
歴
史

敵
は
心
の
中
に
在
り

王
陽
明
（
名
は
王
守
仁
、
字
は
（
伯
安
）
は
明
の
憲
宗
の
成
化
八
年
（
一
四

七
二
）
わ
が
国
の
歴
史
で
は
応
仁
の
乱
の
頃
に
あ
た
る
。「
陽
明
」
と
は
後
年
茅

屋
を
陽
明
洞
に
置
い
た
こ
と
か
ら
人
々
が
敬
愛
を
込
め
て
呼
ん
だ
呼
称
で
あ
る
。

実
は
こ
の
人
が
わ
が
国
の
幕
末
の
若
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

王
陽
明
の
人
物
像
は
余
り
に
も
大
き
く
て
、
わ
ず
か
な
紙
面
で
は
紹
介
し
尽

く
せ
な
い
が
、
我
が
国
で
は
江
戸
時
代
の
終
わ
り
頃
に
な
っ
て
、
朱
子
学
に
代

わ
っ
て
陽
明
学
を
学
ぶ
人
が
現
れ
た
。
筆
頭
と
し
て
は
中
江
藤
樹

と
う
じ
ゅ

、
そ
の
弟
子

の
熊
沢
蕃
山

ば
ん
ざ
ん

、
同
時
に
山
田
方
谷

ほ
う
こ
く

、
吉
田
松
陰
、(

虎
之
助)
西
郷
隆
盛(

吉
之

助)

河
合
継
之
助
等
な
ど
で
あ
る
。
幕
末
か
ら
明
治
維
新
初
期
に
か
け
て
こ
の

思
想
を
具
現
し
た
人
々
の
言
行
は
多
く
の
人
々
に
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
思
想

に
よ
っ
て
功
罪
は
と
も
か
く
維
新
が
具
現
さ
れ
、
見
事
に
近
代
化
を
開
花
さ
せ

た
事
実
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

陽
明
の
人
と
な
り
と
思
想
を
大
胆
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。「
王

陽
明
」
は
中
国
明
代
の
英
雄
で
あ
り
、
大
思
想
家
。
日
常
生
活
か
ら
学
ぶ
「
事じ

上
磨
錬

じ
よ
う
ま
れ
ん

」
、
知
見
か
ら
得
た
価
値
に
対
し
て
の
「
知
行

ち

こ

う

合
一

ご
う
い
つ

」
は
「
言
行
一
致
」

や
「
不
言
実
行
」
を
究
極
に
ま
で
磨
き
上
げ
た
思
想
で
あ
っ
た
。(

「
伝
習
録
」

に
詳
し
い)

の
道
筋
と
し
て
「
致
良
知
」
を
中
心
理
念
と
し
て
、
行
動
と
実
存
の



「
陽
明
学
」
を
打
ち
立
て
た
人
で
あ
る
。
陽
明
は
生
来
求
道
的
な
人
で
、
若
く

し
て
聖
人
の
学
を
志
し
、「
礼
・
書
・
易
・
詩
・
春
秋
」
な
ど
の
経
典
や
「
論
語
・

孟
子
・
大
学
・
中
庸
」
さ
ら
に
仏
教
、
詩
文
、
兵
法
と
あ
ら
ゆ
る
学
業
を
修
め

た
。
そ
し
て
、
そ
の
人
柄
は
、
一
役
人
と
し
て
私
財
を
投
げ
打
ち
貧
民
の
飢
餓

を
救
い
、
賊
を
討
ち
、
正
義
の
た
め
に
当
時
腐
敗
し
て
い
た
権
力
と
闘
い
続
け

た
。
そ
の
純
粋
な
生
き
方
か
ら
讒
言

ざ
ん
げ
ん

に
遭
い
、
瀕
死
の
処
罰
を
受
け
た
だ
け
で

は
な
く
、
都
か
ら
南
方
へ
何
千
里
と
離
れ
た
「

竜

場

り
ゅ
う
じ
ょ
う

」
と
い
う
辺
地
へ
流
さ

れ
る
。
そ
こ
で
も
、
陽
明
は
自
ら
草
屋
根
の
家
を
作
り
、
文
字
も
知
ら
な
い
人
々

に
都
の
文
化
と
人
間
と
し
て
の
生
き
方
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
ま
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
公
平
無
私
で
、
人
情
に
篤
く
、
多
く
の
弟
子
を
育
て
た

偉
大
な
教
育
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
王
陽
明
の
生
き
方
と
生
涯
は
日
本
の
西
郷

隆
盛(

南
洲
翁)

と
似
て
い
る
。

西
郷
隆
盛
に
つ
い
て
は
、
近
現
代
で
評
価
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
多
く
の
人
が
隆
盛
に
つ
い
て
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
王

陽
明
と
隆
盛
の
似
て
い
る
部
分
を
並
べ
て
み
る
と
、
隆
盛
の
青
年
時
代
、
薩
摩

藩
は
斉

彬

な
り
あ
き
ら

と
久
光

ひ
さ
み
つ

の
継
嗣
問
題
で
藩
を
二
分
し
た
事
件
が
あ
っ
た
。
結
局
、
久

光
派
が
権
力
を
握
る
こ
と
に
な
り
、
斉
彬
派
は
粛
清
さ
れ
た
。
斉
彬
の
薫
陶
を

う
け
て
い
た
隆
盛
は
、
国
難
を
察
知
し
、
や
が
て
中
央
で
自
ら
の
信
念
に
基
づ



い
て
奔
走
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
諸
藩
の
勤
皇
の
志
士
た
ち
と
交
わ
り
「
陽

明
学
」
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
隆
盛
を
覚
醒
さ
せ
た
の
は
陽
明
学
と

あ
い
ま
っ
て
、
隆
盛
が
庇
護
し
た
罪
か
ら
逃
れ
る
た
め
月

照

げ
っ
し
ょ
う

と
錦
江
湾
入
水(

隆

盛
の
み
蘇
生)

、
そ
の
咎
の
た
め
大
島
の
龍
郷

た
つ
ご
う

に
幽
閉
さ
れ
る
こ
と
に
始
ま
る
。

さ
ら
に
、
徳
之
島

と
く
の
し
ま

、
沖
永
良
部
島

お

き

の

え

ら

ぶ

じ

ま

へ
と
移
さ
れ
不
自
由
極
ま
り
な
い
生
活
を
強

い
ら
れ
る
。
獄
舎
は
二
坪
ほ
ど
の
壁
も
な
い
小
屋
で
鍵
さ
え
掛
け
ら
れ
て
い
た

と
い
う
。
そ
こ
で
、
横
目
役

よ
こ
め
や
く(

監
視
役)

で
あ
っ
た
土
持

つ
ち
も
ち

政
照

ま
さ
て
る

の
親
身
の
世
話
を
受

け
る
こ
と
に
な
る
。
土
持
は
隆
盛
が
純
粋
で
私
欲
の
な
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
隆
盛
は
こ
こ
で
、
持
参
し
た
八
百
冊
の
書
籍
の
う
ち

「
季き

中
手

ち
ゅ
う
て

定
公

い

こ

う

奏
議

そ

う

ぎ

」
「
陳ち

ん

竜

川

り
ゅ
う
せ
ん

文

鈔

ぶ
ん
し
ょ
う

」
「
言
志
四
録
」
「
伝
習
録
」
「
経
国
済

民
」
「
治
世
牧
民
」
を
中
心
に
暗
誦
す
る
ま
で
に
読
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
も
こ
の
間
、
乞
わ
れ
て
島
民
の
子
弟
に
四
書
の
素
読
や
修
身
、
尊
皇
の
大

義
を
教
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

偉
人
の
共
通
点
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
冤
罪
と
は
い
え
罪
人
が
人
々
に
教
育
を

す
る
と
い
う
こ
と
は
勇
気
の
要
る
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
二
人
は

こ
れ
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
に
は
共
通
点
と
し
て
、
自
分
が
信
じ
た
こ
と

を
他
人
に
も
伝
え
た
い
と
い
う
本
能
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
歴
史
的
に
偉

人
と
言
わ
れ
る
人
々
は
み
な
広
い
意
味
で
一
流
の
教
育
者
で
あ
る
。
し
か
も
、



隆
盛
は
陽
明
学
の
真
髄
と
い
わ
れ
る
「
事
上
磨
錬
」
と
「
知
行
合
一
」
を
実
践

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
陽
明
学
の
行
動
学
が
隆
盛
を
含
め
明
治
維
新
に
果
た
し

た
役
割
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
。
王
陽
明
は
こ
ん
な
言
葉
も
残
し
て
い
る
。「
山

中
の
賊
を
破
る
は
易
く
、
心
中
の
賊
を
破
る
は
難
し
」
こ
の
一
言
か
ら
も
、
己

に
厳
し
く
意
志
の
強
い
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
わ
が
国
が
時
代
を

江
戸
か
ら
明
治
に
繋
ぐ
た
め
に
は
恰
好
の
行
動
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
な
が
ら
、
少
々
理
屈
っ
ぽ
く
な
る
が
、「
致
良
知
」
の
概
念
は
「
大
学
」

と
い
う
書
の
中
の
「
格
物
致
知
」
の
朱
子
の
解
釈
が
「
外
の
世
界
の
物
事
を
追

求
し
、
心
の
内
外
を
併
せ
て
知
を
獲
得
す
る
」
と
し
て
い
た
解
釈
に
対
し
て
、

王
陽
明
は
「
真
実
は
外
の
事
物
に
在
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
は
そ
れ
を
視
る

自
分
の
心
の
裡う

ち

に
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
格
物
良
知
」
説
で
あ
る
。

し
か
も
、「
知
」
の
一
字
に
主
体
と
し
て
の
意
志
を
加
え
た
解
釈
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
根
底
に
は
、
人
を
信
じ
天
地
自
然
に
対
し
て
謙
虚
と
敬
虔
な
思
い

が
強
く
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
行
動
」
に
は
志
を
持
っ
て
努
力
し
近
づ
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
課
題
や
難
問
に
も
即
決
果
断
に
対
応
し
た
。

現
代
で
は
古
く
な
っ
た
よ
う
に
思
え
る
が
、
自
分
の
欲
望
と
い
う
敵
に
打
ち

勝
つ
の
は
昔
も
今
も
変
わ
り
な
く
難
し
い
。
人
は
生
涯
の
大
半
を
欲
に
よ
っ
て

悩
み
苦
し
む
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
敵
は
我
が
心
に
在
り
」
は
含
蓄
一
際
で
あ
る
。


