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は
じ
め
に

　

皆
さ
ん
は
、
世
界
史
の
勉
強
に
対
し
て
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま
す
か
？

﹁
年
号
や
人
名
を
暗
記
し
な
い
と
い
け
な
く
て
大
変
﹂﹁
何
百
年
も
前
の
出
来
事
に
つ
い
て
勉
強
し
た
と
こ

ろ
で
役
に
立
た
な
い
﹂
と
思
っ
て
い
る
方
も
、
中
に
は
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
世
界
史
は
、
狭
い
特
定
分
野
の
知
識
の
暗
記
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
し
、
ま
し
て
役
に
立
た
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
私
た
ち
の
﹁
先
輩
﹂

に
あ
た
る
歴
史
上
の
人
々
が
作
り
上
げ
て
き
た
ユ
ニ
ー
ク
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
学
べ
て
、
し
か
も
現
代
に
も

応
用
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
が
世
界
史
で
す
。

　

そ
ん
な
世
界
史
の
面
白
さ
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
感
じ
る
の
に
、
う
っ
て
つ
け
の
題
材
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

が
、
東
京
大
学
の
入
試
問
題
で
す
。
東
大
は
、
そ
の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
（
大
学
側
が
ど
の
よ
う

な
学
生
を
求
め
る
か
を
ま
と
め
た
も
の
）
に
お
い
て
、﹁
知
識
を
詰
め
こ
む
こ
と
よ
り
も
、
持
っ
て
い
る
知
識

を
関
連
づ
け
て
解
を
導
く
能
力
の
高
さ
を
重
視
し
ま
す
﹂
と
述
べ
て
い
ま
す
。
東
大
は
、
大
量
の
暗
記
で
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は
な
く
、
む
し
ろ
必
要
最
低
限
の
知
識
か
ら
論
理
的
に
考
え
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
す
。
そ
ん
な
東

大
が
作
る
問
題
に
は
、
東
大
の
先
生
方
が
描
く
歴
史
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
捉
え
方
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
東
大
の
入
試
問
題
を
通
し
て
世
界
史
を
学
ぶ
こ
と
で
、
確
か
な
歴
史
観
を
養
い
つ
つ
、
必
要
な
知

識
を
自
分
な
り
に
結
び
つ
け
て
い
く
思
考
法
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

中
で
も
、
東
大
﹁
ら
し
さ
﹂
が
出
て
い
る
の
が
、
東
大
世
界
史
の
第
１
問
、
通
称
﹁
大
論
述
﹂
で
す
。

６
０
０
文
字
程
度
の
論
述
問
題
は
、
多
く
の
受
験
生
に
と
っ
て
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
高
い
壁
で
あ
る

と
同
時
に
、
東
大
の
歴
史
観
が
詰
ま
っ
た
最
高
の
題
材
で
も
あ
り
ま
す
。
本
書
は
、
こ
の
大
論
述
の
う
ち
、

世
界
史
の
ほ
ぼ
全
時
代
を
幅
広
く
学
ぶ
た
め
に
特
に
重
要
だ
と
考
え
た
10
問
を
使
っ
て
﹁
世
界
史
の
思
考

法
﹂
を
学
ん
で
い
く
も
の
で
す
。

　

こ
う
や
っ
て
聞
く
と
、﹁
い
き
な
り
入
試
問
題
、
そ
れ
も
東
大
の
も
の
を
使
っ
て
も
、
ど
う
せ
分
か
ら
な

く
て
挫
折
し
て
し
ま
う
よ
﹂
と
思
う
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
知
識
は
使
い
方
ま
で
知
っ

て
こ
そ
活
か
せ
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
す
。
な
ん
と
な
く
テ
キ
ス
ト
を
読
む
よ
り
も
、﹁
こ
の
問
題
に
答
え

る
に
は
ど
ん
な
知
識
や
思
考
法
が
必
要
だ
ろ
う
？
﹂
と
考
え
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
で
、
知
識
が
よ
り
実
践
的

な
も
の
に
な
り
ま
す
。
ま
し
て
、
今
回
用
い
る
題
材
は
東
大
の
入
試
問
題
で
す
。
た
し
か
に
生
易
し
い
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
分
じ
っ
く
り
嚙
み
し
め
な
が
ら
扱
う
だ
け
の
深
み
と
面
白
さ
を
備
え
て
い
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ま
す
。
東
大
の
問
題
は
、
世
界
史
を
初
め
て
学
ぶ
人
に
も
、
世
界
史
の
骨
格
が
頭
に
入
っ
て
い
る
人
に
も
、

そ
れ
ぞ
れ
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
、
東
大
が
あ
る
年
の
入
試
問
題
に
合
わ
せ
て
示
し
た
﹁
出
題
の
意
図
﹂
を
一
部
引
用
し
ま
す
。

﹁
解
答
に
際
し
て
は
、
問
題
文
を
し
っ
か
り
と
読
み
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
出
題
意
図
を
ま
ず
は
文
字

通
り
理
解
し
、
与
え
ら
れ
た
問
い
に
つ
い
て
何
が
問
わ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
、
導
き
出
し
た
答
え
を
、

指
示
さ
れ
た
場
所
に
、
指
示
通
り
の
様
式
で
記
し
て
答
案
を
作
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
当
た
り
前
と
も
思
え
る
こ
と
を
し
っ
か
り
や
る
こ
と
が
大
切
と
考
え
ま
す
﹂

　

東
大
は
、
な
に
も
高
尚
・
高
度
な
知
識
や
技
術
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

﹁
問
い
に
正
面
か
ら
答
え
る
﹂
と
い
う
、
ご
く
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。﹁
世
界
史

の
思
考
法
﹂
も
、
結
局
は
こ
う
し
た
読
解
力
と
素
直
さ
に
尽
き
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
東
大
の
問

題
を
じ
っ
く
り
読
ん
で
、
東
大
が
何
を
考
え
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
の
か
を
受
け
取
り
、
そ
れ
に
沿
っ

て
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
着
実
に
世
界
史
を
学
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
本

書
が
、﹁
世
界
史
の
思
考
法
﹂
を
養
い
、
そ
の
先
に
世
界
史
の
﹁
頂
﹂
を
望
む
よ
う
に
な
る
た
め
の
道
し
る
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べ
と
し
て
の
役
割
を
担
え
た
ら
幸
い
で
す
。

　

自
己
紹
介
が
遅
れ
ま
し
た
が
、
私
は
相
生
昌
悟
と
申
し
ま
す
。
地
方
の
公
立
高
校
を
卒
業
し
た
の
ち
、

東
京
大
学
に
進
学
し
ま
し
た
。
現
在
は
法
学
部
に
て
法
学
・
政
治
学
を
学
ぶ
傍
ら
、
出
版
活
動
や
高
校
で

の
コ
ー
チ
ン
グ
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

私
が
本
書
を
執
筆
し
よ
う
と
考
え
た
の
は
、
東
大
世
界
史
を
題
材
と
す
る
既
存
の
書
籍
に
お
い
て
、
問

題
文
を
し
っ
か
り
読
み
、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
東
大
の
歴
史
観
を
理
解
し
た
上
で
適
切
な
答
え
を
導
く
と

い
う
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
て
い
た
か
ら
で
す
。
既
存
の
書
籍
に
お
け
る
問
題
の
取
り
組
み

方
と
い
え
ば
、
問
題
文
を
と
り
あ
え
ず
流
し
読
み
だ
け
し
て
、
た
だ
問
題
に
関
連
す
る
単
語
を
解
答
に
書

き
並
べ
る
と
い
う
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
東
大
世
界
史
に
き
ち
ん
と
向
き
合
っ
て
い
る
と
言

え
る
書
籍
を
作
り
た
い
。
そ
う
考
え
ま
し
た
。

　

本
書
の
監
修
で
も
あ
る
株
式
会
社
カ
ル
ペ
・
デ
ィ
エ
ム
の
西
岡
壱
誠
氏
（
以
下
、
日
頃
の
敬
意
よ
り
あ
え

て
﹁
西
岡
さ
ん
﹂
と
お
呼
び
し
ま
す
）
に
は
、
本
書
の
刊
行
に
至
る
ま
で
の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
大
変
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
東
大
入
学
以
来
の
構
想
を
こ
う
し
て
書
籍
の
形
で
実
現
で
き
た
の
は
、
西
岡
さ
ん
が

僕
の
想
い
を
応
援
し
続
け
て
く
だ
さ
っ
た
お
か
げ
で
す
。
西
岡
さ
ん
、
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
さ
せ
て
い
た
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だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
本
書
が
幸
運
に
も
星
海
社
新
書
と
し
て
刊
行
の
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
担
当
編
集

者
の
片
倉
直
弥
さ
ま
の
お
力
添
え
に
よ
り
ま
す
。
稚
拙
な
草
稿
を
粘
り
強
く
お
読
み
い
た
だ
き
、
多
く
の

ア
ド
バ
イ
ス
を
く
だ
さ
っ
た
こ
と
で
、
こ
う
し
て
形
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
本
書
の
執
筆
全
体
を
通
し
て
は
、
私
と
同
じ
東
大
法
学
部
の
加
藤
友
樹
君
を
は
じ
め
と
す
る

友
人
た
ち
に
多
く
の
助
力
を
受
け
ま
し
た
。
問
題
の
読
解
や
解
答
例
の
検
討
に
あ
た
っ
て
何
度
も
繰
り
返

し
た
あ
の
議
論
が
な
け
れ
ば
、
本
書
は
あ
り
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
。

本
書
の
構
成

　

本
書
は
、﹁
講
義
編
﹂﹁
演
習
編
﹂﹁
章
の
ま
と
め
（
解
答
例
）﹂
の
３
部
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

講
義
編
は
、
世
界
史
を
初
め
て
学
ぶ
人
や
、
久
し
ぶ
り
に
学
び
直
す
人
向
け
に
、
最
低
限
必
要
な
知
識

を
解
説
す
る
パ
ー
ト
で
す
。
初
学
者
で
も
読
み
や
す
い
よ
う
に
、
年
号
や
固
有
名
詞
な
ど
は
極
力
少
な
く

し
て
あ
り
ま
す
。
す
で
に
世
界
史
を
学
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人
や
、
今
し
っ
か
り
学
ん
で
い
る
最
中
の
受
験

生
な
ど
は
飛
ば
し
て
Ｏ
Ｋ
で
す
。

　

演
習
編
は
、
東
大
の
問
題
文
の
精
緻
な
読
解
に
よ
る
﹁
枠
組
み
﹂
や
﹁
思
考
法
﹂
の
確
定
と
、
そ
こ
へ
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の
具
体
的
知
識
等
の
当
て
は
め
（
解
説
）
の
２
段
階
か
ら
な
る
パ
ー
ト
で
す
。
東
大
が
１
年
に
１
問
だ
け

出
題
す
る
大
論
述
を
通
し
て
﹁
世
界
史
の
思
考
法
﹂
を
学
ぶ
た
め
に
は
、
問
題
文
の
精
緻
な
読
解
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
本
書
は
（
東
大
入
試
を
扱
っ
た
類
書
に
は
例
を
見
な
い
ほ
ど
）
相
当
に
力
を
入
れ
て
、
こ
の
パ
ー

ト
を
準
備
し
ま
し
た
。

　

章
の
ま
と
め
（
解
答
例
）
は
、
問
題
へ
の
解
答
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
各
章
の
ま
と
め
・
要
約
に
も
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
だ
け
を
読
ん
で
も
、
東
大
の
歴
史
観
を
大
ま
か
に
つ
か
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

本
書
で
は
、
東
大
か
ら
の
問
い
に
正
面
か
ら
答
え
る
べ
く
、
よ
り
良
い
解
答
例
の
作
成
に
最
大
限
尽
力
し

ま
し
た
。
と
は
い
え
、
当
然
な
が
ら
、
本
書
の
解
答
例
が
全
て
一
点
の
曇
り
も
な
い
と
ま
で
は
言
え
ま
せ

ん
。
東
大
か
ら
の
問
い
へ
の
答
え
に
な
っ
て
い
る
か
、
世
界
史
の
﹁
ま
と
め
﹂
と
し
て
堪
え
る
も
の
に
な

っ
て
い
る
か
、
批
判
的
に
検
討
し
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

主
な
参
考
文
献
・
凡
例

　

各
章
末
で
紹
介
し
た
参
考
文
献
の
他
、
本
書
全
体
を
通
し
て
参
照
し
た
文
献
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
歴
史
の
流
れ
の
理
解
に
資
す
る
箇
所
や
、
一
般
に
は
あ
ま
り
有
名
で
な
い
考
え
方
・
事
例
等
に
つ

い
て
紹
介
す
る
際
に
は
、
以
下
に
示
す
凡
例
に
従
っ
て
教
科
書
の
参
考
箇
所
を
示
し
て
い
ま
す
。
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木
村
ほ
か
編
『
詳
説
世
界
史
』（
山
川
出
版
社
、
２
０
２
３
）
↓
山
川
・
詳
説

羽
田
ほ
か
『
新
世
界
史
』（
山
川
出
版
社
、
２
０
２
３
）
↓
山
川
・
新

川
島
ほ
か
『
世
界
史
探
究
』（
東
京
書
籍
、
２
０
２
３
）
↓
東
京

桃
木
ほ
か
『
新
詳 
世
界
史
探
究
』（
帝
国
書
院
、
２
０
２
３
）
↓
帝
国

木
畑
ほ
か
『
世
界
史
探
究
』（
実
教
出
版
、
２
０
２
３
）
↓
実
教

秋
田
茂
ほ
か
『
高
等
学
校 

世
界
史
探
究
』（
第
一
学
習
社
、
２
０
２
３
）
↓
第
一

岸
本
美
緒
＝
鈴
木
淳
編
『
歴
史
総
合
』（
山
川
出
版
社
、
２
０
２
２
）
↓
山
川
・
総
合

川
島
真
ほ
か
編
『
詳
解
歴
史
総
合
』（
東
京
書
籍
、
２
０
２
２
）
↓
東
京
・
総
合

木
村
靖
二
ほ
か
編
『
詳
説
世
界
史
研
究
』（
山
川
出
版
社
、
２
０
１
７
）

大
阪
大
学
歴
史
教
育
研
究
会
編
『
市
民
の
た
め
の
世
界
史
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
２
０
１
４
）

全
国
歴
史
教
育
研
究
協
議
会
編
『
世
界
史
用
語
集 

改
訂
版
』（
山
川
出
版
社
、
２
０
１
８
）
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講
義
編

文
明
は
４
つ
の
河
川
の
ほ
と
り
か
ら
誕
生
し
た

　

本
書
が
最
初
に
扱
う
の
は
、
世
界
史
を
学
ぶ
人
が
ま
ず
目
に
す
る
こ
と
に
な
る
重
要
論
点
、﹁
古
代
帝

国
﹂
で
す
。
２
つ
の
古
代
帝
国
の
共
通
点
と
相
違
点
を
問
う
２
０
１
７
年
の
東
大
世
界
史
の
問
題
を
一
緒

に
解
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

と
い
っ
て
も
、
い
き
な
り
６
０
０
字
の
大
論
述
に
向
き
合
う
の
は
大
変
で
す
。
そ
の
た
め
最
初
に
講
義

編
と
し
て
、
古
代
帝
国
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
を
高
校
世
界
史
レ
ベ
ル
で
ざ
っ
く
り
と
解
説
し
ま
す
。
こ

の
講
義
編
の
知
識
を
頭
に
入
れ
る
こ
と
で
、
東
大
世
界
史
の
論
述
問
題
は
基
本
的
に
解
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

古
代
帝
国
の
前
に
、
ま
ず
は
人
類
の
文
明
が
誕
生
し
て
き
た
過
程
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
。
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﹁
四
大
文
明
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
ま
だ
世
界
史
に
触
れ
て
い
な
い
方
で
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
・
エ
ジ
プ
ト
文
明
・
イ
ン
ダ
ス
文
明
・
中
国
文
明
の
４
つ
で
す
。

　

こ
れ
ら
は
全
て
、
世
界
各
地
の
大
河
の
ほ
と
り
に
誕
生
し
ま
し
た
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
は
テ
ィ
グ
リ

ス
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
、
エ
ジ
プ
ト
文
明
は
ナ
イ
ル
川
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
は
イ
ン
ダ
ス
川
、
そ
し
て
中
国

文
明
は
黄
河
・
長
江
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
現
代
で
も
知
ら
れ
る
古
代
の
文
明
は
、
な
ぜ
河
川
の
ほ
と
り
に
誕
生
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？　
実

は
、
こ
れ
ら
の
河
川
は
必
ず
し
も
超
巨
大
な
川
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
き
さ
だ
け
で
考
え
れ

ば
、
ア
マ
ゾ
ン
川
や
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
な
ど
、
世
界
に
は
ま
だ
ま
だ
優
秀
な
河
川
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
河
川
の
大
き
さ
自
体
は
決
定
的
な
理
由
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

む
し
ろ
重
要
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
要
因
の
１
つ
が
、
灌か

ん

漑が
い

技
術
で
す
。
灌
漑
と
は
、
河
川
や
地
下
水
な

ど
か
ら
農
業
に
必
要
な
水
を
引
い
て
く
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
他
に
も
、
定
期
的
な
洪
水
に
よ
っ
て
肥
沃

な
土
を
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
た
地
域
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
河
川
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ

か
ら
水
を
持
っ
て
こ
ら
れ
た
り
、
農
業
に
必
要
な
栄
養
が
手
に
入
っ
た
り
し
た
か
ら
こ
そ
、
長
き
に
わ
た

っ
て
続
く
﹁
古
代
文
明
﹂
と
し
て
現
代
ま
で
名
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
ね
。
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や
が
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
牛
耳
る
こ
と
に
な
る
「
ロ
ー
マ
」
が
登
場

　

こ
う
し
て
古
代
文
明
が
生
ま
れ
て
か
ら
数
千
年
の
時
を
経
て
、
各
地
で
特
色
の
あ
る
国
家
が
生
ま
れ
て

き
ま
す
。
そ
の
１
つ
が
、﹁
都
市
国
家
﹂
と
呼
ば
れ
る
形
体
の
国
家
で
す
。

　

西
側
で
登
場
し
た
都
市
国
家
と
し
て
有
名
な
の
が
、
現
在
の
イ
タ
リ
ア
周
辺
に
登
場
し
た
ロ
ー
マ
で
す
。

ラ
テ
ン
人
の
一
派
に
よ
っ
て
建
て
上
げ
ら
れ
た
ロ
ー
マ
は
、
最
初
こ
そ
一
都
市
に
過
ぎ
な
い
存
在
で
し
た

が
、
周
辺
地
域
に
何
度
も
征
服
戦
争
を
仕
掛
け
て
は
勝
利
を
収
め
、
そ
の
支
配
領
域
を
ど
ん
ど
ん
拡
大
し

て
い
き
ま
し
た
。
紀
元
前
１
世
紀
に
は
エ
ジ
プ
ト
を
征
服
し
て
地
中
海
を
押
さ
え
、
１
世
紀
後
半
に
は
か

つ
て
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
が
栄
え
た
地
域
ま
で
を
も
治
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
時
期
に
は
、
地
中
海
周
辺
に
限
っ
て
も
た
く
さ
ん
の
都
市
国
家
が
存
在
し
ま
し
た
。
で
は
、
な
ぜ

ロ
ー
マ
が
特
に
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
？　
こ
れ
も
さ
ま
ざ
ま
な
説
明
が
で
き
ま
す
が
、

１
つ
に
は
﹁
１
を
10
に
す
る
力
﹂
に
長
け
て
い
た
の
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ロ
ー
マ
は
、
ロ
ー
マ

法
な
ど
の
法
的
シ
ス
テ
ム
が
発
達
し
て
い
た
り
、
水
道
や
街
道
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
て
い
た
り

と
、
ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
の
両
面
で
洗
練
さ
れ
た
も
の
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
実
は
ロ

ー
マ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
も
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
な
ど
の
先
人
た
ち
か
ら
学
ん
で
き

た
も
の
を
改
良
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
の
人
々
は
、﹁
１
を
10
に
す
る
﹂
の
が
非
常
に
得
意
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だ
っ
た
か
ら
こ
そ
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ロ
ー
マ
の
重
要
な
伝
統
だ
っ
た
「
共
和
政
」
に
見
え
は
じ
め
た
陰
り

　

大
き
く
繁
栄
し
た
ロ
ー
マ
の
重
要
な
伝
統
で
あ
り
、
特
徴
で
も
あ
っ
た
の
が
﹁
ロ
ー
マ
共
和
政
﹂
で
す
。

こ
の
共
和
政
は
、
３
つ
の
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
絶
対
的
な
権
限
を
持
っ

て
い
た
の
が
、
執
政
官
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
す
。
貴
族
か
ら
選
挙
で
選
ば
れ
た
彼
ら
は
、
国
家
の
政
治
全

般
を
推
し
進
め
ま
し
た
。
そ
ん
な
彼
ら
を
指
導
・
監
督
し
、
国
を
実
質
的
に
支
配
し
て
い
た
の
が
、
貴
族

の
会
議
で
あ
る
元
老
院
で
す
。
そ
し
て
、
最
後
に
重
要
な
の
が
、
中
小
の
農
民
、
い
わ
ば
一
般
の
男
性
市

民
（
平
民
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
民
会
で
す
。
ロ
ー
マ
の
政
治
は
、
貴
族
に
よ
る
独
占
的
な
支
配
と
、
そ

れ
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
平
民
た
ち
と
が
争
い
合
い
な
が
ら
、
ち
ょ
う
ど
い
い
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
執
り
行

わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
に
少
し
ず
つ
陰
り
が
見
え
は
じ
め
ま
す
。
そ
の
き
っ
か
け
の
１
つ
が
、
平
民

た
ち
の
没
落
で
す
。
当
時
の
平
民
た
ち
の
多
く
は
、
も
と
も
と
自
分
の
土
地
で
小
規
模
な
農
業
を
営
ん
で

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
土
地
の
主
で
あ
る
平
民
た
ち
が
度
重
な
る
征
服
戦
争
に
駆
り
出
さ
れ
る
う
ち
に
、

手
入
れ
を
す
る
人
を
失
っ
た
土
地
が
荒
れ
果
て
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
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さ
ら
に
同
じ
頃
に
は
、
広
大
な
土
地
を
持
っ
た
有
力
者
が
、
奴
隷
を
使
っ
て
大
規
模
な
農
業
を
営
む
よ

う
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
平
民
た
ち
に
打
撃
を
与
え
ま
し
た
。
基
本
的
に
、
大
抵
の
こ
と
は
大
規
模
に

や
っ
た
ほ
う
が
効
率
が
良
く
な
り
ま
す
よ
ね
。
農
業
も
同
じ
で
、
狭
い
土
地
で
個
人
が
コ
ツ
コ
ツ
と
も
の

を
育
て
る
よ
り
も
、
広
い
土
地
で
多
く
の
人
員
を
動
員
し
て
育
て
た
ほ
う
が
、
安
く
大
量
に
収
穫
で
き
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
た
農
作
物
が
市
場
に
行
き
渡
る
よ
う
に
な
る
と
、
中
小
農
民
は
太
刀
打
ち

で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
、
ロ
ー
マ
の
伝
統
的
な
バ
ラ
ン
ス
は
崩
れ
て
い
き
ま
し
た
。
各
地
で
は
、
生
活

に
苦
し
ん
だ
人
々
や
、
金
持
ち
・
支
配
者
層
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
奴
隷
た
ち
に
よ
る
反
乱
が
相
次
ぎ
、

国
内
の
情
勢
は
不
安
定
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

ロ
ー
マ
に
現
れ
た
２
人
の
カ
リ
ス
マ

　

混
乱
し
た
ロ
ー
マ
は
こ
の
ま
ま
沈
ん
で
い
く
か
に
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
紀
元
前
１
世
紀
に
登
場
し
た
２

人
の
カ
リ
ス
マ
に
よ
っ
て
持
ち
直
し
、﹁
古
代
帝
国
﹂
と
し
て
栄
光
の
時
代
を
築
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

１
人
目
の
カ
リ
ス
マ
が
、
か
の
有
名
な
カ
エ
サ
ル
で
す
。
彼
は
、
３
人
の
有
力
者
の
う
ち
の
１
人
と
し

て
立
ち
上
が
っ
た
の
ち
、
他
の
有
力
者
た
ち
を
押
し
の
け
て
単
独
ト
ッ
プ
に
立
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ロ

ー
マ
の
独
裁
者
と
し
て
数
々
の
改
革
を
実
施
し
、
国
家
を
ま
と
め
上
げ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
古
き
良
き
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ロ
ー
マ
共
和
政
の
一
角
を
担
っ
て
い
た
元
老
院
の
保
守
的
な
人
々
は
、
カ
エ
サ
ル
の
独
裁
に
対
し
て
危
機

感
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
は
改
革
の
道
半
ば
で
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。﹁
ブ
ル
ー
ト
ゥ

ス
、
お
前
も
か
﹂
と
い
う
最
期
の
言
葉
は
あ
ま
り
に
有
名
で
す
ね
。

　

続
い
て
現
れ
た
２
人
目
の
カ
リ
ス
マ
が
、
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
と
い
う
人
物
で
し
た
。
ラ
イ
バ
ル
と
の

政
治
闘
争
を
経
て
権
力
を
握
っ
た
彼
は
、﹁
カ
エ
サ
ル
と
同
じ
轍
は
踏
む
ま
い
﹂
と
思
っ
た
の
か
、
あ
か
ら

さ
ま
に
独
裁
者
と
し
て
振
る
舞
う
の
は
避
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
む
し
ろ
彼
は
、
自
分
の
こ
と
を
﹁
市

民
の
中
の
第
一
人
者
﹂
と
名
乗
り
、﹁
あ
く
ま
で
自
分
は
市
民
で
あ
っ
て
、
元
老
院
の
こ
と
も
ロ
ー
マ
共
和

政
も
ち
ゃ
ん
と
尊
重
し
ま
す
よ
﹂
と
い
う
姿
勢
を
取
っ
た
の
で
す
。
た
だ
し
、
彼
が
握
っ
た
権
力
は
、
実

質
的
に
は
﹁
皇
帝
﹂
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
レ
ベ
ル
の
も
の
だ
っ
た
た
め
、
こ
こ
か
ら
ロ
ー
マ
は
﹁
帝
国
﹂

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

中
国
文
明
の
興
っ
た
地
で
も
動
き
あ
り

　

当
時
、
ロ
ー
マ
と
並
ぶ
強
大
な
勢
力
が
も
う
１
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
中
国
周
辺
、
黄

河
・
長
江
流
域
に
発
展
し
た
国
家
で
す
。

　

こ
の
地
域
に
大
き
な
変
動
が
生
じ
た
の
が
、
紀
元
前
８
世
紀
か
ら
紀
元
前
３
世
紀
に
か
け
て
の
、
春
秋
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戦
国
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
で
す
。
大
人
気
漫
画
﹃
キ
ン
グ
ダ
ム
﹄
で
描
か
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
春
秋

戦
国
時
代
の
後
期
で
す
。

　

な
ぜ
こ
の
時
代
に
変
化
が
起
こ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？　
そ
の
原
因
の
１
つ
が
、
農
業
の
発
展
で
す
。

特
に
戦
国
時
代
に
入
る
と
、
人
々
の
間
で
鉄
製
農
具
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
土
を

耕
し
て
畑
を
作
る
こ
と
を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
木
製
の
ク
ワ
や
ス
キ
と
鉄
製
の
道
具
、
ど
ち
ら
が

よ
り
効
率
的
に
土
を
耕
せ
る
と
思
い
ま
す
か
？　
や
は
り
、
重
さ
や
硬
さ
、
鋭
さ
な
ど
に
優
れ
た
鉄
製
の

ほ
う
が
効
率
が
良
さ
そ
う
で
す
よ
ね
。
実
際
そ
の
と
お
り
で
、
鉄
製
農
具
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は

耕
地
開
発
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
き
、
手
工
業
な
ど
も
発
達
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
農
業
の
発
達
は
、
単
に
食
べ
物
が
た
く
さ
ん
手
に
入
っ
て
よ
か
っ
た
ね
、
と
い
う
程
度
で
は

終
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
優
秀
な
道
具
が
手
に
入
っ
た
こ
と
で
、
古
い
慣
習
な
ど
に
縛
ら
れ
ず
と
も
、
自

分
や
そ
の
家
族
だ
け
で
十
分
な
規
模
の
農
業
を
営
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
古
い
慣
習

に
基
づ
く
身
分
制
度
や
血
縁
関
係
に
基
づ
く
つ
な
が
り
な
ど
が
弱
ま
っ
て
き
て
、
個
人
や
小
家
族
の
単
位

が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
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「
始
皇
帝
」
が
治
め
る
帝
国
が
誕
生

　

小
さ
な
単
位
で
も
十
分
や
っ
て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
各
地
の
有
力
者
た
ち
も
独
立
し
て
い

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
は
、
周
と
い
う
国
の
王
が
ト
ッ
プ
で
、
そ
れ
以
外
の
有
力
者
た
ち
は

王
を
尊
重
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
有
力
者
た
ち
は
次
第
に
尊
大
に
な
り
、﹁
俺
こ

そ
が
王
だ
﹂
と
自
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
台
頭
し
た
の
が
、
秦し

ん

と
い
う
国
家
で
す
。
最
初
は
小
規
模
に
過
ぎ
ず
、
中
国

の
中
で
も
辺
境
の
地
に
陣
地
を
構
え
て
い
た
秦
で
し
た
が
、
招
き
入
れ
た
優
秀
な
ブ
レ
ー
ン
が
行
っ
た
改

革
に
よ
っ
て
次
第
に
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
つ
い
に
、
秦
を
東
ア
ジ
ア
の
ト
ッ
プ
に
引
き
上
げ
る

人
物
が
現
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
後
に
﹁
始
皇
帝
﹂
と
呼
ば
れ
る
秦
王
、
政せ

い

（
こ
の
一
文
字
が
名
前
）
で
す
。

　

彼
は
、
バ
ラ
バ
ラ
に
独
立
し
て
い
た
有
力
者
た
ち
の
国
を
次
々
に
倒
し
、
つ
い
に
中
国
の
統
一
を
成
し

遂
げ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
ま
で
名
乗
っ
て
い
た
﹁
王
﹂
を
超
え
る
﹁
皇
帝
﹂
を
名
乗
っ
た
の
で
す
。
こ

う
し
て
、
中
国
に
も
ロ
ー
マ
と
並
ぶ
帝
国
が
完
成
し
ま
し
た
。

２
つ
の
帝
国
誕
生
の
経
緯
は
似
て
い
る
？

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
２
つ
の
古
代
帝
国
が
成
立
す
る
ま
で
の
過
程
を
ざ
っ
く
り
と
見
て
い
き
ま
し
た
。
こ
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の
２
つ
に
は
、
な
に
や
ら
似
た
よ
う
な
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
に
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
か
。

　

古
代
帝
国
の
基
礎
と
な
っ
た
国
は
、
ど
ち
ら
も
最
初
小
さ
な
国
（
都
市
国
家
）
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
が
、

そ
の
後
周
辺
の
国
を
征
服
し
て
い
き
、
最
終
的
に
は
帝
国
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
規
模
に
ま
で
成
長
し
て
い

き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
国
家
の
発
展
プ
ロ
セ
ス
は
、
実
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
研
究
上
、﹁
法
則
﹂
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
細
か
い
と
こ
ろ
に
注
目
す
る
と
、
そ
こ
に
は
当
然
な
が
ら
多
く
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
帝
国

が
登
場
す
る
ま
で
に
、
社
会
や
そ
こ
で
生
き
る
人
々
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
。
帝
国
統
治
者
の
呼

び
名
は
ど
の
よ
う
に
登
場
し
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
違
い
に
注
目
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
古
代
帝
国
を
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
か
ら
検
討
す
る
東
大
の
問
題
も
、
ま
さ
に
両
地
域
の
共
通
点
と
相
違
点
の
双
方
に
注
目
さ
せ
る
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
い
よ
い
よ
東
大
世
界
史
の
問
題
に
挑
戦
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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演
習
編

問
題
（
２
０
１
７
年
）

「
帝
国
」
は
、
今
日
に
お
い
て
現
代
世
界
を
分
析
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
古
代
帝

国
」
は
そ
の
原
型
と
し
て
着
目
さ
れ
、
各
地
に
成
立
し
た
「
帝
国
」
の
類
似
点
を
も
と
に
、
古
代
社
会
の
法

則
的
な
発
展
が
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
が
た
ど
っ
た
歴
史

的
展
開
は
ひ
と
つ
の
法
則
の
枠
組
み
に
収
ま
ら
ず
、「
帝
国
」
統
治
者
の
呼
び
名
が
登
場
す
る
経
緯
に
も
大
き

な
違
い
が
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
前
２
世
紀
以
後
の
ロ
ー
マ
、
お
よ
び
春
秋
時
代
以
後
の
黄
河
・
長
江
流
域
に
つ

い
て
、「
古
代
帝
国
」
が
成
立
す
る
ま
で
の
こ
れ
ら
二
地
域
の
社
会
変
化
を
論
じ
な
さ
い
。
解
答
は
20
行
以
内

で
記
述
し
、
必
ず
次
の
８
つ
の
語
句
を
一
度
は
用
い
て
、
そ
の
語
句
に
下
線
を
付
し
な
さ
い
。　

※
１
行
は
30
字
。

【
指
定
語
句
】　

漢
字　

私
兵　

諸
侯　

宗
法　

属
州　

第
一
人
者　

同
盟
市
戦
争　

邑
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読 

解

演
習
編
の
は
じ
め
に
　
〜
東
大
世
界
史
の
第
一
歩
〜

　

こ
こ
か
ら
の
演
習
編
で
は
、
実
際
に
出
題
さ
れ
た
東
大
世
界
史
の
第
１
問
、
い
わ
ゆ
る
﹁
大
論
述
﹂
を

使
っ
て
、
世
界
史
を
さ
ら
に
深
く
学
ん
で
い
き
ま
す
。

　

と
、
そ
の
前
に
、
ま
ず
は
東
大
世
界
史
の
問
題
は
ど
ん
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
特
徴
が

あ
る
の
か
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
本
書
で
扱
う
10
問
全
て
に
共
通
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
東
大
世
界
史
の
問
題
文
は
、
ほ
と
ん
ど
が
２
段
落
ま
た
は
３
段
落
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
最

後
の
段
落
に
書
い
て
あ
る
の
が
、﹁
こ
の
問
題
を
通
し
て
考
え
て
ほ
し
い
こ
と
﹂
で
、
本
書
で
は
こ
れ
を

﹁
主
要
求
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
段
落
は
﹁
リ
ー
ド
文
﹂
と
言
っ
て
、
主
要
求
を
考
え
る

前
提
と
な
る
文
章
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
リ
ー
ド
文
に
こ
そ
、
東
大
世
界
史
の
醍だ

い

醐ご

味み

、
東
大
教
授
（
出

題
者
）
の
歴
史
観
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

つ
ま
り
、
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
直
接
の
問
い
で
あ
る
主
要
求
だ
け
で
な
く
、
リ
ー
ド
文

ま
で
丁
寧
に
読
み
込
む
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、﹁
東
大
は
こ
の
問
題
を
通
し
て
ど
ん
な

歴
史
観
を
提
示
し
た
い
か
、
ど
の
よ
う
に
考
え
を
巡
ら
せ
て
ほ
し
い
か
﹂
が
分
か
り
、
解
答
の
筋
も
自お

の

ず
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と
決
ま
っ
て
き
ま
す
。﹁
問
題
文
を
丁
寧
に
読
ん
で
も
仕
方
が
な
い
﹂
と
思
う
方
も
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
む
し
ろ
こ
の
問
題
文
を
読
み
込
ま
な
い
と
、
せ
っ
か
く
東
大
世
界
史
を
使
っ
て
勉
強
す
る
意
味
が
あ

り
ま
せ
ん
。
嚙
め
ば
嚙
む
ほ
ど
味
わ
い
深
く
な
る
ス
ル
メ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
っ
て
、
東
大
が
提
示
す

る
歴
史
観
の
面
白
さ
を
じ
っ
く
り
体
感
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
古
代
帝
国
」
が
成
立
し
た
の
は
い
つ
な
の
か
？

　

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
第
１
章
の
本
題
、﹁
古
代
帝
国
﹂
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
い

き
ま
す
。

　

ま
ず
、
今
回
の
問
題
の
軸
を
定
め
る
べ
く
、
主
要
求
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
第
２
段
落
に
は
、﹁﹃
古
代

帝
国
﹄
が
成
立
す
る
ま
で
の
こ
れ
ら
二
地
域
の
社
会
変
化
を
論
じ
な
さ
い
﹂
と
あ
り
ま
す
。
二
地
域
と
は
、

講
義
編
で
も
紹
介
し
た
ロ
ー
マ
と
黄
河
・
長
江
流
域
（
現
在
の
中
国
に
相
当
）
の
こ
と
で
す
か
ら
、
今
回
は

ロ
ー
マ
と
黄
河
・
長
江
流
域
の
社
会
変
化
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
い
い
と
分
か
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
考
え
る
べ
き
対
象
が
﹁
社
会
﹂
の
﹁
変
化
﹂
で
あ
る
の
に
は
注
意
が
必
要
で
す
。
つ
ま
り
、

政
治
制
度
ば
か
り
に
着
目
し
た
り
、
変
化
を
意
識
せ
ず
に
だ
ら
だ
ら
歴
史
の
流
れ
を
想
起
し
た
り
し
て
は

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。﹁
社
会
﹂
と
い
う
言
葉
は
多
義
的
で
す
が
、
少
な
く
と
も
、
政
治
の
み
な
ら
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ず
経
済
や
文
化
的
な
側
面
に
注
目
し
て
こ
そ
見
え
て
く
る
事
実
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、﹁
変
化
﹂
に
は
、
変
化
前
の
姿
・
変
化
し
た
理
由
・
変
化
後
の
姿
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
３
つ
の
要
素
全
て
を
毎
回
漏
れ
な
く
表
せ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
考
え

が
ち
ゃ
ん
と
﹁
変
化
﹂
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
常
に
意
識
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

そ
こ
ま
で
分
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
次
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
の
時
代
を
対
象
と
す
れ
ば
い
い
か
見
て
い

き
ま
す
。
問
題
文
に
よ
れ
ば
、
今
回
は
前
２
世
紀
か
ら
﹁
古
代
帝
国
﹂
が
成
立
す
る
ま
で
を
扱
う
よ
う
で

す
。
し
か
し
、﹁
前
２
世
紀
﹂
は
前
２
０
０
年
か
ら
前
１
０
１
年
ま
で
を
指
す
と
す
ぐ
に
分
か
り
ま
す
が
、

﹁﹃
古
代
帝
国
﹄
が
成
立
す
る
ま
で
﹂
が
い
つ
な
の
か
は
、
自
明
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
よ
っ
て
、
今
回

の
問
題
で
は
、﹁
古
代
帝
国
が
い
つ
成
立
し
た
の
か
﹂
を
確
定
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。
も
っ
と
言

え
ば
、
そ
も
そ
も
﹁
古
代
帝
国
﹂
が
何
な
の
か
も
意
識
す
べ
き
で
す
。
何
の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
で

は
、
そ
れ
が
い
つ
成
立
し
た
か
に
つ
い
て
も
考
え
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

「
帝
国
」
は
「
法
則
的
な
発
展
」
を
遂
げ
て
き
た
？

　

今
回
の
問
題
の
軸
が
分
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
第
１
段
落
、
リ
ー
ド
文
の
ほ
う
を
読
ん
で
い
く
こ
と
に
し

ま
し
ょ
う
。
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リ
ー
ド
文
の
前
半
で
は
、﹁
帝
国
﹂
と
い
う
言
葉
が
現
代
世
界
を
分
析
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
、
そ
の
原
型
と
し
て
﹁
古
代
帝
国
﹂
が
着
目
さ
れ
た
こ
と
、﹁
古
代
社
会
の
法
則
的
な
発
展
﹂
に
つ
い

て
（
歴
史
学
上
）
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
が
﹁
古
代
社
会
の
法
則
的
な
発
展
﹂
で
す
。
従
来
の
歴
史
研
究
で
議
論
さ
れ
て
き
た

﹁
古
代
社
会
の
法
則
的
な
発
展
﹂
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
、
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

も
し
こ
こ
で
問
題
が
終
わ
っ
て
い
た
ら
、
帝
国
の
法
則
的
な
発
展
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ

っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一
般
論
や
従
来
の
考
え
方
に
触
れ
た
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
こ
と
が

あ
る
の
が
東
大
で
す
。
リ
ー
ド
文
の
後
半
が
﹁
し
か
し
な
が
ら
﹂
で
始
ま
っ
て
い
る
の
も
、
東
大
が
、
今

ま
で
必
ず
し
も
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
視
点
に
気
づ
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
視
点
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、﹁
類
似
点
だ
け
見
て
い
て
い
い
ん
で
す
か
？
﹂
と
い
う
も
の
で
す
。

従
来
は
、
似
て
い
る
所
を
見
て
ば
か
り
で
、
各
々
に
固
有
の
特
徴
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

﹁
法
則
的
な
発
展
﹂
と
言
え
る
部
分
も
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
や
、
違
い

に
も
目
を
向
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
問
題
意
識
が
、
こ
の
リ
ー
ド
文
か
ら
見
え
て
く
る
の
で
す
。
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統
治
者
の
呼
び
名
の
登
場
は
、
統
治
の
完
了
、
す
な
わ
ち
「
帝
国
」
の
成
立
と
一
致

　

古
代
社
会
の
発
展
、
す
な
わ
ち
﹁
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
が
た
ど
っ
た
歴
史
的
展
開
﹂
に
目
を
向
け
る

に
当
た
っ
て
、
今
回
東
大
側
が
﹁
違
い
﹂
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
、﹁﹃
帝
国
﹄
統
治
者
の
呼
び
名

が
登
場
す
る
経
緯
﹂
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
﹁
帝
国
﹂
統
治
者
の
呼
び
名
が
登
場
し
た
瞬
間
こ
そ
、
主
要
求
を
読
み
解
い
た
時
に
気

に
な
っ
て
い
た
﹁
古
代
帝
国
が
い
つ
成
立
し
た
の
か
﹂
の
１
つ
の
答
え
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
古
代
帝
国

の
成
立
時
期
は
、
統
治
下
の
社
会
が
そ
の
人
を
統
治
者
と
認
め
て
名
前
を
与
え
た
時
、
ま
た
は
統
治
完
了

の
証
と
し
て
統
治
者
自
ら
そ
の
名
を
名
乗
っ
た
時
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

法
則
的
な
発
展
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
し
た
部
分
を
押
さ
え
る
べ
し

　

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
今
回
考
え
る
べ
き
﹁
二
地
域
の
社
会
変
化
﹂
と
は
、
紀
元
前
２
０
０
年
か
ら
統

治
者
の
呼
び
名
が
登
場
す
る
ま
で
の
、
ロ
ー
マ
と
黄
河
・
長
江
流
域
に
お
け
る
社
会
変
化
の
こ
と
だ
と
分

か
り
ま
す
。

　

そ
の
際
、﹁
法
則
的
な
発
展
﹂
の
概
要
と
、
そ
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
二
地
域
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
意
識
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
こ
で
、﹁
法
則
的
な
発
展
﹂
を
ど
う
で
も
い
い
も
の
だ
と
考
え
て
は
い
け
ま
せ
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ん
。
法
則
が
ど
ん
な
も
の
か
分
か
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
し
た

部
分
に
つ
い
て
も
正
確
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
古
代
社
会
の
法

則
的
な
発
展
は
、
教
科
書
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
重
要
事
項
で
す
の
で
、
し

っ
か
り
押
さ
え
ま
し
ょ
う
。

解 

説

都
市
国
家
的
性
格
を
失
っ
て
い
っ
た
ロ
ー
マ

　

か
ね
て
よ
り
議
論
さ
れ
て
き
た
﹁
法
則
的
発
展
﹂
と
は
、
大
ま
か
に
は
、

都
市
国
家
↓
領
域
国
家
↓
帝
国
と
い
う
よ
う
に
、
国
家
の
性
質
や
形
態
が
成

長
し
て
い
く
こ
と
を
指
し
ま
す
。
都
市
国
家
は
、
あ
る
都
市
と
そ
の
周
辺
部

か
ら
な
る
小
さ
な
国
家
の
こ
と
で
、
そ
れ
が
強
力
な
１
つ
の
国
家
に
よ
っ
て

統
合
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
く
な
っ
た
の
が
領
域
国
家
で
す
。

帝
国
は
、
さ
ら
に
広
大
な
地
域
を
治
め
る
も
の
を
指
し
ま
す
（
山
川
・
新
ｐ

17
、
第
一
ｐ
７
）。

古代社会の法則的発展

前2世紀以降のローマ、
春秋時代以降の黄河・長江流域
における「古代帝国」が
成立するまでの社会変化

ひとつの法則の枠組に収まらない、
それぞれの地域社会がたどった歴史的展開
例）「帝国」統治者の呼び名の登場経緯

図版1
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都
市
国
家
と
し
て
一
大
勢
力
を
築
い
た
ロ
ー
マ
は
、
建
国
以
来
、
周
辺
地
域
へ
と
盛
ん
に
侵
攻
し
、
征

服
戦
争
に
よ
っ
て
勢
力
を
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
戦
争
が
度
重
な
っ
た
こ
と
で
農
地
が
荒
廃
す
る
一
方
、
属
州
で
は
戦
争
捕
虜
を
奴
隷
と
し
て

使
役
す
る
大
規
模
農
場
（
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
ア
）
が
成
功
し
、
属
州
か
ら
の
安
価
な
穀
物
が
流
入
し
て
く
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
も
と
も
と
自
立
で
き
て
い
た
中
小
農
民
は
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
き

ま
す
。
こ
の
辺
り
の
話
は
、
講
義
編
で
も
お
伝
え
し
ま
し
た
ね
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
危
機
感
を
覚
え
、
中
小
農
民
た
ち
の
地
位
や
生
活
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
の
が
グ
ラ

ッ
ク
ス
兄
弟
で
す
。
彼
ら
は
、
民
主
政
治
の
基
礎
と
な
る
市
民
た
ち
、
農
民
層
を
再
興
し
て
ロ
ー
マ
の
伝

統
を
維
持
・
回
復
し
よ
う
と
、
大
土
地
所
有
を
制
限
す
る
た
め
の
土
地
改
革
を
目
指
し
ま
す
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
動
き
は
大
地
主
な
ど
の
金
持
ち
や
保
守
的
な
勢
力
に
と
っ
て
当
然
目
障
り
で
、
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄

は
暗
殺
さ
れ
、
そ
の
遺
志
を
引
き
継
ご
う
と
し
た
弟
も
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
ま
し
た
。

　

状
況
が
悪
化
の
一
途
を
辿た

ど

る
中
、
つ
い
に
各
地
で
反
乱
が
起
こ
り
は
じ
め
ま
す
。
そ
の
代
表
例
が
同
盟

市
戦
争
で
す
。
同
盟
市
と
は
、
ロ
ー
マ
と
個
別
に
同
盟
関
係
を
結
ん
だ
都
市
の
こ
と
で
、
そ
の
市
民
に
は

自
治
権
が
与
え
ら
れ
た
も
の
の
、
政
治
参
加
や
免
税
な
ど
の
特
権
（
ロ
ー
マ
市
民
権
）
は
認
め
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
の
状
況
に
対
す
る
不
満
が
爆
発
し
た
の
が
、
同
盟
市
戦
争
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
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こ
の
対
処
に
当
た
っ
た
の
が
、
当
時
有
力
だ
っ
た
政
治
家
の
マ
リ
ウ
ス
や
ス
ラ
た
ち
で
す
。
彼
ら
は
こ

の
頃
激
し
い
政
治
闘
争
を
繰
り
広
げ
て
お
り
、
自
分
の
名
声
を
高
め
る
チ
ャ
ン
ス
を
狙
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
で
各
地
で
反
乱
が
起
こ
っ
た
た
め
、
彼
ら
は
﹁
こ
の
反
乱
を
鎮
め
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
評
価
も

上
が
る
だ
ろ
う
﹂
と
考
え
て
、
反
乱
の
平
定
に
乗
り
出
し
ま
す
。
こ
の
時
活
躍
し
た
の
が
、
有
力
者
た
ち

が
独
自
に
無
産
市
民
（
土
地
を
失
う
な
ど
し
て
貧
し
く
な
っ
た
下
層
民
）
を
集
め
て
訓
練
・
編
成
し
た
私
兵
で

す
。
従
来
の
ロ
ー
マ
で
軍
隊
と
言
え
ば
、
中
小
農
民
た
ち
が
自
分
た
ち
で
武
装
し
た
重
装
歩
兵
で
、
こ
れ

が
ロ
ー
マ
共
和
政
を
支
え
る
基
盤
で
も
あ
り
ま
し
た
。
内
乱
と
そ
の
平
定
過
程
を
通
じ
て
、
ロ
ー
マ
の
兵

制
の
主
体
が
重
装
歩
兵
か
ら
私
兵
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
共
和
政
の
伝
統
も
次
第
に
変
容
し

て
い
っ
た
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
今
後
も
同
盟
市
戦
争
の
よ
う
な
反
発
が
起
こ
る
こ
と
を
恐
れ
た
ロ
ー
マ
は
、
同
盟
市
に
あ
る

程
度
歩
み
寄
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
盟
市
民
を
含
む
、
イ
タ
リ
ア
半
島
内
の
全
て
の
自

由
民
（
奴
隷
や
女
性
以
外
の
人
）
に
ロ
ー
マ
市
民
権
が
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
イ
タ
リ
ア
半
島
内

の
人
々
が
共
通
の
権
利
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
ロ
ー
マ
は
、
一
都
市
国
家
と
し
て
の
性
格
を
失
い
、
領
域

国
家
的
な
存
在
へ
と
変
化
し
ま
し
た
（
山
川
・
新
ｐ
78
）。
都
市
国
家
か
ら
領
域
国
家
へ
の
変
容
と
は
、
ま

さ
に
法
則
的
な
発
展
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
話
に
合
致
し
ま
す
ね
。
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カ
エ
サ
ル
が
準
備
し
、
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
が
完
成
さ
せ
た
ロ
ー
マ
「
帝
国
」

　

そ
の
後
、
元
老
院
に
よ
る
伝
統
的
な
体
制
が
内
乱
へ
の
有
効
な
対
処
を
で
き
な
い
で
い
る
中
で
、
ロ
ー

マ
に
２
人
の
カ
リ
ス
マ
が
現
れ
、﹁
古
代
帝
国
﹂
ロ
ー
マ
が
成
立
し
た
と
い
う
話
は
、
講
義
編
で
も
紹
介
し

ま
し
た
。

　

ま
ず
現
れ
た
の
が
カ
エ
サ
ル
で
し
た
ね
。
彼
は
、
同
じ
く
軍
人
・
政
治
家
で
あ
っ
た
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
と
、

著
名
な
大
富
豪
ク
ラ
ッ
ス
ス
と
手
を
組
ん
で
、
元
老
院
体
制
を
打
破
し
よ
う
と
画
策
し
ま
す
。
こ
う
し
て

結
成
さ
れ
た
の
が
、
第
１
回
三
頭
政
治
で
す
。
し
か
し
、
３
人
は
協
力
体
制
を
継
続
で
き
ず
、
ク
ラ
ッ
ス

ス
の
死
に
よ
っ
て
第
１
回
三
頭
政
治
は
解
散
し
ま
す
。
そ
の
後
、
残
っ
た
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
と
の
直
接
対
決

に
勝
利
し
た
カ
エ
サ
ル
は
独
裁
権
力
を
確
立
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
を
行
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
ポ
ン

ペ
イ
ウ
ス
の
も
と
に
進
軍
す
る
カ
エ
サ
ル
が
、
ル
ビ
コ
ン
川
を
渡
る
に
際
し
て
言
っ
た
と
さ
れ
る
有
名
な

セ
リ
フ
が
、﹁
賽
は
投
げ
ら
れ
た
﹂
で
す
。

　

し
か
し
、
カ
エ
サ
ル
に
よ
る
独
裁
は
長
く
は
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
、
元
老
院
の
伝
統
を
重
視
し

よ
う
と
い
う
姿
勢
を
ほ
と
ん
ど
示
さ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
従
来
の
体
制
を
よ
し
と
す
る
保
守
的
な
人
々

か
ら
疎
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
最
終
的
に
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
話
は
、
講
義
編
で
お
伝
え
し
た
と

お
り
で
す
。
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続
い
て
現
れ
た
の
が
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
で
す
。
カ
エ
サ
ル
の
養
子
だ
っ
た
彼
は
、
カ
エ
サ
ル
に
仕
え

て
い
た
軍
人
で
あ
る
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
と
レ
ピ
ド
ゥ
ス
と
い
う
有
力
者
と
協
力
す
る
こ
と
を
選
び
ま
す
。
こ

う
し
て
結
成
さ
れ
た
の
が
、
第
２
回
三
頭
政
治
で
す
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
も
第
１
回
と
同
様
に
程
な
く
し

て
崩
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
と
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の
仲
を
取
り
持
つ
﹁
か
す
が
い
﹂
的

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
レ
ピ
ド
ゥ
ス
が
失
脚
し
た
後
、
残
る
２
人
が
激
し
く
対
立
し
ま
す
。
エ
ジ
プ
ト

を
巻
き
込
ん
だ
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
と
の
直
接
対
決
に
発
展
し
た
こ
の
対
立
は
、
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
の
勝
利

に
よ
っ
て
終
わ
り
、
彼
が
新
た
に
ロ
ー
マ
の
覇
権
を
独
占
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
覇
権
を
獲
得
し
た
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
は
、
カ
エ
サ
ル
の
失
敗
を
教
訓
と
し
て
い
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
元
老
院
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
独
裁
を
強
行
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼

は
、
あ
く
ま
で
元
老
院
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
示
す
よ
う
に
し
た
こ
と
で
、
事
実
上
の
独
裁
を
絶
妙
な
バ
ラ

ン
ス
感
覚
の
も
と
で
実
現
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
エ
ジ
プ
ト
を
倒
し
て
凱
旋
し
た
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
に
対
し
、
元
老
院
は
﹁
尊
厳
者
（
ア
ウ
グ

ス
ト
ゥ
ス
）﹂
と
い
う
称
号
を
授
与
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
彼
は
国
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
重
要
権
限
を
一
挙
に
獲

得
し
、
事
実
上
の
独
裁
を
開
始
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
彼
は
あ
く
ま
で
﹁
第
一
人
者
（
プ
リ

ン
ケ
プ
ス
）﹂
を
自
称
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、﹁
元
老
院
の
議
員
名
簿
の
筆
頭
に
記
載
さ
れ
、
会
議
で
最
初
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に
発
言
す
る
第
一
の
人
物
﹂
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
彼
は
、
あ
く
ま
で
元
老
院
と
い
う
既
存
の
制
度
の

中
の
ト
ッ
プ
に
過
ぎ
な
い
と
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
彼
は
、
余
計
な
反
発
な
ど
を
回
避
し
つ

つ
、
事
実
上
の
帝
政
を
開
始
し
ま
し
た
。
尊
厳
者
や
第
一
人
者
と
い
う
呼
称
が
登
場
し
た
こ
の
時
こ
そ
、

﹁
古
代
帝
国
﹂
と
し
て
の
ロ
ー
マ
が
誕
生
し
た
瞬
間
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

実
力
本
位
の
傾
向
が
進
み
、
領
域
国
家
が
各
地
に
生
ま
れ
た
黄
河
・
長
江
流
域

　

一
方
、
黄
河
・
長
江
流
域
で
は
、
農
業
の
発
展
に
よ
っ
て
旧
来
の
身
分
制
度
や
血
縁
関
係
が
弱
ま
り
、

個
人
や
少
家
族
の
単
位
が
自
立
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
、
す
で
に
お
伝
え
し
ま
し
た
ね
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

当
時
、
黄
河
流
域
で
は
、
鎬こ

う

京け
い

（
現
在
の
西
安
付
近
）
に
都
を
構
え
た
周
と
い
う
王
朝
が
大
き
な
力
を
持

っ
て
い
ま
し
た
。
周
は
、
当
時
と
し
て
は
か
な
り
広
大
だ
っ
た
領
土
を
治
め
る
た
め
に
、
封
建
制
と
呼
ば

れ
る
統
治
体
制
を
採
用
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
分
の
一
族
な
ど
に
土
地
を
与
え
て
諸
侯
と
し
、
そ
の
土
地

の
統
治
を
代
々
彼
ら
に
任
せ
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
都
市
を
﹁
邑ゆ

う

﹂
と
呼
び
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
当
時
の
社
会
で
封
建
制
を
支
え
た
の
が
、
宗そ

う

法ほ
う

と
い
う
一
種
の
ル
ー
ル
で
す
。
父
系
の
親
族

集
団
を
指
す
﹁
宗
族
﹂
の
内
部
で
守
る
べ
き
ル
ー
ル
と
し
て
宗
法
を
重
視
し
、
皆
で
守
り
行
う
こ
と
は
、
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血
縁
関
係
（
氏
を
共
有
す
る
と
い
う
意
味
で
﹁
氏
族
﹂
と
も
言
う
）
に
基
づ
く
結
束
を
強
化
す
る
役
割
を
果
た

し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
伝
統
的
結
束
が
弱
ま
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
も
の
の
１
つ
こ
そ
、
鉄
製
農
具
の
普
及
等
に

よ
る
農
業
の
発
展
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
頃
に
は
北
方
か
ら
の
異
民
族
の
侵
入
が
相
次
ぎ
、

周
は
鎬
京
を
捨
て
、
東
方
の
洛ら

く

邑ゆ
う

（
現
在
の
洛
陽
付
近
）
に
遷
都
し
て
し
ま
い
ま
す
。
周
自
身
も
弱
体
化
し

つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
黄
河
・
長
江
流
域
で
は
実
力
本
位
の
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
き
、
各
々
が
領
域

国
家
を
形
成
し
は
じ
め
ま
し
た
。
周
を
ト
ッ
プ
と
し
て
そ
の
下
に
集
う
の
を
や
め
、
諸
侯
た
ち
が
自
ら
の

力
を
顕
示
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
と
言
っ
て
も
、
い
き
な
り
周
王
を
す
っ
ぱ
り
と
見
限
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
周
が
遷
都
し
て
す
ぐ
か
ら
の
春
秋
時
代
に
は
、
諸
侯
の
中
で
も
有
力
な
者
た
ち

が
﹁
覇
者
﹂
と
名
乗
っ
て
そ
の
力
を
競
い
つ
つ
、
周
王
を
尊
重
す
る
と
い
う
体
裁
は
維
持
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
戦
国
時
代
と
呼
ば
れ
る
頃
に
な
る
と
、
周
王
を
無
視
し
て
有
力
者
自
ら
﹁
王
﹂
を
自
称
し
、
独

自
に
富
国
強
兵
を
図
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
て
、
黄
河
・
長
江
流
域
で
も
領
域
国
家
が
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
（
第
一
ｐ
35
）。

　

こ
の
間
、
文
化
的
な
面
で
も
新
し
い
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
漢
字
が
発
明
さ
れ
、
着
実
に
普
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及
し
て
い
っ
た
こ
と
で
す
。
古
代
中
国
の
殷
王
朝
以
来
形
成
さ
れ
て
き
た
文
字
で
あ
る
漢
字
に
よ
っ
て
、

情
報
を
広
く
後
世
ま
で
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
多
様
な
風
土
・
言
語
を
持
つ
諸
地
域
が
結

び
付
け
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、﹁
中
国
﹂
と
い
う
文
化
的
な
ま
と
ま
り
が
形
成
さ
れ
て
く
る
と
と

も
に
、﹁
中
国
﹂
の
外
に
い
る
者
た
ち
と
自
分
た
ち
と
を
区
別
す
る
よ
う
な
﹁
中
華
意
識
﹂
も
共
有
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
こ
の
時
期
に
は
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
実
力
本
位
の
風
潮
が
強
ま
る

中
で
、
自
分
の
領
土
を
よ
り
う
ま
く
支
配
し
た
か
っ
た
各
地
の
有
力
者
た
ち
が
、
思
想
家
を
ブ
レ
ー
ン
と

し
て
迎
え
る
例
も
出
て
き
て
い
ま
す
。

　

そ
の
代
表
例
が
、
商し

ょ
う

鞅お
う

と
い
う
思
想
家
を
招
い
て
国
を
大
き
く
発
展
さ
せ
た
秦
で
す
。
そ
し
て
、
最
盛

期
の
秦
で
王
を
務
め
た
﹁
政
﹂
も
、
李
斯
と
い
う
思
想
家
を
宰
相
と
し
て
登
用
し
、
他
の
国
を
併
合
し
て

古
代
帝
国
を
成
立
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
時
彼
は
、
王
を
超
え
る
存
在
と
し
て
、
史
上
初
め
て
﹁
皇
帝
﹂
を

名
乗
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
が
旧
来
の
仕
組
み
を
尊
重
す
る
形
で
﹁
第
一

人
者
﹂
を
名
乗
っ
た
の
と
は
、
だ
い
ぶ
経
緯
が
違
い
ま
す
よ
ね
。

　

こ
こ
ま
で
の
内
容
を
ま
と
め
れ
ば
、
解
答
は
完
成
で
す
。
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君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

https://ji-sedai.jp

https://ji-sedai.jp/event/info/
https://ji-sedai.jp/series/research/
https://ji-sedai.jp/book/publication/
https://ji-sedai.jp



