
ち
に
全
員
が
降
伏
す
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う

｡
こ,'ど''し
e

つ

明
末
に
満
州
人
の
君
臨
に
反
抗
し
て
明
の
復
興
に
励
ん
だ
烈
士
､
炎

道

周

は

'
搬
入
の
建
て
た
明
を
守
ろ
う

と
し
て
'
反
満
の
英
雄
だ
っ
た
｡
後
に
抵
抗
む
な
し
く
逮
捕
さ
れ
て
連
行
さ
れ
る
途
中
'
刺
々
は
新
年
を
迎
え
'

お
祝
い
気
分
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
｡
村
人
は
宕
飾
り
､
新
年
を
祝
っ
て
い
た
.
非
適
用
が
役
人
に
連
行
さ
れ
る

途
中
､
少
し
前
ま
で
明
の
民
だ
っ
た
村
人
が
役
人
に
｢あ
い
つ
は
何
者
だ
｣
と
聞
い
た
O
そ
し
て
｢天
子
に
反
逆

し
た
非
人
だ
｣
と
い
う
答
え
を
耳
に
し
た
｡
そ
の
と
た
ん
村
人
は
わ
っ
と
た
か
っ
て
'
そ
の
民
族
の
英
雄
を
拭

倒
し
'
石
を
投
げ
つ
け
た
の
で
あ
る
｡

農
耕
民
の
築
い
た
黄
河
文
明
か
ら
発
展
し
た
中
華
文
明
の
下
で
は
､
常
に
｢輩
夷
｣

思
想
を
持
ち
､
文
明
と
野

せ
1.しゅ,

蛮
と
に
分
か
ち
'
華
を
同
心
円
の
円
心
と
し
て
東
夷
'
南
蛮
'
西

戎

'
北
秋
は
野
蛮
人

と
見
な
す
｡
歴
史
か
ら
見

て
'
中
国
で
は
二
千
余
年
前
か
ら
､
い
く
ら
北
方
に
万
里
の
長
城
を
築
い
て
も
'
中
原
の
洪
人
が
五
胡
に
追
わ

]
1.

れ
'
そ
し
て
モ
ン
ゴ
ル
人
の
大
元
や
満
州
人
の
大
柄
に
支
配
さ
れ
'
｢家
奴

｣
と
し
て
､
遊
牧
民
か
ら
逆
に
｢蛮

子
｣
と
し
て
植
民
地
の
よ
う
に
統
治
さ
れ
て
も
'
喜
々
と
し
て
甘
受
す
る
O
こ
の
こ
と
を
粒
迅
の
言
典
を
借
り

れ
ば
､
｢し
ば
ら
く
奴
隷
に
な
れ
て
'
喜
ん
で
い
る
L
t
そ
し
て
あ
る
程
度
は
安
心
感
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と

70

に
な
る
｡

｢太平
の
犬
に
な
っ

そ
の
よ
う
な
過
酷
な
歴
史
を
経
て
き
た
民
､
人
民
は
'
災
難
が
自
分
の
孤
に
降
り
か
か
ら
ぬ
こ
と
に
の
み
関



∫

め
い
て
つ

は

し
ん

心

を

持
ち
'
こ
れ
を
｢
明

哲

保

身

｣

と
呼
ぶ
｡
さ
ら
に
は
他
人
の
頭
に
降
り
か
か
っ
て
い
る
場
合
は
こ
れ
を
楽
し

こ,I.さ
いちく
か

む
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
｡
他
人
の
不
幸
を
喜
ぶ
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は
､
中
国
で
は
｢幸
災
楽
禍
｣
と
呼
ぶ
｡

残
虐
に
殺
さ
れ
て
い
た
民
が
い
ざ
殺
す
側
に
回
っ
た
と
き
､
そ
の
残
虐
さ
は
異
民
族
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
場

合
と
同
様
か
'
そ
れ
以
上
な
も
の
に
な
る
｡

屈
近
｢新
し
い
歴
史
教
科
叫
uを
つ
く
る
会
｣
で
遍

州
事
件
』
と
い
う
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
を
発
行
し
た
｡
昭
和

十
二
年
(
一
九
三
七
年
)
七
月
二
十
九
日
'
中
国
の
通
州
で
起
っ
た
日
本
人
殺
害
事
件
で
あ
る
が
､
保
安
隊
の
は

か
に
教
導
総
隊
と
い
う
学
生
が
､
こ
の
虐
殺
に
参
加
し
て
い
た
｡
兵
隊
で
は
な
い
学
生
が
兵
隊
と
と
も
に
残
虐

行
為
を
菩
々
と
し
て
行
っ
て
い
る
シ
ー
ン
を
記
録
し
て
い
る
｡
俳
人
に
よ
る
異
民
族
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
(大
量
虐

殺
)
に
つ
い
て
'
モ
ン
ゴ
ル
人
'
チ
ベ
ッ
ト
人
'
ウ
ィ
グ
ル
人
に
対
す
る
残
虐
な
殺
し
方
が
'
よ
く
写
員
で
告
発

わ
i)ん

さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
そ
れ
は
決
し
て
｢倭
人

｣

に
対
す
る
｢通
州
事
件
｣
の
史
例
だ
け
で
は
な
い
｡
中
国
人

{
r･JJ

は
｢肘
享

轟

｣
を
最
大
の
幸
福
と
考
え
'
｢百
子
千
孫
｣
が
最
大
の
願
望
に
な
っ
て
い
る
の
で
･
今
で
も
｢滅
門
｣

(
一
族
の
皆
殺
)
が
多
い
｡
史
例
と
し
て
は
異
民
族
に
対
し
て
は
･
男
性
な
ら
筆
丸
を
切
り
取
り
,
女
性
な
ら
子

宮
ま
で
引
き
出
す
｡
子
孫
ま
で
滅
す
る
怨
念
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
｡
去
勢
さ
れ
た
有
名
人
は
･
歴
史
の
父
と

し
は
せん

し～
くi)ん

て
L･
わ

さ
れ
る
司
馬
遷
や
今
で
は
中
国
の
誇
り
と
な
っ
た
色
目
人
(中
近
東
出
身
)
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
鄭
和
ら
で
あ
る
｡

孫
文
が
中
国
人
は
｢平
和
愛
好
｣
と
い
つ
も
口
に
し
て
い
た
が
､
毛
沢
束
は
水
嵩
を
言
っ
て
い
た
｡
毛
沢
東
は

｢そ
れ
は
嘘
だ
｡
実
は
城
争
大
好
き
で
､
自
分
も
そ
の
1
人
だ
｣
と
む
し
ろ
自
慢
し
て
い
た
｡

｢武
の
国
と
は
違
っ
て
文
の
国
だ
か
ら
'
平
和
愛
好
の
方
が
正
し
い
｣
と
口
に
す
る
現
代
中
国
人
は
少
な
く
な

い
｡
し
か
し
た
い
て
い
の
幾
人
系
の
国
へ
行
く
と
､
テ
レ
ビ
番
組
は
日
常
生
活
の
番
組
で
も
'
男
女
の
関
係
な

く
｢打
-

打
-

打
!
｣
(殴
れ
-
･
や
れ
-

殺
せ
-
･)
と
叫
ぶ
シ
ー
ン
が
多
い
｡
そ
の
た
め

日
本
か
ら
の
観

光
客
や
ビ

ジ
ネ
ス
マ
ン
か
ら
は
｢怖
い
､
も
っ
と
愛
惜
番
組

と
か
'
良
い
も
の
は
な
い
の
か
｣
と
い
う
注
文
が
出

て
く
る
｡

二
千
余
年
も
前
に
秦
'
淡
が
天
下
を
統

1
し
た
当
時
､
人
口
と
自
然
と
の
バ
ラ
ン
ス
は
す
で
に
崩
壊
し
始
め

て
い
た
｡
あ
の
時
代
'
典
河
南
岸
の
地
域
は
人
口
が

一
つ
の
郡
だ
け
で
も
ほ
ぼ

一
〇
〇
万
人
を
超
え
'
過
密
状

態
の
中
で
､
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
平
均
密
度
が
'
七
〇
〇
人
を
超
え
る
郡
も

あ
っ
た
｡
こ
の
た
め
自
然
か

ら
逆
襲
さ
れ
る
と
'
す
ぐ
に
飢
牒
と
な
り
､
社
会
争
乱
の
原
因
と
な
っ
た
｡

I,I.1
<

社
会
争
乱
が
つ
づ
く
中
原
の
地
で
は
'
後
漢
の
黄

巾

の
乱
か
ら
三
国
時
代
に
入
る
と
'
白
骨
が
山
積
み
､
千

里
に
人
煙
が
な
く
な
る
t
と
い
う
荒
れ
た
状
態
に
な
り
'
三
国
時
代
の
人
口
は
盛
期
の
約
八
分
の
一
に
ま
で

減
っ
た
と
言
わ
れ
る
｡
中
原
は
過
疎
地
帯
と
な
り
､
北
方
や
周
辺
か
ら
強
健
な
遊
牧
民
が
移
住
し
て
く
る
｡
晋

の
時
代
に
な
る
と
準
と
夷
の
人
口
は
半
々
と
な
る
｡

遊
牧
民
に
追
わ
れ
た
中
原
の
原
住
民
は
南
下
し
'
さ
ら
に
長
江
を
越
え
て
南
下
し
た
｡
そ
し
て
現
在
は
世
界

に
拡
散
し
て
い
る
｡
南
下
し
世
界
に
拡
散
し
た
民
は
'
自
然
と
の
共
生
と
い
う
観
点
が
欠
如
し
て
い
る
｡
そ
の

た
め
地
上
資
源
を
食
い
つ
く
す
だ
け
で
な
く
'
地
下
資
源
を
無
造
作
に
掘
り
起
こ
し
'
海
で
は
魚
や
海
亀
を
取

り
つ
く
し
'
海
底
の
赤
サ
ン
ゴ
ま
で
さ
ら
っ
て
い
く
O

戦
乱
が
常
態
化
し
た
社
会
で
は
'
い
つ
何
時
'
悲
惨
な
目
に
遭
う
か
も
し
れ
な
い
C
だ
と
す
れ
ば
今
得
ら
れ



る
利
得
は
､
今
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
え
ず
理
不
尽
な
死
に
見
舞
わ
れ
て
'
恐
怖
に
お
の
の
き
な

が
ら
生
き
る
の
で
あ
る
か
ら
､
現
在
得
ら
れ
る
利
益
を
現
在
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
そ
れ
だ
け
が
関
心
の
的
と

な
る
｡

理
不
尽
な
死
に
い
つ
逝
う
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
状
況
の
中
で
生
き
て
い
て
､
今
度
は
自
分
が
強
い
立
場
に

立
て
ば
'
強
さ
を
背
:i..ffに
し
て
い
か
よ
う
に
も
加
害
者
と
な
る
｡
現
在
'
中
国
人
民
が
横
暴
と
な
り
'
世
界
が
要

ろ
じん

請
し
て
い
る
規
制
を
守
ろ
う
と
は
し
な
い
の
は
'
こ
の
強
い
立
場
の
特
性
が
出
た
も
の
だ
｡也
迅

は
｢暴
君
治

下
の
臣
民
は
'
た
い
て
い
暴
君
よ
り
さ
ら
に
暴
力
的
で
あ
る
L
t
｢暴
君
の
臣
民
は
'
呆
政
が
他
人
の
頭
上
に
だ

け
振
る
わ
れ
る
の
を
願
い
'
彼
は
そ
れ
を
見
物
し
て
面
白
が
る
｡
〟惨
酷
″
を
娯
楽
と
し
､
〟仙
人
の
苦
し
み
″
を

班
玩
L
t
慰
安
す
る
の
だ
｡
そ
の
本
領
は
た
だ
自
分
だ
け
が
上
手
に
免
れ
る
こ
と
だ
け
だ
｣
と
言
う
｡
｢中
国

人

が
不
機
嫌
｣
と
か
｢中
国
人
が
怒
る
ぞ
｣
と
か
｢中
国
は
す
で
に
強
く
な
っ
た
か
ら
､
こ
れ
か
ら
の
世
界
は
中
国

人
が
決
め
る
｣
な
ど
の
出
版
物
や
世
論
が
出
る
が
'
こ
れ
ら
は
中
国
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
物
語
る
も
の
で
あ

る
｡現

在
の
国
家
権
力
で
あ
る
中
国
共
産
党
政
府
は
'
人
民
の
こ
う
し
た
と
こ
ろ
を
自
制
す
る
よ
う
に
指
導
す
べ

き
な
の
に
､
人
民
と

一
緒
に
な
っ
て
､
磯
者
の
論
理
に
立
っ
て
い
る
｡

た
だ
､
私
は
､
中
華
文
明
下
の
民
､
現
在
の
中
国
の
人
民
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
､
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
り
､
生
物
学
的
な
D
N
A
の
問
題
で
は
な
い
と
t
l
応
は
思
い
た
い
o

ふ
えん

こ
の
よ
う
な
民
'
人
民
の
通
性
か
ら
敷

術
し
て
'
い
わ
ゆ
る
日
中
戦
争
当
時
の
中
国
の
兵
士
が
ど
の
よ
う
な

通
性
を
持
つ
に
至
る
か
'
つ
い
で
に
見
て
お
こ
う
｡

中
国
に
は
国
家
と
い
う
観
念
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
･
国
民
と
い
う
存
在
が
な
く
'
原
則
と
し
て
､
愛
国
心

と
い
う
も
の
は
な
い
｡
極
論
す
れ
ば
単
に
強
い
も
の
に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
､
他
人
の
た
め
に
守
ろ
う
と

す
る
も
の
が
な
い
か
ら
,
訓
練
に
も
ま
じ
め
に
取
り
組
も
う
と
は
し
な
い
｡
自
分
の
意
思
で
死
を
掛
け
た
行
義

は
し
な
い
｡
逆
に
自
分
た
ち
が
強
い
立
場
に
あ
る
と
思
う
と
き
に
は
横
暴
に
な
る
｡
だ
か
ら
中
国
軍
で
は
'
後

とくせんた
い

方
に
逃
げ
て
遜
ろ
う
と
す
る
兵
を
戦
場
に
追
い
返
す
督

戦
隊

が
必
要
と
な
っ
て
く
る
.
後
方
に
管
戦
隊
が
な
い

と
兵
は
皆
逃
げ
て
し
ま
う
｡

機
関
中
･
自
軍
が
少
し
で
も
不
利
に
な
れ
ば
兵
は
逃
亡
を
始
め
る
｡
ま
た
は
降
伏
し
始
め
る
｡

逆
に
自
軍
が
有
利
に
展
開
す
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
に
は
､
激
し
く
琴

っ
O
自
軍
の
勝
利
が
は
っ
き
り
す
れ

ば
､
限
り
な
く
攻
撃
す
る
o
L
か
も
残
虐
に
で
あ
る
｡

支
那
事
変
当
時
･
日
本
の
参
謀
本
部
が
『支
那
軍
の
特
性
妄

る
冊
子
を
発
行
し
た
｡
中
国
兵
は
自
己
中
心
で

T,3
任
感
が
弱
く
'
l
般
に
は
死
力
を
尽
く
し
て
琴

っ
こ
と
は
な
い
｡

が
､
例
え
ば
t

｡
…

つ

①
利
益
に
向
か
う
時
､
例
え
ば
賞
金
が
tJ3
,兄
た
り
､
財
宝
を

掠

奪

で

き
る
時

②
相
手
が
弱
い
と
見
え
る
時

③
死
地
に
落
ち
い
っ
た
時
'

な
ど
で
は
死
を
恐
れ
ず
強
く
轡
っ
と
し
た
｡
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り
●

,r
け
ん

･?

ご

か
い
そ
う

せ
ん

ま
た
､
脚
孝

心
蝶
に
弱
く

､流

言

悲

話

に

弱
く
､
形
勢
不
利
と
な
る
と

拙

走

L

t
指
揮
官
が
部
下
を
捨
て
て

渦

と･Pせ
い
.Lî

艦

す
る
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
.
昭
和
十
二
咋
(
1
九
三
七
年
)
南
京
が
陥
構
し
た
際
の
司
令
官
店
生
智

が

南
京
に
瀧
る
部
下
を
置
い
て
早
々
に
逃
げ
た
の
は
'
こ
の
典
型
的
例
で
あ
る
.
轡

っ
前
に
｢死
守
｣
を
公
言
し
た

し▲うか
いせ+'

か
]3･pせん

蒋

介
石
夫
妻
は
真
っ
先
に
逃
げ
､
そ
の
後
を
追
っ
て
参
謀
総
長
の
何
応
鉄
も
逃
げ
て
し
ま
っ
た
｡

日本が
戦
争
に
負
け
て
中
国
大
陸
か
ら
去
っ
た
後
､
国
民
党
軍
と
共
産
軍
が
戦
っ
た
が
'
共
産
軍
が
ソ
連
の

｣'だ
れ

支
援
を
受
け
て
少
し
優
位
に
な
っ
た
と
き
'雪
崩

を
打
っ
て
国
民
党
軍
が
共
産
党
軍
に
寝
返
っ
た
の
は
こ
の
例

で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
今
日
の
中
国
軍
の
兵
士
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
現
在
の
中
国
共
産
党
の
l
党
支
配
を
受
け
な
が
ら

も
'
内
職
状
態
に
は
な
く
中
国
大
陸
を
統

一
し
て
支
配
し
て
い
る
ゆ
え
に
'
国
境
も
あ
り
'
国
家
の
体
を
曲
が

り
な
り
に
も
呈
し
て
い
る
ゆ
え
に
､
愛
国
心
な
る
も
の
を
持
つ
環
境
が
整
っ
て
い
る
｡
ゆ
え
に
'
中
国
兵
士
におご

も
愛
国
心
は
芽
生
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
壁
は
自
分
た
ち
が
強
い
立
場
に
あ
る
と
思
っ
た
と
き
の
節

り
と
し
て
の
愛
国
心
で
あ
ろ
う
｡
基
本
は
や
は
り
旨
の
中
国
兵
と
同
じ
で
は
な
い
か
.
ま
た
､
中
国
人
民
解
放

軍
は
制
度
的
に
国
家
の
た
め
の
国
民
軍
で
は
な
く
'
中
国
共
産
党
を
守
る
た
め
の
私
的
罪
隊
で
あ
る
と
言
え
る

か
ら
､
そ
の
分
愛
国
心
は
弱
く
な
る
だ
ろ
う
｡
平
成
二
十
八
年
(二
〇

1
六
年
)
秋
の
瓜
南
ス
ー
ダ
ン
の
中
国
人

民
解
放
軍
の
p
K
O
部
隊
は
'
押
し
寄
せ
る
難
民
の
群
に
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
な
り
'
保
讃
し
な
い
ば
か
り
か
､

難
民
に
催
涙
ガ
ス
を
撃
っ
て
'
陣
地
を
棄
て
て
逃
げ
て
し
ま
う
と
い
う
て
い
た
ら
く
で
世
界
の
も
の
笑
い
に

な
っ
た
｡

7斤

六
.
近
代
国
家

の

｢国
家
文
明
｣
と
の
比
較

先
に
も
簡
単
に
述
べ
た
よ
う
に
､
｢国
家
文
明
｣
を
作
り
出
し
た
と
も
い
え
る
西
洋
文
明
は
､
古
代
ロ
ー
マ
文

明
に
お
い
て
'
｢権
利
｣
な
る
法
概
念
を
生
ん
だ
｡
ロ
ー
マ
市
民
で
あ
る
以
上
は
､
純
利
を
平
等
に
亨
受
L
t
生
存

権
を
保
障
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
｡
｢権
利
｣
を
中
心
に
法
治
主
義
の
観
念
が
生
ま
れ
た
｡

ロ
ー
マ
法
は
や
が
て
万
民
法
と
な
り
'
全
て
の
人
間
が
権
利
の
主
体
と
な
り
､
全
て
の
人
間
が
国
家
に
よ
っ

て
生
き
る
こ
と
を
保
障
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
た
｡

そ
れ
を
前
提
に
'
宗
教
へ
言
語
'
人
種
等
を
共
通
に
す
る
人
た
ち
が
'
つ
ま
り
気
の
合
う
人
た
ち
が
､
国
家
を

形
成
し
､
国
境
を
定
め
'
平
和
共
存
す
る
こ
と
に
価
値
を
見
出
す
｢国
家
文
明
｣
を
作
っ
た
｡

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
'
史
上
初
め
て
国
家
の
領
土
範
囲
が
決
定
さ
れ
た
の

は
t
l
六
四
八
年
に
ド
イ
ツ
の

三
十
年
戦
争
後
に
制
定
さ
れ
た
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
よ
る
｡
長
年
に
わ
た
る
独
立
城
争
を
経
て
'
オ
ラ

ン
ダ
の
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
独
立
も
'
ス
イ
ス
と
と
も
に
同
条
約
で
独
立
が
承
認
さ
れ
た
｡
国
際
法
が
強
く
意
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
､
職
争
は
外
交
の
延
長
で
あ
る
t
と
限
定
的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
二
〇
世
紀

に
入
る
と
､
陸
戦
法
の
条
約
も
作
ら
れ
､
搬
争
は
勝
敗
が
決
ま
れ
ば
終
結
さ
せ
､
犠
牲
者
を
極
力
少
な
く
す
る

よ
う
に
発
展
し
て
い
っ
た
｡
も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
違
う
こ
と
も
あ
っ
た
O
特
に
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
､
勝
利

し
た
連
合
国
は
こ
れ
ら
国
際
法
を
言
葉
で
尽
く
し
が
た
い
ほ
ど
に
破
っ
た
｡
し
か
し
戦
後
､
少
な
く
と
も
戦
争
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に
勝
っ
た
連
合
国
の
中
心
と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
は
'
勝
て
ば
何
で
も
で
き
る
と
い
う
姿
勢
は
見
せ
な
か
っ
た
｡

実
態
は
茶
番
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
t
iR
l只
裁
判
と
い
う
裁
判
を
開
廷
し
た
こ
と
は
､
勝
利
し
た
者
は
何
を
し
て

も
よ
い
と
い
う
論
理
で
は
な
く
'
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
で
あ
り
､
国
家
文
明
の
論

理
に
則
っ
て
い
た
｡

戦
争
に
勝
っ
て
も
､
負
け
た
国
民
に
対
し
て
人
権
を
認
め
'
人
々
は
平
和
一過
に
生
活
す
べ
き
で
あ
り
'
戦
争

は
抑
制
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
文
明
の
論
理
は
残
っ
た
｡
権
利
と
法
の
支
配
は
人
類
に
と
っ
て
大
切
な
文
明

で
あ
る
｡

そ
う
し
た
国
家
文
明
の
中
で
'
中
国
文
明
の
み
､
い
ま
だ
黄
河
文
明
以
来
の
天
子
･天
下
の
文
明
の
ま
ま
で
あ

しんか
い

る
｡
二
〇
世
紀
に
入
っ
た
中
国
は
'
辛

亥

革
命
が
起
こ
っ
て
'
国
民
国
家
の
国
造
り
を
目
指
し
た
が
'
未
曽
有
の

天
下
大
乱
と
い
う
｢カ
オ
ス
の
状
態
｣
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
｡
帝
国
か
ら
民
国
､
そ
し
て
人
民
共
和
国
､
同
じ
人

とうし▲'へい

民
共
和
国
で
も
毛
沢
東
の
人
民
共
和
国
と
郡
小
平
以
後
の
人
民
共
和
国
は
政
体
が
ま
っ
た
く
異
な
る
｡
な
ぜ

国
体
が
三
転
四
庇
す
る
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
そ
も
そ
も
中
国
は
天
下
で
あ
っ
て
'
国
家
で
は
な
い
の
で
'
む

り
や
り
に
天
下
を
国
家
に
す
る
の
は
､
逆
に
騒
乱
を
起
こ
す
の
で
あ
る
｡

繰
り
返
し
と
な
る
が
'
中
華
文
明
た
る
現
在
の
中
国
文
明
を
'
近
代
国
家
を
作
り
上
げ
た
欧
米
の
文
明
と
比

較
し
て
み
よ
う
｡

欧
米
の
文
明
の
下
で
生
ま
れ
た
近
代
国
民
国
家
は
､
原
則
と
し
て
は
特
定
の
宗
教
や
言
語
､
風
習
等
'
特
定

の
文
化
を
共
有
す
る
人
々
の
生
活
共
同
体
で
あ
り
'
そ
の
生
活
共
同
体
の
別
名
こ
そ
国
家
で
あ
る
が
､
そ
の
国

家
は
国
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
こ
と
が
基
本
的
な
役
割
だ
と
い
う
こ
と
を
共
通
原
理
に
し
て
い
る
｡
そ
し
て

二
〇
世
紀
に
至
っ
て
'
国
家
同
士
は
協
調
し
て
比
ハ存
す
べ
き
だ
と
い
う
共
通
概
念
を
椅
つ
に
至
っ
て
い
る
｡
つ

ま
り
欧
米
の
文
明
で
は
､
人
々
は
国
家
を
形
成
し
て
'
平
和
に
=n
か
に
態
ら
そ
う
と
い
う
｢国
家
文
明
｣
を
創
り

山
し
て
い
る
の
だ
｡

そ
の
た
め
に
国
内
に
お
い
て
は
､
国
家
権
力
が
茶
走
し
な
い
よ
う
に
'
政
治
の
在
り
方
と
し
て
三
権
分
立
と

か
'
国
民
の
総
意
に
基
づ
い
て
政
治
を
行
う
等
の
'
政
治
の
在
り
方
が
決
め
ら
れ
て
い
る
し
､
総
じ
て
民
主
主

義
の
理
念
が
国
民
の
間
に
共
有
さ
れ
て
い
る
O

そ
し
て
こ
れ
が
'
戦
争
を
抑
止
す
る
文
明
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
国
家
文
明
に
多
大
な
貞
献
を
し
た
の
が
ロ
ー
マ
で
あ
る
｡
ロ
ー
マ
で
は
､
当
初
は
ロ
ー
マ
市
民
の
み
享

受
す
る
も
の
と
し
て
自
由
や
権
利
を
根
幹
と
す
る

｢ロ
ー
マ
法
｣
が
考
え
ら
れ
た
｡
が
､
や
が
て
こ
れ
が
万
民
の

享
受
す
る
万
民
法
と
な
っ
た
｡
つ
ま
り
､
ロ
ー
マ
軍
の
支
配
を
受
け
る
者
も
'
自
由
と
権
利
の
主
体
と
し
て
扱

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

ロ
ー
マ
も
古
く
は
､
よ
く
戦
争
を
し
､
滅
ぼ
し
た
国
や
文
明
も
多
々
あ
り
､
さ
ら
に
は
降
伏
し
た
民
を
奴
隷

と
し
て
働
か
せ
て
も
い
た
｡

だ
が
'
ロ
ー
マ
の
場
合
､
政
治
権
力
を
輩
握
し
て
い
た
カ
エ
サ
ル
皇
柿
は
､
中
国
の
皇
帝
と
違
っ
て
武
力
の

み
に
よ
っ
て
地
位
を
築
い
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
｡
皇
帝
は
自
ら
の
武
力
に
よ
っ
て
直
接
に
就
く
の
で
は
な

く
､
元
老
院
の
推
薦
に
よ
っ
て
即
位
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
皇
帝
ネ
ロ
の
よ
う
に
'
掌
握
し
た
権
力
を
か
な
り

7β
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愁
志
的
に
使
っ
た
皇
帝
も
現
れ
た
が
'
帝
位
は
武
力
の
み
に
よ
っ
て
就
く
地
位
で
は
な
か
っ
た
O

こ
れ
も
'
皇
帝
が
次
心意
的
に
戦
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
防
止
し
た
｡
天
民
､
人
民
に
当
た
る

1
市
民
が
'
皇

帝
に
な
る
た
め
に
自
由
に
戦
争
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
国
家
観
が
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
や
エ
ジ
プ
ト
文
明
の
時
代
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
は
思
わ

れ
な
い
｡
原
則
的
に
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
や
エ
ジ
プ
ト
文
明
は
'
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
､
中
華
文
明
の
核
た

る
黄
河
文
明
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
に
し
ろ
'
エ
ジ
プ
ト
文
明
に
し
ろ
､

そ
の
文
明
が
華
々
し
く
存
在
し
て
い
た
こ
ろ
､
周
囲
に
は
こ
れ
に
対
抗
す
る
､
同
程
度
の
文
明
を
開
花
さ
せ
て

生
活
し
て
い
る
生
活
集
団
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
今
の
よ
う
な
国
境
の
概
念
も
必
要
と
し
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
古
代
の
巨
大
な
文
明
は
宗
教
と
と
も
に
生
ま
れ
た
か
ら
'
少
な
く
と
も
初
期
の
時
代
で

I,い
し

は
'
権
力
の
主
宰
者
は
祭
経
の
執
行
者
と
し
て
の
祭
主
を
兼
ね
た
存
在
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
点
で
'
初

期
の
時
代
に
は
'
そ
の
統
治
に
服
す
る
天
民
'
生
民
は
'
あ
た
か
も
後
咋
の
天
子
が
天
民
'
人
民
に
対
し
て
扱
っ

た
｢凱
民
｣
の
よ
う
に
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
｡
炎
河
文
明
で
も
､
伝
説
の
古
い
場
代
に
は
王
と
民
と
は

協
力
関
係
に
あ
り
､
他
の
文
明
の
場
合
と
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
欧
米
の
文
明
は
'
こ
れ
ら
古
代
文
明
が
い
っ
た
ん
滅
び
'
そ
の
後
に
発
展
し
た
ギ
リ
シ
ャ
文
明
や

ロ
ー
マ
文
明
を
契
機
に
し
て
､
人
類
文
化
の
普
遍
性
を
も
っ
て
飛
躍
的
に
発
展
し
て
い
く
.
特
に
国
家
形
成
に

当
た
っ
て
は
､
ロ
ー
マ
文
明
の
員
献
は
大
き
か
っ
た
.

ロ
ー
マ
文
明
に
よ
っ
て
､
国
家
形
成
に
関
わ
る
｢権
利
｣
の
概
念
を
築
い
た
こ
と
は
特
に
重
要
だ
｡
ど
の
よ
う

な
共
同
社
会
も
共
同
共
生
社
会
で
あ
る
以
上
､
そ
こ
で
生
活
す
る
人
々
の
た
め
に
共
同
社
会
は
秩
序
を
持
っ
て

お
り
'
そ
こ
に
正
虫
や
公
正
の
観
念
が
生
じ
る
.
そ
れ
を
｢権
利
｣
と
い
う
言
柴
で
昇
華
さ
せ
､
人
間
の
国
家
的

存
在
の
明
確
な
観
念
と
し
た
こ
と
は
伯
大
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
｢権
利
｣
と
い
う
法
的
概
念
は
'
メ
ソ

ポ
タ
ミ
ア
文
明
や
エ
ジ
プ
ト
文
明
で
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
｡

人
頬
の
歴
史
の
巾
で
t
n収
も
古
い
法
鵬
は
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
だ
と
言
わ
れ
る
が
､
こ
れ
に
は
｢自
由
｣
に
相
当

す
る
言
共
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
､
｢権
利
｣
の
概
念
は
な
か
っ
た
｡
日
本
は
序
･補い"Tで
述
べ
た
よ
う
に
'
翻
訳
大
国

]3rLlむ

で
'
こ
の
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
に
つ
い
て
さ
え
も
飯
島
紀
の
訳
で
､
平
成
九
年
に
『
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
兆
』
(泰
流
社
)

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
こ
う
｡

｢目
に
は
目
を

歯
に
は
歯
を
｣
と
い
う
言
葉
で
有
名
な
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
で
あ
る
が
､
こ
の
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法

典
に
は
権
利
の
概
念
は
ま
だ
な
い
の
で
あ
る
｡
現
在
の
人
頬
の
文
明
に
多
大
な
責
献
を
し
た
ギ
リ
シ
ャ
文
明
で

も
､
古
い
時
代
に
は
や
は
り
｢権
利
｣
と
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
｡
｢権
利
｣
の
概
念
は
ロ
ー
マ
法
が
生
み

出
し
た
も
の
で
'
こ
こ
に
ロ
ー
マ
文
明
の
残
し
た
人
類
へ
の
偉
大
な
遺
産
が
あ
る
0

権
利
は
'
語
源
的
に
'
右
手
と
い
う
力
の
象
徴
と
､
正
義
の
意
味
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
o
権
利
は
当
然
満
た

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
力
が
あ
っ
て
初
め
て
保
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
'
力
の
存
在
を
前
提
と

し
て
い
る
｡
力
が
な
け
れ
ば
保
証
し
な
い
､
力
が
な
け
れ
ば
保
証
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
力
の

保
証
の
根
源
と
し
て
'
共
同
社
会
の
別
名
た
る
国
家
が
存
在
し
て
い
る
｡

｢法
は
作
る
も
の
で
は
な
く
発
見
す
る
も
の
で
あ
る
｣
と
い
う
ロ
ー
マ
法
の
究
極
の
法
の
考
え
方
の
下
､
法
と



｣

は
任
志
に
制
定
す
る
も
の
で
は
な
く
､
正
義
の
発
見
と
し
て
進
化
し
て
い
く
べ
き
も
の
だ
と
い
う
ロ
ー
マ
法
の

槻
木
観
念
は
'
人
頬
の
歴
史
に
お
い
て
､
ど

れ
ほ
ど
大
き
な
遺
産
と
な
っ
た
か
引
り
別
れ
な
い
.
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
世
で
は
'
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
て
､
｢自
然
法
｣
の
観
念
を
生
み
山
す
｡

権
利
は
力
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
､
そ
の
力
の
提
供
こ
そ
国
家
の
役
割
で
あ
る
と
い
う
､
同
家
に
か

か
わ
る
基
本
観
念
が
生
み
出
さ
れ
た
ご
｣
の
観
念
こ
そ
が
'
｢天
子
｣
と
｢天
下
｣
と
｢天
民
｣
の
関
係
を
1
新
し
､
全
て
の

国
家
は
ま
ず
は
国
民
の
生
命
と
財
産
を
保
障
す
べ
き
も
の
だ
､
と
い
う
観
念
を
生
み
出
し
た
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
に
統

治
権
を
認
め
､
そ
れ
が
主
権
と
な
っ
た
｡

そ
れ
で
も
な
お
国
家
と
国
家
と
の
関
係
は
原
則
的
に
無
秩
序
だ
｡
国
家
と
国
衆
は
時
と
し
て
利
益
の
衝
突
が

起
こ
り
､
そ
の
脚
決
の
た
め
に
戦
争
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
O
だ
が
､
戦
争
は
天
子
の
た
め
の
も
の
で

は
な
く
'
国
家
と
国
家
の
争
い
の
解
決
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
｡
だ
と
す
れ
ば
'
双
方
の
凶
の
国
民
に
撫
意
味

に
犠
牲
を
大
き
く
す
る
戦
争
の
拡
大
は
止
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
戦
争
へ
の
抑
制
が
働
い
て
く
る
の
で

あ
る
｡

i<;
代
､
媒
人
種
､
災
文
化
の
文
明
を
持
っ
た
蛇
田
関
の
戦
争
で
は
'
負
け
た
側
は
滅
び
､
人
々
は
勝
利
し
た
帆

の
奴
隷
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
o
L
か
し
近
現
代
に
あ
っ
て
は
､
国
際
法
の
概
念
が
生
ま
れ
､
国
家
問
の
協
調

の
必
要
が
認
識
さ
れ
､
職
争
に
対
し
て
国
際
法
を
当
て
は
め
､
戦
争
を
で
き
る
だ
け
発
生
し
に
く
い
よ
う
に
仕

向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
戦
争
が
起
き
て
も
､
勝
敗
が
決
ま
れ
ば
停
止
し
'
で
き
る
だ
け
死
傷
者
を
増
や
さ
な

い
よ
う
努
力
が
な
さ
れ
て
き
た
｡

原
爆
投
下
や

-
般
市
民
を
標
的
に
し
た
空
襲
も
さ
れ
た
第
二
次
世
界
大
戦
は
'
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
努
力

の
延
長
に
は
な
か
っ
た
O
す
で
に
勝
敗
の
決
し
た
段
階
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
東
京
空
襲
に
よ
り

1
般
市

民
を
大
品
に
殺
致
し
'
さ
ら
に
降
伏
寸
前
の
段
階
で
'
原
爆
を
投
下
し
た
の
は
'
勝
つ
た
め
に
は
何
を
し
て
も

よ
い
'
強
い
も
の
は
何
を
し
て
も
よ
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
は
天
子
と
天
下
の
関
係
に
よ
る
無
制
限

の
戦
争
に
近
く
､
ま
さ
に
天
子
と
天
下
の
原
始
的
な
戦
争
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
｡

職
争
は
物
世
的
な
強
さ
の
競
争
で
あ
り
'
負
け
た
側
は
物
牡
的
に
抵
抗
す
る
手
段
を
持
た
ず
'
脇
者
が
敗
者

の
全
員
を
殺

害し
て
も
抵
抗
で
き
な
い
と
い
う
客
観
的
状
況
の
下
で
も
､
職
争
を
限
定
的
な
も
の
に
す
る
国
家

文
明
に
あ
っ
て
は
'
戦
争
行
為
と
し
て
で
き
る
こ
と
を
限
定
し
'
職
争
の
犠
牲
者
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
､

人
類
に
と
っ
て
良
い
方
向
の
発
展
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
で
あ
る
｡

原
始
的
な
戦
争
は
'
二
〇
世
紀
で
終
止
符
を
打
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
振
り
返
っ
て
見
る
と
､
自
由
や
権
利

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
､
こ
の
二
一
世
紀
の
人
類
の
文
明
に
､
弱
肉
強
食
の
自
然
法
則
を
そ
の
ま
ま
政
治

法
則
に
し
た
古
代
の
黄
河
文
明
が
中
華
文
明
に
拡
大
し
て
､
今
日
居
座
っ
て
い
る
の
だ
｡
そ
れ
が
中
国
文
明
な

の
で
あ
る
｡

中
国
も
'
黄
河
文
明
の
発
展
た
る
中
華
文
明
か
ら
脱
卸
し
へ
欧
米
の
築
い
て
き
た
国
家
文
明
の
中
に
穏
や
か

に
入
っ
て
く
る
機
会
は
じ
つ
は
あ
っ
た
｡

こ
れ
は
彬
原
誠
四
郎
氏
が
平
成
十
七
年

(二
〇
〇
五
年
)､
民
主
党
政
権
が
誕
生
す
る
寸
前
に
IE
版
し
た

『民

主
党
は
今
こ
そ
存
在
感
を
示
す
時
J)
(文
化
F
.U房
博
文
社
)
で
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
が
'

l
九
八
九
年
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六
月
四
日
の
天
安
門
部
件
こ
そ
分
水
嶺
だ
っ
た
｡

と
う

し
▲う
へ
い

毛
沢
東
が
死
に
､
十
年
以
上
の
迷
走
を
経
て
､
郡

小
平

が

実
権
を
擦
る
と
､
経
済
の
開
放
政
策
が
大
胆
に
推

進
さ
れ
た
｡

1
九
七
九
年
､
郡
小
平
は
市
場
経
済
を
取
り
入
れ
'
経
済
改
革
を
断
行
し
た
｡
し
か
し
杉
原
氏
は

こ
の
と
き
中
国
の
必
要
な
も
の
は
経
折
改
革
で
は
な
く
'
政
治
に
民
意
を
取
り
入
れ
て
い
く
と
い
う
政
治
改
革

こ
そ
を
断
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
｡
国
政
や
地
方
の
政
治
に
お
い
て
､
い
き
な
り
民
主
主
義
的
な

選
挙
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
と
し
て
も
､
国
会
に
相
当
す
る
全
国
人
民
代
表
大
会
に
出
席
す
る
代
表
を
､
国
民

の
信
任
投
票
に
か
け
る
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
'
徐
々
に
民
主
的
な
選
挙
を
行
う
方
法
も
あ
る
｡
ど
ち
ら

ら上う
し
よ
っ

か
と
言
え
ば
そ
の
よ
う
な
方
向
に
向
け
て
指
導
し
て
い
た

趨
紫

陽

総
書
記
を
解
任
し
て
､

1
九
八
九
年
六
月
四

ひ

日
'
民
主
化
を
求
め
る
学
生
を
戦
車
で
擦

き
殺
す
戒
厳
令
を
'
鄭
小
平
は
発
し
た
0

鄭
小
平
は
天
安
門
事
件
の
際
に
'
｢譲
歩
す
れ
ば
'
中
華
人
民
共
和
国
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
｣
と
言
っ
た
O

じ
っ
は
'
弥
小
平
は
｢人
民
共
和
国
｣
を
云
々
し
た
が
'
天
安
門
前
の
反
政
府
デ
モ
制
圧
の
背
後
に
は
'
鄭

1
族

の
利
権
を
遡
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
天
安
門
前
に
張
ま
る
市
民
と
学
生
の
主
張
は
､
建
前
と
し
て
は
民

げく
は･P

主
的
斐
求
と
し
て
の
も
の
が
､
そ
の
背
後
に
は
､
瓢
の
長
男
様

方

の
康
準
公
司
の
利
楠
独
占
と
腐
敗
な
ど
に
対

す
る
反
対
運
動
(い
わ
ゆ
る
｢官
倒
｣
反
対
)
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

も
し
こ
の
と
き
戒
厳
令
を
布

か
ず
'
民
主
化
の
方
向
へ
進
め
て
い
た
な
ら
ば
､
領
土
の
拡
大
や
汚
職
の
撲
滅

で
混
乱
す
る
よ
う
な
中
国
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
｡
も
と
も
と
市
場
経
済
は
'
民
主
的
な
政
治

体
制
と
対
に
な
っ
て
い
る
も
の
だ
｡
こ
の
と
き
望
ま
し
い
国
家
文
明
の
下
に
あ
っ
た
世
界
の
国
々
は
'
中
国
が

民
主
主
義
的
政
治
体
制
に
改
め
て
い
く
方
向
に
着
手
す
る
の
を
確
か
め
て
か
ら
'
市
場
経
済
の
経
済
運
営
の
仲

間
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
｡
趨
紫
陽
に
は
そ
の
可
能
作
が
あ
っ
た
.

天
安
門
J?
作
を
見
る
限
り
､
中
国
人
民
よ
り
中
国
4
'産
党
政
府
の
方
が
'
中
華
文
明
､
中
華
思
想
に
冒
さ
れ

て
い
た
と
言
え
よ
う
｡

こ
の
と
き
､
中
国
が
趨
紫
陽
の
目
指
す
方
向
に
向
い
て
進
ん
で
い
た
ら
､
今
の
よ
う
な
醜
い
中
国
に
は
な
っ

て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
郡
小
平
の
非
は
大
き
い
｡
そ
し
て
そ
の
過
ち
を
許
し
た
自
由
主
義
国
に
も
大
き
な

責
任
が
あ
る
O
社
会
主
義
史
上
最
大
の
富
豪
と
さ
れ
る
部
小
平
と
そ
の

1
族
は
､
部
が
そ
の
世
か
ら
去
る
と
､

そ
の
1
族
の
権
と
利
は
'
上
海
閥
に
つ
ぶ
さ
れ
た
が
'
現
在
鄭

1
族
は
'
約

1
0
兆
円
(日
本
円
で
換
算
)
を
巻

き
あ
げ
て
'
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
逃
亡
し
'
孫
娘
(次
男
坊
の
娘
)
は
ア
メ
リ
カ
籍
を
取
っ
て
い
る
｡
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