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澤
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の
イ
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リ
ス
史
─
闘
争
と
共
生
の
世
界
史

─
』
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海
の
歴
史
は
魅
力
的
で
あ
る
。
人
々
に
と
っ
て
海
が
異
界
で
あ
っ

た
時
代
か
ら
、
海
は
人
間
の
歴
史
を
規
定
し
て
き
た
が
、
歴
史
学
に

お
い
て
、
そ
の
重
要
性
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ご
く

最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
一
国
史
を
超
え
て
、
広
域
の
歴
史
を
描
き
た

い
と
い
う
歴
史
学
者
の
思
い
は
、
な
か
な
か
実
証
研
究
の
上
で
は
難

し
か
っ
た
が
、
よ
う
や
く
最
近
に
な
っ
て
、
海
へ
の
関
心
に
よ
っ
て

達
成
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
え
る
。
世
界
史
に
お
け
る
海
へ

の
歴
史
関
心
は
、
単
な
る
交
易
史
や
海
軍
史
を
超
え
て
、
地
中
海
、
イ

ン
ド
洋
、
東
シ
ナ
海
、
そ
し
て
大
西
洋
な
ど
海
域
の
歴
史
に
向
け
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
たM

aritim
e H

istory

は
大
洋
と
と
も
に
、

カ
ヴ
ァ
ン
ト
ー
や
レ
デ
ィ
カ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、
海
と
陸
の
間
に

住
む
海
民
の
多
面
的
な
日
常
の
生
活
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

　

本
書
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
近
世
・
近
代
を
中
心
に
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
と
比
較
し
な
が
ら
、
大
西
洋
海
域
で
の
、
海
の
歴
史
の
可
能

性
を
万
華
鏡
の
よ
う
に
見
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
編
者
金
澤

氏
の
思
い
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
従
来
の
歴
史
学
を
、「
陸
」

の
視
点
か
ら
見
た
歴
史
と
す
る
と
、
海
の
視
点
は
、
陸
の
視
点
か
ら

の
歴
史
を
補
完
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
修
正
を
迫
り
改
変
さ
せ
る
も

の
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
ま
っ
た
く
新
し
い
歴
史
空
間
を
提
示
す
る
も

の
も
あ
る
。
本
書
の
、
そ
れ
ら
全
て
の
可
能
性
を
示
し
、
よ
り
グ
ロ
ー

バ
ル
な
歴
史
学
へ
の
、
ま
た
新
し
い
歴
史
学
を
刷
新
す
る
研
究
モ
デ

ル
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
心
意
気
に
喝
采
を
送
り
た
い
。
ま
た
、
幾
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層
も
の
仕
掛
け
を
設
け
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
可
能
性
を
で
き
う
る

だ
け
示
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
評
価
さ
れ
る
。
こ
の
書
評
で
、
そ

の
仕
掛
け
の
い
く
ば
か
り
か
で
も
、
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と

考
え
て
い
る
。

一

　

本
書
は
、
イ
ギ
リ
ス
史
を
中
心
に
、
海
に
関
わ
る
研
究
者
た
ち
の

長
年
の
研
鑽
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
単
な
る
論
文
集
で
は
な
い
。

「
い
か
に
歴
史
学
を
面
白
く
す
る
か
」
を
、
世
界
史
を
学
ぶ
学
生
、
初

学
者
、
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
研
究
者
に
も
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
、
本
書
の
内
容
に
移
り
た
い
が
、
そ
れ
は
総
説
と
、
第
一
部

「
光
」、
第
二
部
「
影
」、
第
三
部
「
反
射
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
ま
ず

は
本
書
の
問
題
提
起
を
紹
介
し
、
共
通
理
解
を
深
め
る
た
め
に
総
説

か
ら
始
め
た
い
が
、
そ
の
内
容
が
詳
細
で
重
層
的
な
も
の
で
あ
る
の

で
、
少
し
紙
幅
を
割
い
て
、
編
者
の
意
図
を
可
能
な
限
り
明
示
し
た

い
。

　

総
説
は
、「
歴
史
学
を
お
も
し
ろ
く
す
る
た
め
に
」、
ま
さ
に
ど
う

し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
挑
戦
的
な
質
問
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
、

「
歴
史
学
、
そ
れ
は
、
知
ら
れ
ざ
る
過
去
の
人
間
の
営
み
を
、
現
在
の

地
点
か
ら
、
可
能
な
限
り
確
か
な
証
拠
と
可
能
な
限
り
飛
躍
の
な
い

論
理
に
基
づ
い
て
再
構
成
し
た
上
で
、
現
在
を
生
き
る
私
た
ち
の
歴

史
像
に
一
石
を
投
じ
る
学
問
」
で
あ
る
か
ら
、
面
白
く
な
い
は
ず
が

な
い
と
、
続
い
て
い
く
。
そ
の
思
い
は
、
全
体
史
を
志
向
し
な
が
ら
、

政
治
史
、
社
会
経
済
史
、
社
会
史
、
文
化
史
と
展
開
し
て
き
た
昨
今

の
歴
史
学
に
向
か
っ
て
い
よ
う
。
現
在
の
西
洋
史
学
は
、
あ
ま
り
に

も
細
分
化
さ
れ
す
ぎ
、
全
体
の
見
取
り
図
の
よ
う
な
も
の
が
描
け
な

く
な
っ
て
い
て
、
ど
こ
か
隘
路
に
陥
っ
て
も
が
い
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
編
者
や
著
者
た
ち
に
は
、
海
の
視
点
か
ら
人
間
の
歴
史
を
見

直
す
こ
と
で
、
こ
の
現
状
を
打
開
し
、
新
し
い
歴
史
学
の
潮
流
を
生

み
出
し
た
い
と
の
思
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

編
者
が
海
の
歴
史
に
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス

史
の
事
情
も
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
史
の
叙
述
に
は
三
つ
の
「
二
重
性
」

が
あ
り
、
多
く
が
こ
れ
ら
の
二
重
性
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
て
い
る

と
い
う
。
三
つ
の
二
重
性
と
は
、
①
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
と
グ
ロ
ー
バ

ル
な
歴
史
、
②
陸
の
景
観
と
海
の
景
観
、
③
ク
ル
ー
ソ
ー
的
イ
ギ
リ

ス
と
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
的
イ
ギ
リ
ス
で
あ
り
、
こ
の
三
つ
の
二
重
性
を
統

合
で
き
る
の
が
、
海
の
歴
史
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
第
一
の
二
重
性

は
、
国
内
史
（
あ
る
い
は
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
）
と
帝
国
史
の
間

が
乖
離
傾
向
に
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
い
か
に
し
て
架
橋
す
る
か
と

い
う
問
題
提
起
が
さ
れ
る
。
第
二
の
二
重
性
は
、
陸
地
中
心
の
歴
史
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観
は
、
海
の
歴
史
の
持
つ
多
様
な
可
能
性
を
受
け
入
れ
る
余
地
が
少

な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
で
、
ど
の
よ
う
に
、
海
の
歴
史
を
取
り
入
れ

る
か
が
問
わ
れ
る
。
第
三
の
二
重
性
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
ク
ル
ー

ソ
ー
的
な
、
強
国
イ
ギ
リ
ス
を
述
べ
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
イ
ギ

リ
ス
近
世
・
近
代
の
、
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
的
な
も
う
半
分
の
「
弱
い
」、
ず
っ

と
不
安
定
で
、
脆
弱
、
失
敗
を
重
ね
る
物
語
の
歴
史
に
も
、
耳
を
傾

け
な
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
問
題
提
起
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
史
叙
述
の
抱
え
る
複
数
の
二
重
性
を
、
包
括

的
に
解
消
す
る
の
が
海
の
歴
史
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
史
の

抱
え
る
問
題
点
を
常
に
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
の
三
つ
の
二
重
性
を
、

海
の
研
究
の
中
に
収
斂
さ
せ
、
強
い
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
海
の
歴
史
（
陸

域
の
延
長
の
よ
う
な
歴
史
）
と
、
弱
い
ロ
ー
カ
ル
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
海

の
歴
史
（
海
域
の
相
対
的
な
自
律
性
を
強
調
す
る
歴
史
）
の
共
存
を
は
か

る
こ
と
で
、
解
消
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
二
重
性
を
克
服
し
、
イ

ギ
リ
ス
史
の
総
体
を
描
き
出
す
道
筋
を
見
出
す
上
で
、
手
堅
い
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

　

具
体
的
に
は
、
①
主
体
の
モ
ザ
イ
ク
、
②
海
の
類
型
、
③
表
象
と

言
説
、
④
接
続
と
世
界
史
に
関
す
る
心
構
え
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
最
初
の
三
つ
の
点
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き

た
い
が
、
第
一
の
点
で
は
、
海
の
歴
史
に
か
か
わ
る
主
体
を
な
る
べ

く
多
く
掬
い
上
げ
る
と
述
べ
て
い
る
。
先
行
研
究
を
参
考
に
し
な
が

ら
、
零
細
農
民
、
流
刑
者
、
年
季
奉
公
人
、
宗
教
的
異
端
者
、
海
賊
、

労
働
者
、
娼
婦
、
兵
士
、
船
乗
り
、
奴
隷
と
い
っ
た
主
体
に
留
意
す

る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
間
の
「
緩
や
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を

重
視
し
て
い
る
。
本
書
に
関
し
て
は
、「
非
イ
ギ
リ
ス
人
や
女
性
、
密

輸
業
者
、
難
破
船
略
奪
者
、
私
掠
船
、
商
人
、
探
検
家
、
科
学
者
、
自

治
体
、
政
府
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
商
品
、
自
然
、
制
度
、
組
織
、

法
に
至
る
ま
で
、
歴
史
の
舞
台
に
登
場
す
る
諸
主
体
を
網
羅
的
に
紹

介
し
て
い
る
の
で
、
新
た
な
研
究
を
刺
激
す
る
素
材
と
し
て
利
用
し

て
」
ほ
し
い
と
い
う
。

　

第
二
の
点
で
は
、
海
は
た
だ
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
一
様
な
存
在

で
は
な
く
、「
人
間
の
行
為
や
考
え
が
切
り
分
け
た
り
色
付
け
た
り
す

る
空
間
」
で
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
独
特
な
個
性
を
持
っ
た
海
域
が
で

き
る
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
世
か
ら
現
代
に
至

る
過
程
の
欧
米
人
の
海
洋
観
の
変
遷
を
、
イ
ン
ド
洋
型
、
ミ
ク
ロ
ネ

シ
ア
型
、
地
中
海
型
の
三
類
型
に
分
類
し
た
先
行
研
究
の
紹
介
も
、
海

洋
観
の
構
築
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。
第
三
の
点
で
は
、「
海

の
歴
史
に
ま
つ
わ
る
多
く
の
相
対
的
に
堅
固
な
「
事
実
」
を
紹
介
す

る
が
」、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、「
よ
り
曖
昧
で
不
正
確
な
表
象
や
言
説
」

に
も
注
意
を
払
う
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
公
的
な
文
書
か
ら
、
ナ
ラ
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テ
ィ
ブ
な
も
の
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
の
あ
る
も
の
ま
で
、
さ
ら
に

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
や
そ
の
他
の
語
り
な
ど
、
様
々
な
テ
キ
ス
ト
が
史
料

と
し
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
を
文
学
の
「
ニ
ュ
ー

ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
は
異
な
る
、
き
わ
め
て
歴
史
学
的
に
利
用
す
る
方

法
の
構
築
に
も
目
配
り
し
て
い
る
。

　

纏
め
て
み
れ
ば
、
編
者
の
言
う
よ
う
に
、「
イ
ギ
リ
ス
史
叙
述
に
は

ら
ま
れ
て
い
る
三
つ
の
二
重
性
の
分
裂
状
態
を
再
び
統
合
し
、
よ
り

妥
当
な
歴
史
像
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
、
無
数
の
主
体
が
織
り
な

し
、
事
実
と
し
て
あ
る
い
は
認
識
と
し
て
、
ロ
ー
カ
ル
か
ら
グ
ロ
ー

バ
ル
の
規
模
で
多
様
に
構
築
さ
れ
る
海
洋
空
間
で
展
開
す
る
海
の
歴

史
を
、
事
実
の
み
な
ら
ず
表
象
の
集
積
と
し
て
提
示
」
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

二

　

本
書
で
は
、
各
章
は
、
総
じ
て
、
基
礎
的
情
報
の
提
供
と
と
も
に
、

先
行
研
究
の
論
点
、
今
後
の
研
究
の
方
向
性
が
示
さ
れ
る
と
あ
る
が
、

こ
こ
で
、
個
別
の
章
の
紹
介
に
移
り
、
評
者
の
関
心
も
つ
け
加
え
て
、

特
筆
す
べ
き
点
を
明
示
し
て
い
き
た
い
。
第
一
部
「
光
」
は
、
概
し

て
海
の
歴
史
で
イ
ギ
リ
ス
の
「
強
さ
」
を
あ
ら
わ
す
側
面
を
扱
う
四

つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
第
一
章
は
、
石
橋
悠
人
氏
に
よ
る
「
探

検
・
科
学
─
「
未
知
な
る
世
界
」
を
目
指
し
て
」
で
あ
る
。
一
六
世

紀
以
来
の
探
検
航
海
の
主
要
な
目
的
が
、
新
し
い
「
知
識
」
を
得
る

こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
が
商
業
や
植
民
活
動
お
よ
び
国
家
間
の
競
争
で

優
位
に
立
つ
た
め
の
貴
重
な
情
報
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
学
術
的
調

査
に
よ
り
科
学
や
学
問
の
発
達
に
も
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
が
力
説

さ
れ
て
い
る
。
記
録
の
た
め
に
伴
わ
れ
た
画
家
た
ち
の
存
在
な
ど
、
多

様
な
探
検
者
像
も
見
え
る
。
ま
た
、
海
図
や
航
路
開
拓
、
経
度
測
定

な
ど
の
航
海
術
に
お
け
る
技
術
発
展
の
歴
史
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
点

は
有
益
な
情
報
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
現
地
の
文
物
を
持
ち
帰
っ
た

啓
蒙
主
義
的
な
博
物
館
な
ど
に
、
帝
国
史
の
中
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

と
こ
ろ
と
ロ
ー
カ
ル
な
と
こ
ろ
の
接
合
関
係
が
見
出
せ
る
こ
と
も
刺

激
的
で
あ
っ
た
。

　

第
二
章
は
、
薩
摩
真
介
氏
に
よ
る
「
海
軍
─
「
木
の
楯
」
か
ら
「
鉄

の
矛
」
へ
」
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
組
織
や
軍
事
力
、
そ
の
構

成
員
の
実
態
や
戦
争
で
の
役
割
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
軍

艦
の
中
の
社
会
に
お
け
る
多
様
で
複
層
的
な
諸
相
を
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
は
有
益
で
あ
っ
た
し
、
蒸
気
船
の
導
入
が
、
単
な
る

操
船
上
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
船
の
中
の
社
会
の
変
革
を
も
も
た

ら
し
た
こ
と
を
実
感
し
た
。
さ
ら
に
、
当
た
り
前
の
こ
と
な
が
ら
、

フ
ォ
ー
ン
ブ
ロ
ア
や
ボ
ラ
イ
ソ
の
海
洋
冒
険
小
説
で
知
り
え
て
い
た
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世
界
と
、
実
際
の
海
軍
の
世
界
は
か
な
り
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ

う
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
も
、
軍
人
や
船
乗
り
の
船
を
下
り
た

社
会
な
ど
を
伝
え
る
言
説
が
あ
る
か
と
思
え
た
。

　

第
三
章
は
、
坂
本
優
一
郎
氏
に
よ
る
「
海
と
経
済
─
漁
業
と
海
運

業
か
ら
見
る
海
域
社
会
史
」
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
根
源
で
あ

る
海
運
を
巡
る
歴
史
と
、
漁
業
に
関
す
る
歴
史
学
上
の
可
能
性
を
提

示
し
て
い
る
。
漁
業
で
は
、
海
と
陸
が
接
す
る
部
分
の
社
会
に
も
注

目
し
、
そ
こ
で
の
経
済
活
動
や
、
そ
の
主
体
と
し
て
子
ど
も
や
女
性

へ
の
ま
な
ざ
し
も
あ
り
、
多
面
的
な
海
民
の
考
察
に
刺
激
を
受
け
た
。

た
だ
、
漁
業
は
も
っ
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
越
え
た
枠
組
み
で
示
す
必

要
が
あ
ろ
う
と
も
思
え
た
。
特
に
、
長
期
捕
鯨
は
、
船
上
社
会
の
説

明
と
同
時
に
、
少
な
く
と
も
北
大
西
洋
全
体
の
中
で
説
明
せ
ざ
る
を

え
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
点
、
海
運
業
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

も
の
と
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
の
接
合
に
成
功
し
て
い
て
、「
政
治
や
経
済

の
大
き
な
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
現
場
の
人
び
と
の
日
常
の
具
体
的

な
生
き
方
に
注
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
諸
海
域
を
接
続
す
る
有
力

な
手
法
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
提
言
が
説
得
力
を
持
つ
。

　

第
四
章
は
、
林
田
敏
子
氏
に
よ
る
「
港
─
「
繁
栄
」
の
光
と
影
」

で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
本
国
や
植
民
地
あ
る
い
は
交
易
先
の
港
、
特
に

ロ
ン
ド
ン
に
注
目
し
て
、
港
の
意
義
を
考
察
し
て
い
る
。
検
疫
や
海

上
交
通
の
要
で
あ
る
灯
台
を
め
ぐ
る
政
治
に
も
及
ん
で
い
る
。
様
々

な
条
件
下
の
港
と
、
そ
れ
ら
に
関
わ
る
様
々
な
主
体
が
示
さ
れ
て
い

て
、
総
合
的
に
港
の
存
在
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
、
副

題
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
情
報
と
し
て
は
「
光
」
と
「
影
」
の
両

側
面
が
描
か
れ
て
お
り
、「
光
」
よ
り
も
「
影
」
の
部
分
の
方
に
関
心

が
向
い
た
。

　

第
二
部
「
影
」
は
、
第
一
部
の
光
に
対
し
て
、「
影
」
の
面
、
す
な

わ
ち
イ
ギ
リ
ス
史
の
本
流
か
ら
外
れ
る
よ
う
な
、
イ
ギ
リ
ス
史
の
「
弱

い
」
面
が
扱
わ
れ
る
四
章
か
ら
な
る
。
第
一
章
は
、
金
澤
周
作
氏
に

よ
る
「
海
難
─
ア
キ
レ
ス
の
腱
」
で
あ
る
。
船
の
難
破
に
注
目
し
、
そ

れ
が
及
ぼ
し
た
経
済
、
政
治
、
文
化
へ
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。
ま
た
、
海
難
に
関
す
る
質
的
デ
ー
タ
と
量
的
デ
ー
タ
を
具
体
的

に
示
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
検
証
方
法
に
も
言
及
し
て
い
る
。
主
体

の
行
為
の
面
で
も
当
時
の
言
説
の
面
で
も
、
読
者
の
理
解
を
深
め
る

工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。

　

第
二
章
は
、
金
澤
周
作
氏
に
よ
る
「
密
貿
易
と
難
破
船
略
奪
─
境

界
線
上
の
世
界
」
で
あ
る
。
公
式
の
貿
易
の
外
で
根
強
く
行
わ
れ
て

き
た
密
貿
易
の
実
態
、
そ
の
経
済
的
影
響
な
ど
と
、
沿
岸
住
民
の
難

破
船
略
奪
の
慣
行
と
公
の
法
と
の
対
立
的
関
係
な
ど
が
解
説
さ
れ
る
。

密
貿
易
や
難
破
船
略
奪
の
慣
行
が
、
公
権
力
に
よ
っ
て
囲
わ
れ
、
社
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会
的
犯
罪
へ
と
変
化
す
る
過
程
で
、
そ
れ
ら
に
関
わ
っ
た
主
体
た
ち

は
、
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
。
改
め
て
、
複
雑
な
諸
相
の
衣
を
、
一

枚
一
枚
剝
が
し
て
い
く
必
要
性
を
再
認
識
し
た
。

　

第
三
章
は
、
薩
摩
真
介
氏
に
よ
る
「
海
賊
─
「
全
人
類
の
敵
」
？
」

で
あ
る
。
海
賊
行
為
の
実
態
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
権
力
と
の
対
峙
に

つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
海
賊
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
は
史
料
的
に

は
難
し
い
が
、
通
史
と
し
て
の
海
賊
理
解
で
は
な
く
、
特
定
の
時
代

の
特
定
の
地
域
の
歴
史
の
中
で
、
海
賊
と
海
賊
活
動
を
客
観
的
に
把

握
す
る
こ
と
が
今
後
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
実
感
し
た
。

　

第
四
章
は
、
薩
摩
真
介
氏
に
よ
る
「
私
掠
─
合
法
的
掠
奪
ビ
ジ
ネ

ス
」
で
あ
る
。
近
世
・
近
代
の
海
上
貿
易
に
影
響
を
与
え
た
私
掠
船

の
実
態
が
示
さ
れ
て
い
て
、
歴
史
的
に
把
握
し
に
く
い
私
掠
に
つ
い

て
全
体
像
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
。
海
賊
と
私
掠
の
区
別
な
ど
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
理
解
に
役
立
っ
た
。
関
係
な
い
と
言
わ
れ
そ

う
だ
が
、
刺
激
を
受
け
て
、
東
イ
ン
ド
会
社
と
私
貿
易
商
人
の
関
係

な
ど
、
国
家
と
私
掠
、
私
掠
と
海
賊
と
同
じ
よ
う
な
図
式
で
捉
ら
え

直
し
、
総
合
化
で
き
な
い
か
と
思
え
た
。

　

第
三
部
「
反
射
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
以
外
の
地
域
の
事
例
に
よ
っ
て
、

上
記
の
イ
ギ
リ
ス
の
状
態
を
、
相
対
化
す
る
五
章
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
中
国
に

お
け
る
海
の
歴
史
か
ら
の
照
射
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
他
の
地
域
の

研
究
者
に
は
批
判
も
あ
ろ
う
が
、
イ
ギ
リ
ス
以
前
に
覇
権
を
握
っ
て

い
た
国
々
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
三
角
貿
易
の
拠
点
で
あ
っ
た
中
国
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、
他
地
域
と
の
比
較
と
い
う
点
で
は
一
定
の
評

価
が
で
き
る
。

　

第
一
章
は
、
君
塚
弘
恭
氏
に
よ
る
「
近
世
フ
ラ
ン
ス
経
済
と
大
西

洋
世
界
─
商
人
と
船
乗
り
の
海
」
で
あ
る
。
長
ら
く
イ
ギ
リ
ス
と
ラ

イ
ヴ
ァ
ル
関
係
に
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
で
の
経
済
的
、
社
会
的
な
海
の

存
在
に
つ
い
て
、
商
品
の
流
れ
と
供
給
・
消
費
市
場
の
広
が
り
、
海

上
輸
送
、
ア
ク
タ
ー
（
主
体
）
と
、
第
一
部
や
第
二
部
と
比
較
対
照

で
き
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
以
外
で
、
海
事
史
研
究

が
も
っ
と
も
進
ん
で
い
る
と
い
え
る
フ
ラ
ン
ス
で
の
研
究
状
況
も
示

さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
章
は
、
阿
河
雄
二
郎
氏
に
よ
る
「
近
世
フ
ラ
ン
ス
の
海
軍
と

社
会
─
海
洋
世
界
の
「
国
民
化
」」
で
あ
る
。
こ
れ
も
フ
ラ
ン
ス
を

扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
創
設
期
の
海
軍
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
る
海
岸
部
の
社
会
の
軍
事
化
が
、
海
の
国
境
線
を
明
確
に
し
、

海
洋
世
界
の
「
国
民
化
」
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
ま

た
、
海
軍
創
設
を
通
し
て
、
そ
れ
に
よ
る
沿
岸
部
の
構
造
的
変
革
と
、

そ
こ
で
の
日
常
生
活
の
変
貌
に
も
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
諸
国
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間
の
関
係
史
の
視
点
を
提
起
す
る
こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
事
例
と
の

接
続
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

第
三
章
は
、
合
田
昌
史
氏
に
よ
る
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
と

海
─
「
発
見
」
の
時
代
の
先
駆
と
挑
戦
」
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
海

に
先
立
つ
イ
ベ
リ
ア
の
海
の
歴
史
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
へ
の

ふ
た
つ
の
航
路
で
あ
る
「
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
の
路
」
と
「
コ
ロ
ン
ブ
ス

航
路
」
に
つ
い
て
、
世
界
分
割
を
経
て
、
交
易
拠
点
帝
国
が
形
成
さ

れ
て
い
く
様
相
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
影
」
の
部
分
と
さ
れ

る
海
賊
や
私
掠
、
海
難
な
ど
に
つ
い
て
も
イ
ベ
リ
ア
の
海
で
の
状
況

が
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
事
例
と
の
対
話
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

　

第
四
章
は
、
大
西
𠮷
之
氏
に
よ
る
「
オ
ラ
ン
ダ
と
海
─
偉
人
・
英

雄
か
ら
水
夫
と
妻
へ
」
で
あ
る
。
イ
ベ
リ
ア
の
海
と
イ
ギ
リ
ス
の
海

を
つ
な
ぐ
位
置
に
あ
る
、
オ
ラ
ン
ダ
の
海
の
歴
史
を
紹
介
し
、
イ
ギ

リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
の
歴
史
学
界
で
も
、
海

事
史
へ
の
関
心
が
テ
ー
マ
を
多
様
化
さ
せ
て
い
る
状
況
が
語
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
一
般
の
船
員
や
水
夫
、
そ
の
家
族
な
ど
に
研
究
関
心
が

向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
、
連
合
東
イ
ン

ド
会
社
の
船
員
の
妻
に
関
す
る
研
究
に
は
、
今
後
の
研
究
の
広
が
り

を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　

第
五
章
は
、
村
上
衛
氏
に
よ
る
「
近
代
中
国
沿
海
世
界
と
イ
ギ
リ

ス
─
海
賊
、
海
難
と
密
貿
易
」
で
あ
る
。
西
洋
に
対
し
て
重
要
な
提

言
を
含
む
も
の
で
、
西
洋
の
ア
ジ
ア
へ
の
進
出
、
特
に
第
二
部
と
重

な
る
海
賊
、
海
難
、
密
貿
易
の
側
面
は
、
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
ど
う
映
っ

て
い
た
の
か
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
清
朝
が
イ
ギ
リ
ス

な
ど
の
西
洋
諸
国
を
利
用
し
て
沿
岸
部
の
諸
問
題
を
解
決
し
て
い
た

側
面
が
あ
っ
た
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
影
響
力
は
大
き
か
っ
た
が
、
開

港
場
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
西
洋
、
中
国
と
も
に
、
そ
れ
ぞ

れ
一
辺
倒
で
は
な
い
歴
史
を
見
出
す
可
能
性
を
再
確
認
し
た
。

　

さ
ら
に
、
本
書
の
魅
力
は
、
多
く
の
コ
ラ
ム
が
語
る
海
の
諸
相
に

も
あ
る
。
コ
ラ
ム
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
論
文
に
な
る
よ
う
な

テ
ー
マ
が
二
〇
も
並
ん
で
い
る
。
今
後
の
展
開
を
願
っ
て
、
題
目
だ

け
で
も
記
し
て
お
き
た
い
。「
水
中
考
古
学
」（
合
田
）、「
海
洋
の
類

型
学
─
海
洋
構
築
論
」（
金
澤
）、「
海
へ
向
か
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
─
ハ

ク
ル
ー
ト
と
そ
の
著
作
」（
川
口
美
奈
子
）、「
帆
船
の
時
代
と
造
船
学

の
誕
生
」（
石
橋
）、「
文
化
か
ら
見
る
英
独
建
艦
競
争
─
リ
ュ
ー
ガ
ー

の
研
究
を
中
心
に
」（
矢
吹
啓
）、「
日
露
戦
争
と
イ
ギ
リ
ス
─
開
戦
前

夜
の
軍
艦
転
売
交
渉
と
回
航
」（
矢
吹
啓
）、「
旅
客
船
」（
坂
本
）、「
近

代
ド
イ
ツ
海
運
と
移
民
」（
ク
ラ
ウ
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
）、「
フ
ッ
ト
ボ
ー

ル
の
世
界
展
開
と
港
湾
都
市
」（
藤
井
翔
太
）、「
明
治
日
本
の
海
難
対
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策
─
ふ
た
つ
の
「
規
則
」
と
イ
ギ
リ
ス
の
影
響
」（
金
澤
）、「
世
界
の

沿
岸
警
備
隊
」（
金
澤
）、「
マ
リ
タ
イ
ム
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」（
笠
井
俊

和
）、「
東
南
ア
ジ
ア
の
海
賊
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
」（
太
田
淳
）、「「
悪

魔
を
突
き
付
け
る
よ
う
な
」
イ
ン
ド
洋
西
海
域
の
奴
隷
貿
易
廃
絶
活

動
」（
鈴
木
英
明
）、「
イ
ギ
リ
ス
領
北
米
植
民
地
の
貿
易
」（
笠
井
俊
和
）、

「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
海
軍
─
「
軍
事
革
命
」
を
支
え
た
も
う
ひ
と
つ
の

軍
事
力
」（
古
谷
大
輔
）、「
リ
ス
ボ
ン
の
大
地
震
と
津
波
」（
合
田
）、

「
オ
ス
マ
ン
海
軍
の
栄
光
と
黄
昏
」（
小
松
香
織
）、「
近
世
フ
ラ
ン
ス

の
海
民
の
信
仰
生
活
」（
阿
河
）、「
ア
ー
サ
ー
・
ラ
ン
サ
ム
と
海
」（
西

川
杉
子
）
で
あ
る
。

　

ま
た
、
末
尾
に
附
け
ら
れ
た
豊
富
な
参
考
文
献
は
大
い
に
役
立
つ

も
の
で
あ
る
と
、
付
記
し
て
お
き
た
い
。

三

　

総
説
な
ら
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
、
特
筆

す
べ
き
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
、
①
海
の
歴
史
の
限

界
、
②
三
つ
の
二
重
性
と
、「
光
」
と
「
影
」、
③
本
書
の
対
象
と
す

る
読
者
に
つ
い
て
、
コ
メ
ン
ト
と
若
干
の
批
判
を
述
べ
た
い
。
無
い

も
の
ね
だ
り
の
も
の
や
、
評
者
の
不
明
さ
に
よ
る
不
適
切
な
も
の
が

あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
前
も
っ
て
お
許
し
を
乞
う
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
第
一
の
海
の
歴
史
と
い
う
射
程
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本

書
を
読
ん
で
、
海
に
対
し
て
同
じ
関
心
を
持
つ
者
と
し
て
、
海
の
歴

史
の
可
能
性
に
心
踊
る
気
持
ち
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
、
評

者
の
研
究
の
中
に
ど
の
よ
う
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
に
も
思
い

を
巡
ら
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
で
あ
る
が
、
海
の
歴
史
は

万
能
で
は
な
い
。
海
の
歴
史
に
限
界
が
あ
る
こ
と
は
共
有
し
て
お
く

べ
き
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
海
の
歴
史
は
陸
の
歴
史
に
対
し
て
強
烈
な

批
判
と
な
り
う
る
。
編
者
が
述
べ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
史
の
現
状

の
打
開
に
貢
献
す
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
と
に
、
海
と
陸
の
間

の
地
域
で
活
動
す
る
人
々
の
、
海
民
的
要
素
と
陸
民
的
要
素
の
相
互

的
関
係
の
検
証
は
、「
開
放
的
な
」
別
の
世
界
の
人
々
の
多
様
な
活
動

を
教
え
て
く
れ
、
陸
の
世
界
に
も
そ
う
し
た
別
の
空
間
が
存
在
す
る

こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
陸
の
歴
史
の
可
能
性
を
広

げ
え
て
も
、
そ
の
批
判
は
直
接
的
な
も
の
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
海
の
歴
史
は
、
説
明
概
念
と
し
て
は
魅
力
的
で
あ
る
が
、
方

法
論
を
具
体
化
す
る
の
が
容
易
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
も
、
海
の
歴

史
が
克
服
す
べ
き
限
界
で
あ
ろ
う
。
本
書
に
お
い
て
も
、
そ
の
方
法

は
多
様
で
あ
る
。
対
象
を
絞
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
海
賊
の
歴
史
に

見
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
時
代
の
文
脈
で
適
切
に
把
握
す
る
こ
と

が
難
し
い
も
の
が
多
い
。
本
書
の
魅
力
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に
海
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洋
世
界
の
歴
史
を
見
出
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
た
事
例
を
示
す
も
の
を

類
型
化
し
、
他
地
域
の
海
域
の
歴
史
と
つ
な
げ
る
方
向
性
を
示
し
て

い
る
こ
と
に
あ
る
が
、
モ
ザ
イ
ク
的
に
並
べ
た
様
々
な
ア
ク
タ
ー
群

と
、
そ
れ
ら
の
間
の
穏
や
か
な
関
係
を
見
る
と
い
う
方
法
は
抽
象
的

で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
で
、
な
に
か
、
方
法
論
と
結
び
つ
け
る
た
め

の
、
概
念
の
精
査
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　

分
析
概
念
と
い
う
点
に
関
連
し
て
、
個
別
の
章
の
テ
ー
マ
の
展
開

で
も
、
も
う
少
し
研
究
方
法
の
具
体
的
な
方
法
に
関
す
る
説
明
が
必

要
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
章
ご
と
の
先
行
研
究
の
紹

介
で
、
あ
る
程
度
果
た
さ
れ
て
い
る
し
、
章
に
よ
っ
て
は
詳
細
に
紹

介
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
、
情
報
提
供
に

重
点
が
お
か
れ
、
方
法
論
の
説
明
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
傾
向
が
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
海
の
歴
史
研
究
に
必
須
の
、
学
際
的
方
法
に
つ

い
て
の
具
体
的
な
説
明
は
、
も
っ
と
必
要
で
は
な
い
か
。
文
化
人
類

学
、
人
類
学
、
社
会
学
な
ど
の
み
な
ら
ず
、
心
理
学
な
ど
の
援
用
方

法
が
適
宜
説
明
さ
れ
て
い
る
方
が
、
特
に
学
生
や
、
初
学
者
に
と
っ

て
は
、
有
益
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
の
三
つ
の
二
重
性
と
「
光
」
と
「
影
」
は
、
構
成
上
の
点
で

の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
編
者
の
指
摘
す
る
三
つ
の
二
重
性
に
は
説
得

力
が
あ
り
、
そ
れ
を
海
の
歴
史
の
中
に
収
斂
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と

は
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
光
」、「
影
」、「
反
射
」
と
し
て

構
成
し
た
理
由
も
理
解
し
て
い
る
。
謙
虚
に
歴
史
に
立
ち
向
か
い
、
そ

の
時
空
の
総
体
を
描
く
に
際
し
て
、「
光
」
の
部
分
と
「
影
」
の
部
分

を
平
等
に
置
き
、
し
か
も
他
の
地
域
の
事
例
と
対
照
さ
せ
よ
う
と
す

る
、
き
わ
め
て
客
観
的
か
つ
禁
欲
的
な
態
度
は
心
か
ら
歓
迎
す
る
。
こ

れ
こ
そ
が
学
生
や
初
学
者
の
人
た
ち
に
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
結
果
と
し
て
、「
光
」
と
「
影
」
と
の
区
別
が
、
読
者
の
理

解
を
難
し
く
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。「
光
」
と

「
影
」
は
現
実
に
は
重
な
り
合
っ
て
い
て
分
か
ち
が
た
い
。
ま
た
、
章

に
よ
っ
て
、「
光
」
と
「
影
」
の
認
識
に
相
違
が
見
え
る
こ
と
も
、
理

解
を
難
し
く
し
て
い
る
。「
強
い
」、「
弱
い
」
と
い
う
表
現
も
、
そ
こ

に
込
め
ら
れ
た
も
の
が
、
思
い
の
ほ
か
学
生
に
は
届
い
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
。「
光
」
と
「
影
」
へ
の
こ
だ
わ
り
を
別
の
仕
方
で
示
す

こ
と
も
可
能
で
は
な
か
っ
た
か
。
あ
く
ま
で
も
、
ひ
と
つ
の
対
案
と

し
て
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
、
最
初
に
少
し
「
光
」
の
部

分
を
示
し
、
そ
の
後
で
「
影
」
の
部
分
に
比
較
的
多
く
を
割
く
と
い

う
や
り
方
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
第
三
部
が
分
か
り

や
す
い
の
は
、
そ
こ
で
は
「
光
」
の
部
分
が
比
較
的
多
い
も
の
の
、
一

つ
の
章
の
中
で
、「
光
」
と
「
影
」
を
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
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こ
れ
は
、
第
三
の
、
本
書
は
誰
を
対
象
と
し
た
本
で
あ
る
か
と
い

う
点
と
も
関
連
し
て
い
る
。「
全
て
の
読
者
に
」
と
い
う
思
い
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
特
別
の
読
者
層
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の

か
。
大
学
で
学
生
を
教
え
る
者
に
と
っ
て
は
、
優
れ
た
教
科
書
か
つ

研
究
ガ
イ
ド
の
よ
う
な
も
の
が
欲
し
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
。
こ
と

に
、
海
の
歴
史
を
教
え
る
に
は
、
日
本
語
の
通
史
的
な
も
の
さ
え
ほ

と
ん
ど
存
在
し
な
い
状
況
で
あ
る
の
で
、
通
史
、
先
行
研
究
、
海
の

歴
史
の
有
用
性
、
今
後
の
展
望
を
網
羅
し
た
一
冊
の
本
が
欲
し
い
と

い
う
気
持
ち
も
評
者
に
は
あ
る
。
だ
が
、
教
師
の
指
導
に
も
よ
る
が
、

学
生
の
独
習
の
教
科
書
と
し
て
は
情
報
量
が
多
す
ぎ
、
学
生
の
キ
ャ

パ
シ
テ
ィ
を
や
や
超
え
て
い
る
か
と
思
う
。

　

ま
た
、
こ
れ
を
、
大
学
院
生
に
と
い
う
と
、
情
報
の
部
分
や
先
行

研
究
の
解
題
の
部
分
は
面
白
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、
自
ら
の
テ
ー

マ
を
見
出
し
、
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
も
可
能
に
す
る
よ
う
な
優
れ
た
入

門
書
で
あ
る
。
だ
が
、
大
学
院
生
に
と
っ
て
は
、
読
み
返
す
う
ち
に
、

今
後
の
研
究
の
可
能
性
に
関
心
が
移
る
の
で
は
な
い
か
。
本
書
は
、
今

後
の
研
究
の
広
が
り
も
示
し
て
い
る
が
、
紙
幅
の
都
合
で
、
そ
れ
を

Further Readings

的
に
、
羅
列
的
に
並
べ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
海
の
歴
史
の
多
面
的
な
諸
相
を
接
続

し
て
い
く
に
は
、
接
続
の
た
め
の
も
う
少
し
き
め
細
か
い
説
明
が
あ
っ

て
も
よ
か
っ
た
の
か
と
、
思
え
る
。

　

さ
て
、
い
く
つ
か
コ
メ
ン
ト
や
批
判
め
い
た
も
の
を
述
べ
て
き
た

が
、
本
書
が
歴
史
家
の
行
い
う
る
可
能
性
を
可
能
な
限
り
広
げ
た
研

究
で
あ
る
こ
と
を
再
び
強
調
し
て
お
き
た
い
。
評
者
の
批
判
の
一
部

で
も
的
外
れ
で
な
い
と
し
た
ら
、
本
書
が
そ
れ
だ
け
刺
激
的
な
研
究

の
成
果
を
可
能
な
限
り
集
め
た
本
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の

学
生
に
と
っ
て
も
、
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
大
き
な
財
産
を
得
た
。
大

洋
を
亘
る
歴
史
に
漕
ぎ
出
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
優
れ
た
導
き

書
が
出
た
こ
と
を
共
に
喜
び
た
い
。
こ
の
労
作
が
、
新
た
な
「
新
し

い
歴
史
学
」
を
生
み
出
す
牽
引
車
と
な
る
こ
と
を
、
祈
っ
て
い
る
。

　

余
談
で
あ
る
が
、
本
書
を
読
み
終
え
て
、
コ
ラ
ム
に
あ
る
ア
ー

サ
ー
・
ラ
ン
サ
ム
の
著
作
に
感
動
し
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
家
の
子
ど
も
た

ち
を
真
似
て
船
に
乗
り
、「
ペ
ミ
カ
ン
」
を
食
し
て
い
た
時
が
あ
っ
た

こ
と
を
思
い
出
し
た
。
歴
史
家
と
し
て
は
、
無
批
判
に
帝
国
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
仕
組
み
に
乗
せ
ら
れ
て
い
た
か
と
嘆
息
す
る
と
と
も
に
、
評

者
自
身
が
海
の
歴
史
の
中
に
漂
浪
す
る
客
体
と
い
う
主
体
で
あ
っ
た

こ
と
を
痛
感
し
た
。
本
書
の
二
〇
の
コ
ラ
ム
は
、
硬
軟
取
り
混
ぜ
て
、

海
の
歴
史
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
を
め
ぐ
ら
す
契
機
を
与
え

て
く
れ
た
こ
と
を
追
記
し
て
お
き
た
い
。
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