
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て

-

特
に
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
・
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
説
を
中
心
に

晴
　
　
樹
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山
　
　
本

本
的
に
は
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
説
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
、
ミ
シ
ュ
ー

リ
ン
の
欠
落
点
、
つ
ま
り
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
が
ロ
ー
マ
「
奴
隷
所
有
者
社
会
」

　
（
S
k
l
a
v
e
n
h
a
l
t
e
r
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
）
の
経
済
基
盤
に
与
え
た
影
響
を
指
摘
し

た
。

　
こ
の
よ
う
な
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
・
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
に
代
表
さ
れ
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・

東
欧
の
古
代
史
家
の
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
研
究
に
対
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
と
し

て
西
欧
古
代
史
家
の
間
か
ら
批
判
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
人
、
Ｊ
・

フ
ォ
ー
ク
ト
（
く
ｏ
胆
）
は
前
二
世
紀
後
半
か
ら
前
一
世
紀
前
半
に
か
け
て
ロ
ー
マ

世
界
の
各
所
で
勃
発
し
た
奴
隷
反
乱
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
奴
隷
反

乱
の
「
構
造
」
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
。
奴
隷
反
乱
は
年
代
的
に
集
中
し
て
勃
発

し
た
が
故
に
、
何
ら
か
の
統
一
的
運
動
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

各
反
乱
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
孤
立
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。
従
っ
て
、
反
乱
は
統
一
的
運
動
と
し
て
奴
隷
制
廃
棄
を
め
ざ
し
た

も
の
で
は
な
く
、
相
互
の
接
触
を
欠
く
孤
立
的
状
況
の
中
で
、
か
つ
て
奪
わ
れ
た

自
由
を
再
び
獲
得
し
よ
う
と
す
る
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
奴
隷
所
有
者
は
奴

隷
反
乱
に
よ
っ
て
、
奴
隷
制
に
危
機
感
を
い
だ
く
こ
と
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
に
真

剣
に
対
応
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
フ
ォ
ー
ク
ト
の
こ
の
見
解
は
Ｓ
・
ラ
ウ
フ
ァ

ー
（
L
a
u
f
f
e
r
）
に
よ
っ
て
更
に
発
展
さ
せ
ら
れ
る
。
ラ
ウ
フ
ァ
ー
は
ま
ず
従
来
の

ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
研
究
を
奴
隷
制
の
悪
し
き
「
現
代
化
」
（
M
o
d
e
r
n
i
s
i
e
r
u
n
g
）

と
し
て
と
ら
え
、
「
事
象
の
歴
史
的
距
離
」
(
d
i
e

g
e
s
c
h
i
c
h
t
l
i
c
h
e

D
i
s
t
a
n
z

d
e
r

Ｉ
）
１
９
）
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
そ
し
て
、
ス
パ
ル
タ
ク
ス

　
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
は
ロ
ー
マ
史
研
究
の
中
で
は
魅
力
あ
る
テ
ー
マ
と
し
て
非

常
に
早
く
か
ら
取
組
ま
れ
た
。
し
か
し
、
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
を
伝
え
る
古
典
報

告
の
少
な
さ
と
問
題
関
心
の
稀
薄
さ
の
故
に
、
ロ
ー
マ
史
を
構
成
す
る
重
要
問
題

の
Ｉ
つ
と
し
て
独
自
の
研
究
対
象
と
は
な
り
難
く
、
従
前
の
研
究
に
於
て
は
し
ば

し
ば
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
打
破
し
、
実
証
面
ば
か
り

で
な
く
理
論
面
に
於
て
も
画
期
的
業
績
を
あ
げ
た
の
が
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
古
代
史

家
Ａ
・
Ｗ
・
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
(
M
i
s
c
h
u
l
i
n
）
で
あ
る
。
彼
は
従
来
の
よ
う
に
ス
パ

ル
タ
ク
ス
反
乱
を
ロ
ー
マ
史
の
中
の
単
な
る
一
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
扱
う
の
で

は
な
く
、
共
和
歌
末
期
に
於
け
る
奴
隷
制
の
矛
盾
を
表
現
す
る
、
そ
れ
故
に
ロ
ー

マ
奴
隷
制
の
本
質
に
係
り
合
う
も
の
と
し
て
取
扱
う
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。

即
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
反
乱
は
奴
隷
制
と
「
奴
隷
所
有
者
所
有
」
（
S
k
l
a
v
e
n
h
a
l
t
e
r
‐

e
i
g
e
n
t
u
m
）
　
そ
の
も
の
の
廃
棄
を
め
ざ
す
、
奴
隷
階
級
の
奴
隷
所
有
者
階
級
に

対
す
る
「
階
級
闘
争
」
で
あ
り
か
つ
「
解
放
闘
争
」
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
奴
隷

所
有
者
階
級
＝
支
配
階
級
は
こ
の
反
乱
に
よ
っ
て
自
己
の
政
治
形
態
の
弱
体
性
を

痛
感
し
、
そ
の
結
果
カ
ェ
サ
ル
の
い
わ
ゆ
る
軍
事
独
裁
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
の
見
解
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
及
び
東
欧
の
古
代
史
学
界
に
大

き
な
問
題
を
提
起
し
、
そ
の
後
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
は
ロ
ー
マ
奴
隷
制
史
の
最
重

要
テ
ー
マ
の
Ｉ
つ
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
研
究
は
飛
躍
的
に
前
進
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
ｓ
・
Ｌ
・
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
（
U
t
t
s
c
h
e
n
k
o
）
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
基



反
乱
を
含
む
奴
隷
反
乱
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
即
ち
、
奴
隷
反
乱
は
共
和
歌

末
期
と
い
う
政
治
的
危
機
の
状
況
と
、
奴
隷
人
口
の
過
度
の
集
中
と
い
う
事
実
を

前
提
と
し
て
勃
発
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
質
的
に
「
自
然
発
生
的
」
な
も
の
で

あ
る
・
従
っ
て
、
奴
隷
反
乱
に
参
加
し
た
奴
隷
た
ち
は
、
何
ら
か
の
階
級
意
識
を

も
っ
て
振
舞
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
単
に
自
己
の
奴
隷
状
況
に
耐
え
え
な
か
っ
た

も
の
で
あ
り
、
奪
わ
れ
た
自
由
を
渇
望
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
そ
の
奴
隷

た
ち
に
よ
っ
て
一
つ
の
体
制
が
打
ち
建
て
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
現
存
す
る

支
配
体
制
の
模
倣
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
於
て
は
奴
隷
制
は
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く

温
存
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
奴
隷
反
乱
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ

れ
が
現
存
す
る
支
配
体
制
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ

た
。
ラ
ウ
フ
ァ
ー
の
見
解
は
以
上
で
あ
る
が
、
彼
の
見
解
は
フ
ォ
ー
ク
ト
の
そ
れ

と
と
も
に
ヽ
階
級
闘
争
を
前
面
に
押
出
す
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
東
欧
の
古
代
史
家
の
そ

れ
と
鋭
く
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
両
見
解
の
対
立
は
、
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反

乱
研
究
を
世
界
的
規
模
で
進
展
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。

　
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
東
欧
の
古
代
史
家
に
拠
り
つ
っ
も
、

西
欧
古
代
史
家
の
そ
れ
に
歩
み
寄
り
を
見
せ
た
の
が
Ｅ
・
Ｍ
・
シ
ュ
タ
エ
ル
マ
ン

　
(
S
c
h
t
a
j
e
r
m
a
n
）
で
あ
る
。
彼
女
は
西
欧
古
代
史
家
の
成
果
を
も
顧
慮
し
な

が
ら
奴
隷
反
乱
研
究
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
奴
隷
反
乱
に
於
て

奴
隷
が
望
ん
だ
の
は
奴
隷
制
の
廃
棄
で
は
な
く
、
自
由
の
獲
得
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
奴
隷
反
乱
は
フ
ォ
ー
ク
ト
の
言
う
如
く
、
統
一
性
・
連
帯
性
を
欠
い
た
き
わ
め

て
孤
立
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
点
で
は
、
シ
ュ
タ
エ
ル
マ
ン

は
フ
ォ
ー
ク
ト
・
ラ
ウ
フ
ァ
ー
説
と
一
致
す
る
。
し
か
し
、
奴
隷
反
乱
を
窮
極
的
に

奴
隷
所
有
者
と
農
業
奴
隷
の
間
で
闘
わ
れ
た
階
級
闘
争
と
規
定
す
る
こ
と
で
は
異

な
る
。
た
だ
彼
女
の
場
合
、
奴
隷
反
乱
の
影
響
を
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
・
ウ
ト
チ
ェ
ン

コ
説
の
よ
う
に
、
反
乱
直
後
の
状
況
の
中
に
求
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
長
期
的
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
で
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、
シ
ュ
タ
エ

ル
マ
ン
の
奴
隷
反
乱
に
関
す
る
理
解
は
、
精
緻
な
実
証
研
究
に
支
え
ら
れ
、
社
会

主
義
国
に
於
け
る
従
前
の
研
究
に
比
し
て
か
な
り
柔
軟
で
あ
る
。

　
さ
て
、
わ
が
国
に
於
け
る
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
研
究
は
、
専
ら
土
井
正
興
氏
に

よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
土
井
氏
の
立
場
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
東
欧
の
古
代
史
家

の
そ
れ
に
き
わ
め
て
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
は
ミ
シ
ュ
ー

リ
ン
の
言
う
如
く
、
奴
隷
割
と
奴
隷
所
有
者
的
「
所
有
」
の
廃
棄
を
め
ざ
す
階
級

間
争
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
の
反
乱
は
共
和
歌
末
期
の
政
治
形
態
の
変
革
に
決
定

的
影
響
を
及
ぼ
し
た
、
と
見
る
の
が
土
井
氏
の
立
場
で
あ
る
。
土
井
氏
の
研
究
は

従
来
史
料
上
の
制
約
か
ら
解
明
さ
れ
え
な
か
っ
た
箇
所
を
、
世
界
史
的
観
点
に
立

つ
史
料
の
読
み
直
し
に
よ
り
解
明
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
西
欧
古
代
史
家
の
立

場
を
批
判
的
に
克
服
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
研
究
状
況
を
概
観
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ

れ
は
そ
こ
か
ら
大
き
く
三
つ
の
立
場
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第

一
は
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
・
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
に
代
表
さ
れ
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
東
欧
の
古

代
史
家
の
立
場
、
第
二
は
フ
ォ
ー
ク
ト
・
ラ
ウ
フ
ァ
ー
に
代
表
さ
れ
る
西
欧
古
代

史
家
の
立
場
、
第
三
は
シ
ュ
タ
エ
ル
マ
ン
・
土
井
氏
に
代
表
さ
れ
る
前
二
者
を
克

服
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
立
場
は
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
年

代
、
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
の
研
究
動
向
と
も
平
行
関
係
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
は
そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱

像
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
研
究
の
発
展
の
軌
跡
と
し
て
理
解
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
が
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱

研
究
の
錯
綜
を
生
ん
だ
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
研
究
が
停
滞

的
現
象
を
見
せ
始
め
た
と
言
わ
れ
る
現
在
、
わ
れ
わ
れ
は
更
な
る
研
究
の
進
展
を

期
す
る
た
め
に
は
こ
こ
で
今
一
度
改
め
て
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
研
究
史
を
ふ
り

返
り
、
従
前
の
研
究
に
於
け
る
欠
落
点
を
明
確
化
す
る
必
要
か
お
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
本
稿
は
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
・
ウ
ト
チ
エ
ン
コ
説
に
代

表
さ
れ
る
五
〇
年
代
の
第
一
の
立
場
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
の
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
研
究
は
Ｔ
几
三
六
年
に
ロ
シ
ア
語
原
本
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が
刊
行
さ
れ
、
Ｔ
九
五
二
年
に
ド
イ
ツ
語
訳
さ
れ
た
著
書
『
ス
パ
ル
タ
ク
ス
ー

大
奴
隷
反
乱
史
概
要
‐
－
－
・
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
う
る
。
以
下
こ
の
著
書
に
沿
っ
て

今
一
歩
踏
み
込
ん
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
の
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反

乱
研
究
で
ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
反
乱
軍
の
構
成
に
関
し
て
で
あ

る
・
従
来
、
反
乱
軍
の
構
成
に
関
し
て
は
民
族
的
構
成
の
観
点
が
支
配
的
で
あ
っ

た
。
即
ち
、
反
乱
軍
は
主
に
ト
ラ
キ
ア
出
身
の
奴
隷
と
ガ
リ
ア
・
ゲ
ル
マ
ニ
ア
出

身
の
奴
隷
と
で
構
成
さ
れ
、
前
者
が
ス
パ
ル
タ
ク
ス
に
、
後
者
が
ク
リ
ス
ク
ス
に
率

い
ら
れ
た
。
後
の
ク
リ
ス
ク
ス
の
ス
パ
ル
タ
ク
ス
か
ら
の
離
反
は
、
従
っ
て
民
族
的

対
立
と
し
て
珪
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
民
族
的
対
立
こ
そ
が
ス
パ
ル
タ
ク
ス

軍
の
敗
因
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
は
、

ス
パ
ル
タ
ク
ス
と
ク
リ
ス
ク
ス
両
軍
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
が
混
在
し
て
い

る
事
実
を
指
摘
し
、
民
族
的
構
成
の
観
点
を
拒
け
、
社
会
的
構
成
の
観
点
を
打
ち
出

し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
反
乱
軍
は
奴
隷
と
小
農
民
と
い
う
二
つ
の
社
会
層

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
奴
隷
は
ス
パ
ル
タ
ク
ス
に
よ
っ
て
、
小
農

民
は
ク
リ
ス
ク
ス
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
た
。
従
っ
て
ク
リ
ス
ク
ス
の
ス
パ
ル
タ
ク

ス
か
ら
の
離
反
は
二
つ
の
社
会
層
の
対
立
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即

ち
、
奴
隷
は
反
乱
に
よ
っ
て
、
奴
隷
制
と
奴
隷
所
有
者
的
「
所
有
」
の
廃
棄
を
め

ざ
し
、
一
方
小
農
民
は
大
土
地
所
有
者
の
追
放
と
土
地
の
獲
得
及
び
再
配
分
を
め

ざ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
利
害
の
対
立
は
当
時
の
状
況
で
は
続
合
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
反
乱
軍
内
部
の
分
裂
に
つ
な
が
り
、
そ
の
敗
因
と
な
っ
た
。

　
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
の
研
究
で
注
目
さ
る
べ
き
も
う
一
つ
の
点
は
ス
パ
ル
タ
ク
ス

死
後
の
反
乱
軍
の
動
向
で
あ
る
。
従
来
ス
パ
ル
タ
ク
ス
の
死
を
も
っ
て
反
乱
の
叙

述
が
う
ち
切
ら
れ
て
い
た
だ
け
に
、
こ
の
面
に
於
け
る
彼
の
言
及
は
評
価
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
奴
隷
反
乱
は
そ
の
指
導
者
ス
パ
ル
タ
ク
ス
の
死
を

も
っ
て
終
っ
た
の
で
は
な
く
、
彼
の
死
後
も
残
党
に
よ
っ
て
戦
い
続
け
ら
れ
た
。
特

に
南
イ
タ
リ
ア
で
は
反
乱
軍
は
長
く
影
響
を
留
め
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
私
）

ま
た
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
は
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
特
徴
と
し
て
、
地
域
的
連
帯
を
指

摘
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
シ
キ
リ
ア
で
は
イ
タ
リ
ア
に
近
接
し
て
い
る
と
い
う
地

理
的
条
件
の
他
に
、
そ
の
地
で
過
去
二
度
の
大
奴
隷
反
乱
が
勃
発
し
た
、
と
い
う

に
も
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
支
持
者
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
広
範
な
支

持
者
に
よ
っ
て
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
は
闘
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
は
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
と
そ
の
歴
史
的
意
義
を
次
の

よ
う
に
結
論
づ
け
る
。
「
こ
の
闘
争
は
奴
隷
制
の
梗
桔
か
ら
脱
し
よ
う
と
欲
し
た

人
々
を
動
か
し
、
ロ
ー
マ
奴
隷
制
社
会
を
長
く
そ
の
根
底
に
お
い
て
動
揺
さ
せ
た
。

こ
の
反
乱
は
そ
の
目
的
を
達
成
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
し
か
し
そ
れ
は
奴
隷
所

有
者
体
制
(
S
k
l
a
v
e
n
h
a
l
t
e
r
o
r
d
n
u
n
g
)
を
く
つ
が
え
し
、
共
和
歌
の
政
治
状

況
に
深
刻
な
変
更
を
生
じ
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
り
共
和
歌
の
避
け
え

な
い
没
落
を
早
め
さ
せ
た
。
奴
隷
所
有
者
の
政
策
は
ま
す
ま
す
奴
隷
所
有
者
体
制

の
堅
持
の
た
め
の
闘
争
に
対
し
て
総
力
を
結
集
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
そ

の
後
ロ
ー
マ
に
於
て
は
共
和
歌
の
内
部
改
革
に
努
め
る
政
治
家
が
全
面
に
出
て
き

た
。
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
後
間
も
な
く
、
奴
隷
所
有
者
の
独
裁
を
達
成
す
る
た
め

の
闘
争
は
激
烈
に
な
っ
た
。
奴
隷
所
有
者
の
独
裁
に
こ
そ
ロ
ー
マ
の
国
家
体
制
を

否
定
し
よ
う
と
す
る
社
会
的
動
揺
の
打
開
策
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
最

初
の
三
頭
政
治
の
達
成
の
の
ち
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
は
血
な
ま
ぐ
さ
い
派
閥
抗

争
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
の
独
裁
的
支
配
者
と
し
て
権
力
を
握
っ
た
。
彼
は
軍
事
独

裁
を
達
成
し
、
ロ
ー
マ
共
和
歌
の
古
い
民
主
体
制
を
除
去
し
た
の
で
あ
る
。
今
や

条
件
か
加
わ
っ
て
、
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
支
持
者
が
多
数
見
出
さ
れ

に
ミ
シ
ュ
ー
ー
リ
ン
は
当
時
南
イ
タ
リ
ア
沿
岸
に
出
没
し
て
い
た
海
賊
の
中

奴
隷
所
有
者
階
級
は
奴
隷
の
革
命
的
反
乱
に
対
す
る
闘
争
に
於
て
一
つ
の
新
し
い

支
配
形
態
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
。

　
所
で
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
の
こ
の
ド
イ
ツ
語
訳
に
Ｓ
・
Ｌ
・
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
は
「
ス

パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
歴
史
的
意
義
」
と
い
う
序
文
を
寄
せ
、
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
の
ス

パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
研
究
を
批
判
す
る
。
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
は
ま
ず
ス
パ
ル
タ
ク
ス

反
乱
軍
の
構
成
に
関
す
る
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
の
見
解
に
次
の
よ
う
な
疑
問
を
発
し
て

い
る
・
そ
も
そ
も
奴
隷
と
自
由
農
民
と
の
間
に
同
盟
な
る
も
の
が
成
立
し
え
た
の

か
。
彼
に
よ
れ
ば
、
自
由
農
民
は
あ
く
ま
で
も
当
時
に
於
け
る
支
配
階
級
＝
奴
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隷
所
有
者
階
級
で
あ
り
、
奴
隷
と
自
由
農
民
と
は
基
本
的
な
対
立
関
係
に
あ
っ
た

が
故
に
、
両
者
の
同
盟
は
「
原
理
的
に
」
（
ぽ
？
‘
回
答
）
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ

れ
故
、
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
の
言
う
よ
う
な
反
乱
奴
隷
と
自
由
農
民
と
の
同
盟
は
全
く

問
題
に
は
な
り
え
な
い
（
｛
｝
e
s
h
a
l
bk
a
n
ng
a
rk
e
i
n
e
R
e
d
es
e
i
nv
o
ne
i
n
e
m

B
i
i
n
d
n
i
s

d
e
ra
u
f
s
u
i
n
d
i
s
c
h
e
n

S
k
l
a
v
e
n
m
i
td
e
rf
r
e
i
e
n

B
a
u
e
r
n
s
c
h
a
f
t
)
o

ま
た
、
奴
隷
が
反
乱
に
よ
っ
て
奴
隷
制
の
栓
桔
か
ら
の
解
放
と
奴
隷
所
有
者
体
制

の
廃
棄
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
自
由
農
民
は
た
だ
土
地
の
再
配
分
の
み
を
求
め

奴
隷
所
有
者
体
制
の
枠
内
で
土
地
と
政
治
的
権
利
の
た
め
に
の
み
戦
っ
た
が
故

に
ヽ
如
何
な
る
場
合
で
も
自
由
農
民
が
奴
隷
所
有
者
体
制
の
廃
棄
に
関
心
を
抱
く

が
如
き
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
事
実
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
軍
に
於
け
る
自
由

農
民
は
き
わ
め
て
少
数
で
あ
り
、
そ
れ
故
こ
の
運
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
が
言
う
よ
う
な
二
重
の
課
題
は
存

在
せ
ず
、
た
だ
奴
隷
の
求
め
る
課
題
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ウ
ト
チ
ェ

ン
コ
は
ヽ
奴
隷
と
自
由
農
民
の
間
に
統
一
戦
線
（
E
i
n
h
e
i
t
s
f
r
o
n
t
）
4
W
立
し

え
な
か
っ
た
こ
と
を
こ
そ
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
敗
因
と
見
て
い
る
。

　
次
に
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
は
、
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
ロ
ー
マ
共
和
故
に
与
え
た
影

響
に
関
し
て
ミ
シ
ュ
ー
ー
‘
リ
ン
が
指
摘
し
た
、
カ
エ
サ
ル
の
軍
事
独
裁
の
拾
頭
と
い

う
点
で
は
全
面
的
に
賛
成
す
る
。
し
か
し
、
彼
は
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
が
最
も
重
要
な

点
、
つ
ま
り
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
「
歴
史
的
結
果
」
と
し
て
の
、
ロ
ー
マ
奴
隷
所
有

者
社
会
の
経
済
基
盤
に
於
け
る
「
深
刻
か
つ
本
質
的
な
諸
変
化
」
を
見
落
し
た
と

し
て
批
判
し
、
そ
れ
ら
の
変
化
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
即
ち
、
ぼ
に
？
乱
ｒ
の

小
分
割
化
と
そ
の
小
作
化
、
購
売
奴
隷
か
ら
出
生
奴
隷
（
ｇ
ｇ
ｇ
）
へ
の
労
働
源

の
転
換
、
大
量
の
奴
隷
の
解
放
、
か
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
は
、

解
放
・
ペ
ク
ー
リ
ウ
ム
・
コ
ロ
ー
ヌ
ス
制
を
反
乱
後
成
立
し
た
労
働
の
搾
取
の
よ

り
穏
和
な
新
し
い
形
態
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。

　
最
後
に
、
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
は
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
歴
史
的
意
義
を
次
の
よ
う

に
結
論
す
る
。
「
ス
パ
ル
タ
ク
ス
指
導
下
の
大
奴
隷
反
乱
は
革
命
の
ゆ
っ
く
り
成

長
し
、
結
集
し
つ
つ
あ
る
諸
力
を
作
動
さ
せ
る
最
初
の
一
突
き
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
明
白
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
反
乱
は
ロ
ー
マ
奴
隷
制
社
会
の

そ
の
後
の
運
命
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
最
終
的
に

は
そ
れ
は
、
奴
隷
所
有
者
経
済
（
S
k
l
a
v
e
n
h
a
l
t
e
r
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
）
の
分
野
に
決
定

的
な
変
革
を
招
い
た
。
し
か
も
そ
れ
は
ロ
ー
マ
奴
隷
所
有
者
社
会
の
政
治
的
上
部

構
造
に
ま
さ
し
く
き
わ
め
て
著
し
い
影
響
を
与
え
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
故
に
、

こ
の
前
一
世
紀
の
奴
隷
反
乱
を
そ
れ
が
敗
北
に
終
っ
た
に
し
ろ
、
奴
隷
所
有
者
体

制
の
基
盤
を
最
も
強
力
に
革
命
的
に
揺
り
動
か
し
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
し
て
そ

れ
を
、
解
放
を
求
め
て
情
熱
的
に
闘
っ
た
披
抑
圧
階
級
の
闘
争
の
中
に
数
え
入
れ

る
あ
ら
ゆ
る
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
・
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
に
示
さ
れ
た
第
一
の
立

場
を
検
討
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
研

究
に
期
を
圓
し
た
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
に
対
し
て
、
そ
の
業
績
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
が
ロ
ー
マ
奴
隷
制
史
研
究
ば
か
り
で
は
な
く
、

ロ
ー
マ
史
全
体
の
研
究
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
功
績
は
彼
の
も
の
で
あ
る
。
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
実
質
的
研
究
は
彼
に
よ

っ
て
始
ま
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
し
く
そ
れ
故

に
ヽ
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
研
究
の
問
題
点
も
ま
た
彼
か
ら
始
ま
る
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
・
と
い
う
の
も
ヽ
確
か
に
ミ
シ
ュ
ー
・
リ
ン
は
研
究
の
先
駆
者
と
し
て
、
ス

パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
諸
側
面
を
詳
細
に
究
明
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
こ
の
反
乱
の
き
わ
め
て
重
要
な
歴
史
的
意
義
で
あ
る
ロ
ー
マ
共
和
歌
へ
の

影
響
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
彼
は
た
だ
政
治
形
態
の
変
革
を
指
摘
す
る
の
み
で

あ
り
、
そ
の
変
革
過
程
を
具
体
的
に
検
証
す
る
作
業
を
欠
落
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

即
ち
、
い
か
に
し
て
ロ
ー
マ
共
和
歌
は
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
影
響
に
よ

へ
移
行
す
る
か
と
い
う
観
点
が
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
に
は
欠
落
し
た
わ
け
で
あ

こ
に
こ
そ
、
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
の
ス
パ
ル
タ
ク
ス
研
究
の
問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
事
情
は
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
彼
は
ミ
シ
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ュ
ー
リ
ン
よ
り
も
更
に
進
ん
で
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
が
ロ
ー
マ
奴
隷
所
有
者
社
会

の
経
済
基
盤
に
与
え
た
諸
変
化
を
指
摘
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
も

た
だ
諸
変
化
の
事
例
を
列
挙
す
る
の
み
で
あ
り
、
諸
変
化
の
現
出
す
る
過
程
、
諸

変
化
間
の
相
互
連
関
は
全
く
説
明
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ウ
ト
チ
エ
ン
コ
に
あ
っ

て
も
ま
た
ヽ
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
ロ
ー
マ
共
和
歌
に
与
え
た
影
響
の
具
体
的
把

握
は
欠
落
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
・
ウ
ト

チ
ェ
ン
コ
説
に
示
さ
れ
た
第
一
の
立
場
を
検
討
し
た
結
果
、
わ
れ
わ
れ
の
課
題
と

し
て
現
わ
れ
る
も
の
は
、
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
ロ
ー
マ
共
和
歌
に
与
え
た
影
響

を
、
そ
の
過
程
に
即
し
て
具
体
的
に
検
証
す
る
と
い
う
作
業
で
あ
る
。
こ
の
作
業

を
経
て
初
め
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ロ
ー
マ
共
和
歌
末
期
に
於
け
る
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反

乱
の
正
当
な
評
価
に
到
達
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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L
.
U
t
t
s
c
h
e
n
k
o
s

D
i
e
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
e

B
e
d
e
u
t
u
n
g
d
e
s
S
p
a
r
t
a
c
u
s
‐

　
　
　
a
u
f
s
t
a
n
d
e
s
s

i
n
:

M
i
s
c
h
u
l
i
n
s

a
.s
.
0
.
S
S
.
5
‐
1
8
.
　
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
の

　
　
　
見
解
に
つ
い
て
は
後
述
。

（
５
）
　
フ
ォ
ー
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
共
和
歌
末
期
の
奴
隷
反
乱
は
前
一
四
〇
－
七
〇
年
の
間

　
　
　
に
集
中
的
に
勃
発
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
代
表
的
な
反
乱
と
そ
の
年
代
を

　
　
　
あ
げ
る
と
、
第
一
次
シ
キ
リ
ア
反
乱
（
一
三
六
／
五
－
一
三
二
年
）
、
ア
リ
ス
ト

　
　
　
ニ
コ
ス
（
A
r
i
s
t
o
n
i
k
o
s
）
の
反
乱
（
一
三
三
―
こ
一
九
年
）
、
第
二
次
シ
キ
リ

　
　
　
ア
反
乱
（
一
〇
四
丿
一
〇
〇
年
）
、
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
（
七
三
１
七
一
年
）
。

（
６
）
　
J
.
v
o
g
t
。
S
t
r
u
k
t
u
r

d
e
r
a
n
t
i
k
e
n
S
k
l
a
v
e
n
k
r
i
e
g
e
。

4
6
＆
.
y
l
i
a
d
.
d
.

　
　
　
i
F
i
s
j
.
s
.
d
.
Z
.
i
f
.
。
M
a
i
n
z

1
9
5
7
s
S
S
.
4
8
‐
5
7
.

（
７
）
　
S
.
L
a
u
f
f
e
r
。
D
i
e

S
k
l
a
v
e
r
e
i

i
n
d
e
rg
r
i
e
c
h
i
s
c
h
‐
r
6
m
i
s
c
h
e
n

W
e
l
t
。

　
　
　
E
M
g
f
Z

j
6

j
&
z
M
｡
a
r
g
j
z
4X
7
“
C
a
g
g
r
＆
Z
7
z
＆
M
g
Z
j
a
7
z
g
/

j
a

　
　
　
＆
7
i
g
s
g
s
j
7
i
s
f
a
r
i
g
s
s
。
S
t
o
c
k
h
o
l
m

1
9
6
0
s
S
.
7
4f
f
.

（
８
）
　
E
.
M
.
S
c
h
t
a
j
e
r
m
a
n
。

Z
)
i
g3
Z
i
f
s
z
s
i
j

＆
r

S
I
Z
a
s
s
g
i
r
j
s
c
j
l
a
y
l
。
Z

i
s

　
　
　
＆
r

r
a
s
i
j
a
s
　
j
i
i
＠
s
&
Z
i
1
。
W
i
e
s
b
a
d
e
n

1
9
6
9
。S
。
1
8
9
f
.
。
2
1
4
f
。

　
　
　
2
6
0
。
（
ロ
シ
ア
語
原
本
は
一
九
六
四
年
刊
行
）

（
９
）
　
土
井
氏
の
見
解
は
最
近
出
版
さ
れ
た
「
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
論
序
説
（
改
訂
増
補

　
　
　
版
）
」
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
土
井
氏
の
見
解
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
太
田
秀

　
　
　
通
「
奴
隷
制
と
奴
隷
制
社
会
に
つ
い
て
」
「
歴
史
学
研
究
」
四
四
七
号
、
Ｔ
几
七

　
　
　
七
年
参
照
。

（
1
0
）
　
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
軍
の
構
成
を
民
族
的
観
点
か
ら
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
代

　
　
　
表
的
に
は
モ
ム
ゼ
ン
説
か
お
る
o

C
f
.
T
h
.
M
o
m
m
s
e
n
。
j
i
a
s
i
s
g
;
j
2
s

G
s
s
。

　
　
　
c
i
i
c
＆
g
。
m
S
.
8
3f
f
.

（
1
1
）
　
M
i
s
c
h
u
l
i
n
。
a
.
s
.
Q
.
S
S
.
6
5
‐
7
4
。
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
に
参
加
し
た
小
農

　
　
　
民
の
意
識
に
つ
い
て
、
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
農
民
は

　
　
　
歴
史
的
発
展
の
こ
の
当
時
の
段
階
に
於
て
、
土
地
問
題
の
解
決
か
、
奴
隷
所
有
者

　
　
　
社
会
の
経
済
的
諸
関
係
、
及
び
奴
隷
制
そ
れ
自
体
を
清
算
す
る
課
題
と
は
切
り
離

　
　
　
し
え
な
い
と
い
う
意
識
を
ま
だ
仝
く
も
っ
て
い
な
か
っ
た
（
の
・
２
）
。
」

（
1
2
）
　
7
&
j
d
.
。
S
S
.
8
6
‐
9
1
.
C
f
Ｉ
S
u
e
t
.
I
I
］
I

:

E
x

p
r
a
e
t
u
r
a

M
a
c
e
d
o
n
i
a
m

　
　
　
s
o
r
t
i
t
u
s
f
u
g
i
t
i
v
o
s
。
r
e
s
i
d
u
a
m

S
p
a
r
t
a
c
i

e
t
C
a
t
i
l
i
n
a
e

m
a
n
u
m
。

　
　
　
T
h
u
r
i
n
u
ma
g
r
u
m
t
e
n
e
n
t
i
s
　
i
n

i
t
i
n
e
r
e
　
d
e
l
e
v
i
t
s

n
e
g
o
t
i
o
　
s
i
b
i

　
　
　
i
n
s
e
n
a
t
u
e
x
t
r
ao
r
d
i
n
e
m
d
a
t
o
.

八
13

W

心14

心

八
15

W

7
1
'
i
d
.
。
S
.
8
9
f
f
.
C
f
.
C
i
c
.
y
s
r
y
.
I

V

1
0
‐
1
5
.

7
1
'
i
d
.
。
S
.
9
3
f
f
.
C
f
.
C
i
c
.
y
s
r
r
.
I
I

v

p
a
s
s
i
m
.

7
&
j
l
j
.
。
S
.
9
7
.
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（
1
6
）
　
註
（
４
）
参
照
。
な
お
筆
者
未
見
で
あ
る
が
C
f
.
S
.
L
.
U
t
t
s
c
h
e
n
k
o
。
Z
:
)
g
r

　
　
　
z
a
/
Z
u
s
d
a
/
i
＆
‐
M
/
j
Z
f
s
d
a

x
g
t
/
^
＆
＆
M
o
2

y
a
r
＆
a
j

　
　
　
j
s
s
S
Z
s
r
z
s
s
j
g
r
j
i
!
＠
z
a
j
i
&
。
1
9
5
6
.
（
ロ
シ
ア
語
原
本
は
一
九
五
二
年
刊

　
　
　
行
）

（
1
7
）
　
7
M
j
.
。
S
.
1
0
.
な
お
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
で
は
、
ク
リ
ス
ク
ス
と
ス
パ
ル
タ
ク
ス
の

　
　
　
対
立
は
、
戦
術
上
の
単
な
る
相
違
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

（
1
8
）
　
7
&
i
d
.
。
S
.
1
1
f
.

（
1
9
）
　
7
6
i
j
.
。
S
.
1
2
。

（
2
0
）
　
こ
れ
に
関
し
て
、
土
井
氏
の
次
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
「
…
…
…
反
乱
の
正
確

　
　
　
な
位
置
ず
け
の
た
め
に
は
共
和
歌
末
期
の
政
治
権
力
、
社
会
構
造
な
ど
の
分
析
か

　
　
　
必
要
で
あ
る
…
…
（
中
略
）
…
…
か
つ
元
老
院
の
権
力
の
基
礎
や
元
老
院
身
分
だ

　
　
　
る
大
土
地
所
有
者
が
、
本
稿
（
引
用
論
文
）
で
使
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
元
老
院
主

　
　
　
流
り
ノ
ビ
リ
タ
ス
に
対
し
て
、
実
力
者
の
袷
頭
以
後
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た

　
　
　
か
、
か
れ
ら
が
い
か
な
る
形
で
実
力
者
に
対
し
た
の
か
、
な
ど
の
諸
点
か
明
ら
か

　
　
　
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
　
（
土
井
正
興
「
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
政
治
史

　
　
　
的
意
義
に
つ
い
て
の
覚
え
書
」
『
法
学
古
林
』
五
八
巻
三
・
四
号
、
一
九
六
一
年
、

　
　
　
百
一
〇
頁
。

（
2
1
）
　
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
に
つ
い
て
で
は
な
い
か
、
シ
キ
リ
ア
反
乱
の
影
響
を
究
明
し

　
　
　
た
も
の
と
し
て
、
馬
場
典
明
「
ロ
ー
マ
共
和
歌
に
お
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱

　
　
　
と
大
土
地
所
有
制
」
『
史
淵
』
第
七
一
輯
か
あ
る
。
馬
場
氏
は
再
度
の
シ
キ
リ
ア

　
　
　
の
奴
隷
反
乱
に
よ
っ
て
、
大
土
地
所
有
が
直
営
か
ら
賃
借
経
営
へ
移
行
し
て
い
る

　
　
　
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
後
の
イ
タ
リ
ア
の

　
　
　
大
土
地
所
有
の
変
革
過
程
を
究
明
す
る
際
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
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