
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
だ
キ
タ
イ
・
遼
研
究
だ
け
で
な
く
、
満
洲

族
、
モ
ン
ゴ
ル
族
、
あ
る
い
は
西
方
で
の
ト
ル
コ
族
な
ど
の
ば
あ
い
と
併
せ
比

較
考
察
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
。
こ
れ
は
皐
界
全
慢
の
課
題
で

あ
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
前
提
と
し
て
大
き
な
視
野
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
そ

れ
に
こ
た
え
た
の
が
こ
の
第
一
章
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
も
す
れ
ば
無
思
想
性

を
云
々
さ
れ
が
ち
な
わ
が
園
の
東
洋
史
皐
界
、
ま
し
て
や
北
ア
タ
ア
史
事
界
に

と
っ
て
、
賓
護
で
裏
づ
け
ら
れ
た
田
村
教
授
の
こ
の
よ
う
な
視
野
は
、
後
進
の

者
に
と
っ
て
は
大
き
な
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

(
山
田

信
夫
〉

中
園
古
代
帝
園
の
形
成

|

|
特
に
そ
の
成
立
の
基
礎
傑
件

l
!木

村

正

雄

著

昭

和

四

十

年

三

月

不

味

堂
書
庖

A
5
判

八

二
七
頁
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と
も
か
く
た
い
へ
ん
な
ボ
リ
ウ
ム
で
あ
る
。
秦
漢
史
の
研
究
は
こ
こ
数
年
の

聞
に
、
ち
ょ
っ
と
思
い
つ
く
だ
け
で
も
増
淵
、

栗
原
、
金
谷
、
西
嶋
、
平
中
、

佐
藤
、
鎌
田
ら
諸
氏
の
い
ず
れ
お
と
ら
ぬ
大
怖
を
え
た
が
、
本
書
は
そ
れ
ら
を

ぬ
く
超
大
作
で
あ
る
。
な
に
は
と
も
あ
れ
中
国
古
代
史
研
究
に
と
っ
て
、
慶
賀

の
い
た
り
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
紙
読
風
の
も

の
で
は
な
く
、
テ
ー
マ
を
特
殊
問
題
に
し
ぼ

っ
た
専
門
研
究
で
あ
る
。
ま
え
ま

え
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
秦
漢
史
の
研
究
は
ま
す
ま
す
微
細
精
績
の
度
を
加

え
つ
つ
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
本
の
書
評
は
、
正
直
に
い
っ
て
、
わ
れ
な
が
ら
不
満
足
な
も

の
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

理
由
は
二
つ
あ
っ
て
、
そ
の
第
一
は
、
本
書
の
主
趨

を
な
す
歴
史
地
理
摩
的
研
究
に
ま

っ
た
く
歯
が
た
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二

に
こ
れ
ま
で
の
ば
あ
い
は
、
西
嶋
氏
に
し
て
も
増
淵
氏
に
し
て
も
、
日
ご
ろ
か

ら
親
交
を
め
ぐ
ま
れ
て
、
著
者
の
も
の
の
考
え
方
が
、
あ
る
程
度
わ
か

っ
て
い

た
。
だ
か
ら
讃
み
の
浅
い
黙
た
り
な
い
黙
は
、
行
聞
か
ら
補
う
こ
と
も
で
き

た
。
と
こ
ろ
が
木
村
氏
の
ば
あ
い
そ
う
は
い
か
な
い
い
。
と
い
う
わ
け
で
本
書
の

書
評
は
、
た
だ
活
字
ず
ら
を
お
っ
て
、
得
た
感
想
を
つ
ら
ね
る
に
止
ま
る
と
お

も
う
。
こ
の
貼
は
あ
ら
か
じ
め
著
者
お
よ
び
讃
者
の
方
々
に
お
わ
び
し
て
お
き

た
しさ

て
本
書
は
四
つ
の
章
か
ら
な
り
、

第
一
章
は
「
線
論
」

で
あ
る
。
こ
の
章

は
さ
き
に
「
歴
史
事
研
究
」
第
一
二
七
践
に
愛
表
さ
れ
た
「
中
国
古
代
専
制
主

義
と
そ
の
基
礎
」
を
大
幅
に
加
筆
補
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
主
要
な
論
旨

は
か
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
著
者
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
中
関
古
代

史
研
究
の
構
造
は
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

秦
漢
帝
国
す
な
わ
ち
中
園
古
代
専
制
主
義
を
、
個
別
人
身
的
支
配

γ

と
み
る
西

嶋
氏
ら
の
設
は
正
し
い
。

「
然
し
こ
の
設
が
十
分
納
得
さ
れ
る
た
め
に
は
v

こ

の
よ
う
な
直
接
個
別
的
人
身
支
配
(
論
文
で
は
以
後
人
頭
的
支
配
と
よ
ば
れ
て

い
る
が
、
本
書
で
は

「
湾
民
制
」

と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
||

河
地
)
が
、

如
何
に
し
て
成
立
し
、

何
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
か
を
、
も
っ
と
明
確
に

説
明
す
る
必
要
が
あ
る
(
前
掲
論
文
、

一一

頁)。

こ
れ
が
ま
ず
第

一
の
問
題

設
定
で
あ
っ
た
。
著
者
は
こ
の
問
題
を
員
正
直
に
正
面
か
ら
受
け
と
め
積
極
的

に
解
答
し
よ
う
と
試
み
る
。
い
っ
た
い
専
制
君
主
が
高
民
を
一

一冗
的
1

個
別
人

身
的
に
支
配
す
る
関
係
、
そ
れ
が
秦
漢
，帝
園
の
基
本
構
造
で
あ
る
と
す
る
考
え

方
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
筆
の
常
識

1
|園
家
権
力
は
支
配
階
級
の
階
級
支

配
を
維
持
強
化
す
る
た
め
の
権
力
装
置
で
あ
る
と
す
る
定
説
か
ら
、
大
き
く
迎

p
h
u
 

n目



222 

脱
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
個
別
人
身
的
支
配
を
、
そ
の
経
済
的
基

備
に
お
い
て
問
う
と
き
、
こ
れ
ま
で
の
諸
説
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
と
ま
ど

い
が
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
著
者
は
、
明
快
き
わ
ま
る
論

断
を
下
す
。
「
総
論
」
胃
頭
の
表
現
を
か
れ
ば
、
「
中
岡
古
代
の
基
本
的
生
産
関

係
は
湾
民
制
と
呼
ば
る
べ
き
奴
隷
制
の
特
殊
な
形
態
で
あ
っ
た
」
。
こ
こ
で
は

す
べ
て
の
人
民
が
岡
家
に
、
鈴
働
力
と
し
て
隷
属
す
る
よ
う
な
「
閥
家
と
い
う

生
産
健
」
が
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
著
者
に
よ
れ
ば
、
閥
家
そ
れ
白
檀
が
一

つ
の
生
産
関
係
な
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
生
産
側
係
は
、
い
っ
た
い
何
に
基
艇

を
お
い
て
い
た
か
。
そ
れ
は
華
北
農
業
を
支
え
る
治
水
水
利
機
構
の
、
岡
家
に

よ
る
占
有
・

支
配
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
え
ば
識
者
は
す
ぐ
ウ
イ
ヅ
ト
フ
ォ

l
ゲ

ル
氏
の
水
の
理
論
を
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
事
賞
ウ
氏
の
理
論
は
、
と
っ
く
一

の
皆
に
否
定
克
服
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
買
は
死
に
そ
う
で
死
な
ず
、

東
洋
伐
楽
枇
舎
の
理
解
に
大
き
な
陰
影
を
お
と
し
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
に
中
国

古
代
以
制
主
義
を
考
え
た
人
は
、
お
そ
ら
く
だ
れ
で
も
一
度
は
、
治
水
水
利
問

泌
を
お
も
い
う
か
べ
な
が
ら
、
そ
の
扱
い
方
に
た
め
ら
い
を
抱
い
て
き
た
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
治
水
水
利
と
い
っ
て
も
、
ウ
氏
の
理
論
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
を
「
第
一
次
州
民
地
」
と
「
第
二
次
農
地
」
の
厩
別
に
よ

っ
て
同
構
成
し
、
地
理
的
決
定
論
、
伴
滞
史
仰
の
批
判
に
た
く
み
に
う
ち
か
と

う
と
し
た
の
が
著
者
で
あ
っ
た
。
行
に
こ
の
貼
こ
そ
、
本
h
n
H

の
全
階
似
の
出
殻

貼
で
あ
り
、
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
い
っ
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。

原
始
時
代
か
ら
お
よ
そ
春
秋
中
期
ま
で
、
乾
燥
と
大
河
の
定
期
的
氾
濫
を
自

然
保
件
と
す
る
華
北
の
操
業
枇
曾
で
は
、
高
地
は
乾
燥
の
た
め
、
河
身
に
近
い

低
地
は
洪
水
の
た
め
耕
作
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
、
人
々
は
河
谷
地
州
市
の
丘
陵

地
に
す
み
、
そ
の
周
迭
の
、
わ
ず
か
の
工
事
で
地
獄
可
能
な
土
地
を
え
ら
ん
で

農
耕
生
活
を
営
ん
だ
。
そ
こ
に
形
成
さ
れ
た
の
が
邑
で
あ
り
、
凶
〕
は
貼
在
す
る

小
地
域
と
濁
自
の
水
利
機
構
に
よ
っ
て
、
「
局
地
生
産
健
」
を
形
成
し
、
自
立

性
を
保
持
し
て
い
た
。
他
の
邑
に
征
服
さ
れ
て
も
、
従
属
し
た
邑
が
な
お
相
射

的
に
つ
よ
い
濁
立
性
を
有
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
邑

は
、
工
具
・
技
術
の
未
登
逮
の
た
め

に
、
自
ら
狭
い
枠
を
の
り
こ
え
て
護
国
間
す

る
契
機
を
も
た
な
か
っ
た
。
著
者
の
い
う
「
第
-
次
成
地
」
と
は
、
こ
の
よ
う

な
地
域
を
さ
す
。
こ
れ
に
た
い
し
「
第
二
次
燥
地
」
と
は
、
春
秋
末
期
以
後
、

鍛
掛
の
こ
と
き
工
具
や
土
木
伎
術
の
護
迷
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
決
緋
可
能
と
な

っ
た
大
河
流
域
の
低
地
部
、
平
野
・
盆
地
地
域
を
さ
す
。
こ
こ
で
は
政
民
生
活

に
と
っ
て
大
河
の
治
水
と
水
利
機
構
の
整
備
が
不
可
倣
で
あ
り
、
「
し
か
も
そ

の
よ
う
な
治
水
・
水
利
機
構
は
、
結
局
個
別
的
に
分
割
占
有
し
得
ず
、
共
同

岨
眠
、
特
に
園
家
の
手
に
樋
ら
れ
て
い
た
」
(
二
六
頁
)
。

か
く
て
第
二
次
段
地
に

基
慌
を
お
く
古
代
的
闘
家
に
よ
っ
て
原
始
的
品
償
制
は
し
だ
い
に
克
服
さ
れ
、

古
い
邑
は
郡
勝
制
に
改
制
さ
れ
、
や
が
て
奈
泌
大
-tw闘
が
委
を
現
わ
す
。
か
つ

て
槍
淵
飽
夫
氏
は
、
古
い
邑
の
燃
化
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
良
の
郡
豚
化
を
意
味

せ
ず
、
民
の
中
央
集
権
的
な
郡
燃
制
支
配
の
磁
立
に
は
、
専
制
君
主
の
直
後
の

湿
潤
基
礎
と
し
て
'
民
大
な
公
団
が
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ

た
。
木
村
氏
は
そ
の
よ
う
な
古
い
邑
の
白
也
的
性
格
と
新
設
の
公
団
地
減
に
お

け
る
伐
民
の
非
自
立
的
性
怖
の
封
比
附
係
に
、
第
一
次
段
地
と
第
二
決
成
地
の

厨
別
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
咽
淵
説
に
い
わ
ば
経
例
的
説
明
を
輿
え
、

こ
れ
を
制
強
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
第
二
次
股
地
は
、
岡
家
の
つ
よ
い
規
制
の
下
に
お
か
れ
、
岡
家
は
こ
れ

を
ほ
ぼ
一

O
O畝
を
糠
単
と
し
て
良
民
に
均
等
に
分
輿
し
、
利
用
さ
せ
た
。
こ

の一

O
O畝
の
耕
地
は
、
岡
家
が
小
臨
庶
民
家
族
を
人
頭
的
に
支
配
し
、
努
働
力

を
完
全
燃
焼
さ
せ
る
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
著
者
の
い
う
密
民
制
で
あ
り
、
柑
舛

民
制
は
秦
漢
以
後
歴
代
の
古
代
国
家
が
基
本
鱒
制
と
し
て
、
そ
の
維
持
強
化
に

-96一
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努
力
を
は
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
農
民
の
土
地
l
l
t
民
団

は
、
形
式
上
は
私
有
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
土
地
粂
併
を
さ
け
ら
れ
ず
、
図
家
は

限
国
政
策
を
も
っ
て
封
抗
し
た
が
、
王
朝
末
期
に
は
政
治
の
退
媛
、
私
的
勢
力

の
増
大
、
統
一
支
配
の
崩
嬢
、
。
治
水
水
利
機
構
の
老
衰
廃
紹
が
生
ず
る
。
こ
れ

は
と
り
わ
け
第
二
次
農
地
に
と
っ
て
は
致
命
的
打
撃
と
な
り
、

農
業
生
産
力
は

低
下
し
、
飢
鐙
が
愛
生
し
、
村
ぐ
る
み
の
流
亡
が
は
じ
ま
り
、
あ
る
い
は
農
民

叛
飢
が
頻
援
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
新
し
い
王
朝
は
、
な
に
一よ
り
も
ま
ず
荒
廃
し
た

治
水
水
利
機
構
を
補
修
再
開
し
、
農
民
を
移
住
さ
せ
、
農
業
復
興
を
は
か
る
。

こ
れ
が
著
者
の
と
く
古
代
王
朝
興
廃
の

メ
カ

ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
中
国
は
秦
漢
以

後
こ
の
よ
う
な
推
移
を
重
ね
て
、
最
後
に
惰
唐
均
回
制
に
湾
民
制
的
な
「
古
代

土
地
制
度
の
綜
合
」
と
し
て
の
姿
を
示
し
、
そ
れ
以
後
中
世
す
な
わ
ち
地
主
佃

戸
制
の
枇
曾
へ
移
行
す
る
。

以
上
が
「
総
論
」
の
要
旨
で
あ
り
、
第
二
章
以
下
は
そ
の
具
種
的
論
設
に
あ

た
る
。
も
は
や
く
わ
し
く
紹
介
す
る
齢
裕
は
な
い
の
で
、
便
宜
的
だ
が
章
節
の

タ
イ
ト
ル
の
み
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
第
二
章、

原
始
邑
園
家
の
基
本
構
造

(
て
邑
制
園
家
の
組
織
、
二
、
段
周
時
代
の
土
地
所
有
閥
係
、
三
、
融
政
園

家
の
官
制
〉
。
第
三
章
、
大
規
模
治
水
水
利
事
業
の
展
開
と
第
二
次
農
地
の
形
成

(
て
生
産
力
の
設
展
と
第
二
次
農
地
の
形
成
、
二
、
阪
水
港
獄
事
業
の

展

開
、
三
、
渠
水
濯
瓶
事
業
の
展
開
、
四
、
治
水
水
利
事
業
の
褒
展
、
五
、
水
官

の
設
置
と
農
業
及
び
農
民
の
支
配
)
。
第
四
章
、
郡
田
牌
制
の
成
立
と
そ
の
性
格

(
略
〉
。
讃
者
は
以
上
の
表
題
か
ら
だ
け
で
も
、
あ
る
程
度
本
書
の
内
容
を
推

察
し
て
下
さ
る
と
お
も
う
。
と
く
に
第
四
章
は
二

一
九
頁
か
ら
八
二
七
頁
ま
で

六
O
O頁
以
上
、
本
書
の
大
部
分
を
し
め
て
お
り
、
一
九
六

O
年
か
ら

一
九
六

一
年
に
か
け
て
褒
表
さ
れ
た
諸
論
文
が
土
牽
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
豊

富
な
資
料
を
も
り
こ
み
、
全
国
を
A
B
C
D
E
五
地
匡
に
分
類
し
寸
各
地
面
毎

に
豚
の
「
置
駿
表」

と
そ
の
説
明
を
か
か
げ
て
い
る
。
霞
駿
表
と
い
う
の
は

一

口
で
い
え
ば
、
前
漢
の
懸
を
古
い
邑
に
由
来
す
る
「
奮
闘
肺
」
か
、

第
二
次
農
地

に
戦
園
以
後
つ
く
ら
れ
た
「
新
鯨
」
か
に
分
類
し
、
醤
燃
は

王
朝
権
力
の
盛

衰
、
治
水
水
利
機
構
の
輿
駿
に
か
か
わ
り
な
い
自
立
性
を
も
つ

に
反
し
、
新
豚

は
王
朝
と
運
命
を
共
に
す
る
か
ら
、

王
朝
交
替
期
に
置
慶
が
は
げ
し
い
こ
と
を

統
計
的
に
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
と
こ
と
は
簡
撃
で
あ
る
が
、
前
漢
一
五
七
七
の
蘇
の
一
・
4

に
つ

い

て
そ
の
性
格
を
分
類
す
る
こ
と
は
、

な
み
大
抵
の
こ
と
で
な
い
。
な
か
に
は
由

来
ど
こ
ろ
か
位
置
す
ら
わ
か
ら
な
い
も
の
'も
あ
る
。

大
雑
把
な
位
置
は
わ
か
っ

て
も
、
肝
心
の
地
理
的
篠
件
を
す
ぐ
と
き
め
て
か
か
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
叶

た
と
え
ば
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
古
い
邑
に
由
来
し
な
が
ら
、
あ
と
か
ら
第
二
次

農
.地

的
性
格
が
附
奥
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
反
封
に
准
河
、
漢
水
以
南
は
、
新

懸
の
多
い
第
二
次
農
地
地
域
で
あ
る
が
、

こ
こ
は
天
水
潜
瓶
地
域
か
、
あ
る
い

は
簡
単
な
工
事
で
耕
作
可
能
と
な
る
破
水
潜
瓶
地
域
が
多
く
、
こ
こ
で
は
も
っ

と
も
早
く
第
二
次
農
地
が
形
成
さ
れ
な
が
ら
、
同
時
に
必
ず
し
も
園
家
の
力
を

必
要
と
し
な
い
小
規
模
阪
水
濯
概
が
、
豪
族
な
ど
の
手
で
形
成
さ
れ
、

こ
れ
ら

の
新
豚
は
、

新
豚
で
あ
り
な
が
ら
自
立
性
が
つ
よ
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

一
つ
一

つ
の
懸
の
性
格
を
正
確
に
分
析
す
る
こ
と
は
事
責
上
不
可
能
な
の
で
あ
る
が
、

著
者
は
可
能
な
か
ぎ
り
文
献
を
樽
捜
し
て
性
格
を
追
究
し
、
こ
れ
を
前
後
漢
交

替
期
の
豚
の
置
廃
の
動
向
と
総
合
し
て
、
品
切
末
の
統
計
表
に
ま
と
め
あ
げ
る
こ

と
に
成
功
し
た
。
こ
の
統
計
表
は
大
雑
把
で
は
あ
る
が
、

著
者
の
主
張
め
裏
づ

け
と
な
る
よ
う
な
穎
著
な
一
つ
の
傾
向
を
う
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る。

-97一

大
要
の
紹
介
と
簡
単
な
コ
メ
ン
ト
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
あ
と
は
と
く
に

二
、
三
の
鮎
を
と
り
だ
し
筆
者
の
感
想
を
の
べ
た
い
。
著
者
は
す
で
に
の
ベ
た
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よ
う
に
、
皇
帝
権
力
の
小
農
民
支
配
を
生
産
関
係
そ
の
も
の
と
み
な
す
が
、
こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
生
産
関
係
の
基
礎
を
、
国
家
の
土
地
に
た
い
す

る
直
接
的
な
支
配
す
な
わ
ち
園
家
的
土
地
所
有
と
は
考
え
な
い
貼
で
あ
る
。
著

者
に
よ
れ
ば
民
田
は
「
形
式
的
」
に
は
私
有
で
あ
り
、
第
二
次
農
地
の
民
団
と

い
え
ど
も
、
そ
の
意
味
で
は
画
家
の
直
柏崎経
営
地
た
る
公
団
と
、
ま
た
封
建
制

下
の
農
民
保
有
地
と
も
直
別
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
で
の
民
回
経

営
は
上
述
の
よ
う
に
、
真
に
濁
立
し
た
自
由
な
私
的
生
産
僅
を
形
成
し
え
な
か

っ
た
。
だ
か
ら
民
田
も
一
方
で
は
私
有
地
と
し
て
財
産
税
の
封
象
と
な
る
と
同

時
に
、

他
方
で
は
そ
の
使
用
に
た
い
し
「
い
わ
ば
地
代
に
近
い
用
盆
税
」

で
あ

る
田
租
も
か
け
ら
れ
る
と
い
う
「
複
雑
な
性
格
」
を
有
し
、
そ
の
本
質
は
「
自

家
努
働
力
で
耕
せ
る
限
界
に
お
い
て
、
園
家
が
そ
の
所
有
を
認
め
た
、
い
わ
ば

制
限
さ
れ
た
私
有
地
」
、
こ
う
い
う
意
味
で
は
ま
た
「
特
殊
な
園
有
地
」
と
も

い
え
る
と
さ
れ

(
二
三
頁
)
、
そ
れ
ゆ
え
漢
代
の
限
田
政
策
に
つ
レ
て
も
、
と

く
に
そ
の
「
均
田
」
す
な
わ
ち
均
等
な
土
地
割
笛
と
い
う
政
策
の
意
闘
を
強
調

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
以
上
の
よ
う
な
土
地
制
度
に
か
ん
す
る
説
明
は
、
も
う
ひ
と
つ
す
っ

き
り
し
な
い
も
の
を
の

こ
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
問

題
は
土
地
で
は
な
く
水
で
あ
っ
た
か
ら
、
土
地
に
た
い
し
て
は
、
い
わ
ば
間
接

的
な
規
制
し
か
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
著
者
の
立
場
な
の

で
あ

ろ
う
が
、
水
が
作
用
し
て
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
は
や
は
り
土
地
な
の
で
、

土
地
は
「
湾
民
制
を
維
持
す
る
物
質
基
礎
」
(
一

O
頁
)
た
る
重
要
性
を
い
ぜ

ん
失
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
園
家
は
爵
民
制
を
理
想
と
す
る
か
ぎ

り
、
話
然
粂
併
ば
か
り
で
な
く
、
寅
寅
・質
入
れ
行
篤
そ
の
も
の
を
直
接
禁
止
す

べ
き
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
そ
う
で
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
著
者
に
よ

れ
ば
、
少
く
も
園
家
存
立
の
基
礎
と
な
る
地
域
に
お
い
て
、
土
地
は
闘
家
が
造

成
し
、
利
用
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
園
有
地
に
も
ひ
と
し
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
園
家
は
、
そ
れ
を
お
こ
な
わ
な
か

っ
た
。

こ
う
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
土
地
図
有
か
私
有
か
の
論

議
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
古
代
、
中
世
の
そ
れ
を
近
代
法
的
私
有
概
念
で
量

っ
て
み
て
も
、
す
こ
し
も
生
産
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
わ
た
し
は
漢

代
の
小
農
民
が、

土
地
利
用
の
み
な
ら
ず
、
土
地
そ
の
も
の
の
寅
買
、
譲
渡
、

質
入
れ
な
ど
の
自
由
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
事
賓
は
、
も
っ
と
重
視
す
べ
き
で

は
な
い
か
と
お
も
う
。

こ
の
自
由
は
、
土
地
が
水
に
く
ら
べ
れ
ば

重
要
で
な

く、

二
義
的
な
音
山
味
し
か
も
た
な
か
っ

た
た
め

認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
。
土
地
は
や
は
り
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
認
め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
卒
直
に
い
っ
て
こ
の
自
由
は
、
や
は
り
小
農
民
的
生
産

に
お
け
る
自
立
化
の
趨
勢
|
|

著
者
み
ず
か
ら
八
頁
で
み
と
め
て
い
る
傾
向

1!
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
第
二
次
農
地
に
お

い
て
水
の
閤
家
支
配
に
た
い
し
て
も
つ
意
義
は
大
き
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
小
農

民
が
園
家
へ
の
隷
従
か
ら
大
き
く
自
由
で
あ
っ
た
と
も
お
も
わ
な
い
。
た
だ
わ

た
く
し
は、

第
一
次
農
地
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
第
二
次
農
地
に
お
い
で
さ

え
、
治
水
水
利
に
お
け
る
依
存
閥
係
が
、
た
だ
ち
に
奴
隷
制
的
な
隷
属
関
係
に

結
果
す
る
か
ど
う
か
を
疑
問
に
お
も
う
の
で
あ
る
。
隷
日
間
と
自
立
化
の
具
鰻
的

な
あ
り
方
は
、
複
雑
な
歴
史
的
諸
篠
件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
℃
あ
り
、

こ

の
鮎
著
者
の
論
旨
は
き
わ
め
て
明
快
で
数
多
く
の
一
示
唆
に
と
む
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
廃
史
の
前
進
的
契
機
が
や
や
機
械
的
に
整
理
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
お

も
え
て
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
疑
問
は
、
関
連
し
て
二
つ
の
問
題
鮎
を
導
き
だ
す
。

一
つ
は

第
二
次
農
地
の
歴
史
に
お
け
る
ウ

エ
イ
ト
の
問
題
で
あ
る
。
著
者
の
分
析
に
し

た
が
え
ば
、
第
二
次
農
地
と
新
燃
の
ウ

エ
イ
ト
は
き
わ
め
て
大
き
い
が
、
し
か

- 98一
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し
自
身
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
な
か
に
は
自
立
性
の
つ
よ
い
地
域
も
ふ
く
ま

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
い
ま
容
末
の
統
計
表
に
よ
っ
て
、
「
新
郡
」
に
し
て
な
お

自
立
性
の
つ
よ
い
三
七
郡
を
ぬ
き
だ
し
、
こ
こ
に
ふ
く
ま
れ
で
い
る
新
豚
を
数

え
て
み
る
と
、
そ
の
数
は
寅
に
四
二
四
豚
に
の
ぼ
る
。
も
し
こ
れ
を
替
豚
四
四

八
に
加
え
、
い
っ
ぽ
う
新
豚
一
一
一
一
九
か
ら
差
引
く
と
、
数
は
八
七
二
と
な

り
、
い
わ
ば
純
粋
の
新
豚
と
い
う
べ
き
豚
七

O
五
を
超
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
こ
れ
は
大
雑
把
な
計
算
に
す
ぎ
な
い
し
、
ま
た
こ
う
い
え
ば
誼
際
は
沓
蘇

の
な
か
か
ら
制
'っ
て
、
新
豚
に
加
え
る
べ
き
も
の
も
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
鯨
数
は

と
も
か
く
と
し
て
、
自
立
性
の
つ
よ
い
新
豚
は
A
の
a
地
医
、

E
地
面
の
よ
う

に
北
遊
や
江
南
に
多
く
、
そ
の
経
済
的
債
値
は
豚
数
で
は
量
れ
な
い
と
い
う
事

情
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
第
一
次
農
地
お
よ
び
そ
れ
に
準
ず
る

自
立
的
性
格
の
つ
よ
い
地
域
も
、
か
な
り
大
き
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま

い
。
し
た
が
っ
て
わ
た
し
は
、
漢
代
の
制
度
一
般
、
た
と
え
ば
は
じ
め
に
の
ベ
た

土
地
制
度
を
考
え
る
ば
あ
い
に
も
、
こ
の
よ
う
な
地
域
の
性
格
を
あ
わ
せ
て
考

慮
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
地
域
に
、

ど
う
し
て
地
方
分
権
的
な
情
勢
が
か
も
し
だ
さ
れ
な
か
っ
た
か
を
考
慮
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
お
も
う
。
つ
ま
り
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ

l
ゲ
ル
氏
や
業
朝
鼎

氏
に
た
い
し
て
と
同
僚
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
鮎
を
説
明
す
る

に
は
、
第
一
次
長
地
の
内
面
に
た
ち
入
っ
て
、
そ
こ
に
も
帝
国
を
下
か
ら
支
え

る
モ
メ
ン
ト
が
あ
る
こ
と
を
究
明
す
る
こ
と
が
笠
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
問
題
貼
は
、
や
は
り
最
初
の
鮎
と
関
連
し
て
い
る
が
、
奴
隷
制

的
支
配
の
具
盤
的
な
か
た
ち
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
本
籍
主
義
||
移
鱒
の

自
由
の
禁
止
と
、
人
頭
的
な
税
役
賦
課
に
つ
い
て
・で
あ
る
。
編
戸
の
民
が
放
な

く
し
て
本
籍
を
離
れ
、
無
籍
者
、
流
民
と
な
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
許
さ
れ
な

い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
一
般
的
に
移
梼
の
自
由
が
法
に
よ
っ
て
禁
じ

ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
寡
聞
に
し
て
し
ら
な
い
の
で
こ
の
鮎
は
御
敬
一ホ
を
仰

ぎ
た
い
。
だ
が
わ
た
し
の
想
像
で
は
、
法
禁
の
有
無
は
と
も
か
く
、
普
通
の
ば
あ

い
農
民
の
移
動
は
、
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
っ
た
、

と
お
も
う
。
豚
城
は
も
ち
ろ

ん
郷
、
亭
も
周
闘
に
郭
壁
を
め
ぐ
ら
し
、
人
Jd
は
そ
の
中
で
里
共
同
岨
胞
を
形
成

し
て
生
活
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
共
問
題
こ
そ
帝
闘
の
統
治
の
基
礎
だ
っ
た

の
で
あ
り
、
こ
の
安
定
性
こ
そ
な
が
い
統
治
を
可
能
に
し
た
篠
件
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
欣
況
を
想
像
す
る
か
ぎ
り
、
移
動
の
禁
止
の
有
無
と
い
う
こ
と

は
、
さ
し
て
意
味
が
な
い
よ
う
に
お
も
え
る
。
つ
ぎ
に
人
頭
的
税
役
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
は
明
ら
か
な
事
責
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
ほ
か
に
漢

代
農
民
へ
の
賦
課
に
は
、
著
者
が
地
代
に
も
ひ
と
し
い
と
い
う
田
租
も
あ
っ

た

の
で
あ
り
、
人
頭
税
の
存
在
の
み
で
は
、
奴
隷
制
的
支
配
を
説
明
し
き
れ
な
い

よ
う
に
お
も
う
。

な
お
最
後
に
す
こ
し
こ
ま
か
い
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
本
書
の
記

述
の
範
囲
は
、
と
お
く
段
周
に
さ
か
の
ぼ
る
の
で
、
全
部
に
つ
い
て
掌
一む
の
は

無
理
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
え
て
望
萄
の
言
を
つ
け
加
え
れ
ば
、
加
筆
補
正
の

さ
い
、
新
し
い
研
究
の
成
果
に
論
及
し
て
ほ
し
か
っ
た
、
と
お
も
っ
た
箇
所
が

二
、
三
あ
っ
た
。
主
要
な
論
旨
に
さ
し
て
影
響
し
な
い
と
こ
ろ
は
.と
う
で
も
よ

い
が
、
一
例
を
あ
げ
る
と
、
銭
器
の
普
及
に
か
ん
す
る
部
分
な
ど
は
そ
う
も
い

え
な
い
。
鍛
器
の
普
及
に
つ
い
て
は
最
近
で
は
佐
藤
武
敏
氏
の
「
春
秩
載
園
時

代
の
製
織
業
」
(
一
九
六

O
年
)
が
く
わ
し
い
が
、
そ
こ
で
と
く
に
注
目
さ
れ

る
の
は
、
戟
園
時
代
、
官
府
直
営
の
ほ
か
に
、
官
が
銭
山
を
「
俵
」
し
て
民
営

で
製
銭
す
る
新
し
い
経
営
方
式
が
お
こ
り
、

こ
れ
が
鍛
器
の
生
産
増
大
と
費
く

庶
民
麿
へ
の
普
及
に
ふ
か
く
関
連
し
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し

著
者
は
「
鍛
器
の
製
造
及
び
販
質
に
は
、
は
じ
め
か
ら
園
家
檎
力
が
介
入
し
た

否
む
し
ろ
園
家
こ
そ
こ
の
よ
う
な
銭
器
製
造
の
主
飽
で
あ
っ
た
」

と
の

門
司n

B
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ベ
、
岡
家
の
鍛
回
帥
掌
揮
を
強
調
す
る
。
む
ろ
ん
佐
藤
氏
も
戦
国
時
代
官
府
直
営

、
か
な
か
っ

た
と
は
い
わ
ず
、
木
村
氏
も
民
開
業
者
が
な
か
っ
た
と
は
い
わ
な

い
Q

し
か
し
雨
者
の
見
解
の
相
違
は
や
は
り
重
要
で
、
そ
れ
が
秦
図
の
紋
況
に

つ
い
て
の
理
解
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
木
村
氏
は
「
少
く
と
も
秦
の

孝
公
の
こ
ろ
か
ら
は
、
完
全
に
図
家
管
理
の
も
と
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
」
と
い
う
の
に
た
い
し
、
佐
藤
氏
は
民
間
経
営
方
式
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
秦
で

積
極
的
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
こ
れ
こ
そ
秦
の
富
強
化
の
一
因
と
な
っ
た
と
考
え

る
。
だ
か
ら
可
馬
溢
の
組
、
畠
が
な
っ
た
と
い
う
「
主
鍛
官
」
の
解
穆
に
も
相

違
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
の
相
違
は
銭
鎖
石
の
採
掘
、
制
法
銭
、

鍬
開
帥
版
買
が
い
っ
た
い
誰
の
手
に
に
ぎ
ら
れ
て
い
た
か
、

の
問
題
か
ら
出
渡
し

て
、
つ
い
に
は
農
民
経
営
の
自
立
性
の
理
解
に
ま
で
微
妙
に
つ
な
が
っ
て
い
く

か
ら
、
こ
れ
な
ど
は
や
は
り
一
言
論
及
し
て
ほ
し
か
っ
た
黙
で
あ
る
。

も
は
や
紙
数
が
つ
き
た
。
本
書
は
論
旨
こ
そ
明
快
で
あ
る
が
、
質
透
過
程
は

ぼ
う
大
で
あ
り
、
豊
富
な
資
料
を
駆
使
し
た
大
き
な
努
作
で
あ
る
。
こ
れ
に
た

い
し
て
筆
者
の
紹
介
は
い
か
に
も
舌
た
ら
ず
で
、
著
者
苦
心
の
第
四
章
の
こ
と

き
も
、
十
分
に
は
内
容
を
仰
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
い
ろ
い
ろ
と
未
熟
な
感

想
を
つ
け
加
え
た
が
、
誤
解
に
も
と
つ
く
勝
手
な
言
い
分
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
あ
る
い
は
わ
た
し
自
身
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
に
注
文
だ
け
つ
け
た
形
と

な
っ
て
、
生
産
的
な
批
判
と
は
い
え
な
い
点
も
あ
っ
た
。
償
値
た
か
い
本
書
に

た
い
し
、
こ
の
よ
う
な
歓
貼
多
い
謹
許
し
か
書
け
な
か
っ
た
こ
と
を
ふ
か
く
お

わ
び
し
た
い
。

(
河
地
重
造
)

通
制
際
格
の
研
究
諜
註

第

一
般中

国

刑

法

志

研

究

曾

昭
和
三
十
九
年
十
二
月
同
研
究
曾

A
5
剣

四

O
一
頁

J
遇
制
篠
格
。
|
|
元
朝
中
期
、
英
宗
の
至
治
三
年
三
二
一二
二
)
頒
行
さ

れ
た
制
詔

・
篠
格

・
断
例

・
別
類
の
囲
網
目
か
ら
成
る
法
典
。
大
元
通
制
。
の

係
格
の
部
分
ー
ー
ー

は
、
躍
に
法
制
史
家
の
禽
重
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
政
治

・

枇
曾

・
経
済
史
の
分
野
で
も
、
元
代
研
究
の
数
少
い
根
本
史
料
の
一
つ
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
書
物
は
、

北
京
図
書
館
所
蔵
の
明
抄
本
を
民
園
十
九
年

(
一
九
三

O
)
に
影
印
し
た
残
閥
二
十
二
倉
本
が
流
布
す
る
の
み
で
、
他
に
比

較
校
訂
す
べ
き
版
本
が
な
く
、
ま
た
内
容
的
に
み
て
も
、
元
代
特
有
の
吏
般
鐙

・
蒙
文
直
諜
憾
の
文
章
が
殆
ん
ど
を
占
め
、
法
制
史
・
元
史
の
限
ら
れ
た
専
門

家
以
併
は
十
分
に
讃
ま
れ
て
来
た
と
は
言
い
難
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
た

び、

小
林
高
四
郎

・
岡
本
敬
二
関
氏
を
中
心
と
し
た
「
中
関
刑
法
志
研
究
曾
」

の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
、
重
要
性
は
よ
く
知
ら
れ
な
が
ら
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た

J
迎
制
機
格
。
に
銀
註
が
施
さ
れ
、
初
撃
者
や
、
元
代
以
外
の
研
究
者
に

も
容
易
に
利
用
す
る
道
が
聞
か
れ
た
こ
と
は
、
何
よ
り
も
こ
の
事
業
の
大
き
な

貢
献
と
し
て
、
十
分
賞
揚
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
中
園
法
制
史
研
究

曾
」
は
先
に
も

J

冗
史
刑
法
志
。
謬
註
を
翠
界
に
お
く
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
ま

る
三
年
の
辛
酸
の
結
果

J
週
制
傑
格
砂
謬
註
を
完
了
さ
れ
た
由
で
あ
り
、
小
林

・
岡
本
雨
氏
の
ほ
か
、
参
劃
さ
れ
た
、
小
林
新
三
・
長
瀬
守

・
大
厳
正
哉

・
野

口
一
銭
郎

・
海
老
津
哲
雄

・
古
森
利
貞
の
諸
氏
の
労
苦
に
深
甚
な
敬
意
を
表
す
る

次
第
で
あ
る
。

現
行
本
。
通
制
篠
格
8

は
、
省
こ
か
ら
谷
九
ハ
戸
令

・
事
令

・
選
家

・
軍
防

100ー


