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介
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近
年
、
都
市
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
い
や
、
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
、
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
の
序
言
に
も
い
う
と
お
り
、
都
市
と
は
洋
の
東
西

を
問
わ
ず
魅
力
的
な
テ
l
マ
で
あ
る
。
都
市
に
関
す
る
様
々
な
定
義
は
別
に
し

て
イ
メ
ー
ジ
の
み
を
か
か
げ
る
な
ら
ば
、
雑
踏
や
華
や
か
さ
、
文
化
の
香
り
、

ま
た
そ
れ
故
の
狼
雑
さ
や
類
腹
性
な
ど
、
運
沌
と
も
い
え
る
多
く
の
イ
メ

ー
ジ

が
登
場
す
る
。
限
ら
れ
た
一
定
の
面
積
し
か
な
く
、
そ
れ
の
み
で
は
生
き
て
い

く
こ
と
の
で
き
ぬ
土
地
、
に
人
人
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い
く
の
は
何
故
で
あ
ろ

う
か
。
純
粋
な
都
市
論
と
は
別
に
、
こ
う
し
た
素
朴
な
興
味
や
疑
問
が
わ
い
て

く
る
。本

書
は
、
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
に
お
け
る
昭
和
五
三
年
四
月
か
ら
昭

和
五
八
年
三
月
ま
で
の
五
年
聞
に
わ
た
る
共
同
研
究

「
中
園
近
世
の
都
市
と
文

化
」
を
基
礎
に
し
て
、
参
加
者
が
各
専
攻
分
野
・
関
心
の
中
で
都
市
に
近
い
部

分
を
提
出
し
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

同
研
究
曾
で
は
す
で
に
成
果
の
一
端
で
あ

る
『
東
京
夢
華
録
夢
梁
録
等
語
索
索
引
』
を
昭
和
五
四
年
に
人
文
科
皐
研
究
所

よ
り
刊
行
し
て
お
り
、
近
近
『
名
公
害
剣
清
明
集
』
の
謬
註
蓄
の
刊
行
も
議
定

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
『
夢
梁
録
』
の
研
究
も
す
す
め
る
な

ど
の
活
畿
な
活
動
の
上
に
な
っ
た
本
書
は
、
都
市
に
関
す
る
様
々
な
興
味
・
諸

問
題
を
示
し
た
も
の
、
と
も
い
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
そ
れ

故
に
個
人
の
書
評
の
能
力
の
限
界
を
こ
え
て
い
た
こ
と
も
素
直
に
告
白
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
一

言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
あ
つ
か
っ

た
時
代
の
認
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
宋
代
を
主
鐙
に
し
つ
つ
も
タ
イ
ト
ル
を

『
中
園
近
世
の
都
市
と
文
化
』
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、

宋
代
を
近
世
と
し
て
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
宋
が
中
世
か
近
世

か
は
長
く
深
い
論
争
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
認
定
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
都
市

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

・
認
識
も
異
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
紙
幅
で
は

論
の
展
開
に
も
限
界
が
あ
る
し
都
市
論
の
一
章
一
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
こ

こ
で
は
特
に
言
及
し
な
い
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

南
宋
の
臨
安

宋
都
杭
州
の
商
業
該

宋
元
時
代
の
杭
州
寺
院
と
慈
恩
宗

杭
州
臨
安
府
と
宰
相

宋
代
杭
州
及
び
後
背
地
の
水
利
と
水
利
組
織

陳
起
「
芸
居
乙
稿
」
を
讃
む

西
湖
を
め
ぐ
る
給
量
|
|
南
宋
給
量
旦
史
初
探
|
|

唐
代
の
揚
州
城
と
そ
の
郊
匿

唐
宋
時
代
に
お
け
る
蘇
州

宋
代
の
都
市
商
業
と
園
家
|
|
市
易
法
新
考

l
l

宋
代
の
都
市
と
教
育
|

|
州
豚
皐
を
中
心
に
ー
ー
ー

文
昌
帯
君
の
成
立
。
|
|
地
方
静
か
ら
科
穆
の
紳
へ
||

中
園
近
世
に
お
け
る
地
方
都
市
の
設
達

梅

原

郁

斯
波
義
信

竺
沙
雅
章

衣

川

強

本

国

治

深
淳

一
幸

宮
崎
法
子

愛

宕

元

嘱

波

護

宮
津
知
之

川
上
恭
司

森
田
憲
司
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ー
l
太
湖
卒
原
烏
青
鋲
の
場
合
|

|

上
海
豚
の
成
立
|

|
江
南
歴
史
地
誌
の

一
勧
と
し
て
ー
ー

ク
ピ
ラ
イ
と
大
都

こ
の
ほ
か
別
刷
附
固
と
し
て
以
下
の
地
図
が
ふ
し
て
あ
る
。

梅
原
郁
論
文
関
係
地
図

南
宋
臨
安
坊
腐
橋
梁
困

・
南
宋
臨
安
官
署
軍
管
官
宅
固

斯
波
義
信
論
文
関
係
地
図

宋
杭
州
卸
賀
組
織
分
布
図

・
宋
杭
州
著
名
応
鋪
分
布
図

璃
波
護
論
文
関
係
地
図

宋
代
紹
定
二
年
原
刻
、
中
華
民
園
六
年
八
月
深
刻

『宋
卒
江
固
碑
』
拓
本

秋
山
元
秀
論
文
関
係
地
図

上
海
附
近
主
要
水
系
図

林

和

生

秋
山
元
秀

杉
山
正
明

内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、

数
も
多
い
。
牧
め
ら
れ
た
十
五
編
の
論
文
の
う
ち

杭
州
を
封
象
に
し
た
も
の
七
編
、
そ
の
ほ
か
大
小
を
問
わ
ず
特
定
の
都
市
を
封

象
に
し
た
も
の
五
編
、
不
特
定
の
都
市
を
封
象
に
し
た
も
の
三
編
。
い
わ
ゆ
る

都
市
論
を
依
き
、
し
か
も
必
ず
し
も
都
市
的
な
も
の
と
い
い
き
れ
ぬ
も
の
も
な

い
で
は
な
い
が
、
様
々
な
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
い
て
、
都
市
に

関
す
る
関
心
や
研
究
の
現
肢
を
知
り
う
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
都
市
の
問
題
と

は
、
各
分
野
か
ら
手
を
の
ば
し
う
る
翠
際
的
テ
1
7
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
そ

れ
だ
け
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
法
が
交
錯
し
て
な
か
な
か
究
像
を
む
す
び

に
く
い

テ
1

マ
で
あ
る
こ
と
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
我
閣
の
中
園
都
市
研
究
は
か
な
り
の
成
果
を
牧
め
て
き
て

(
l〉

い
る
。
宋
代
の
都
市
研
究
に

つ
い
て
も
、
加
藤
繁
氏
の
高
論
以
来
、

唐
宋
聞
に

あ
ら
わ
れ
た
都
市
の
一
大
渡
化
を
タ
l

ニ
ン
グ

・ポ
イ
ン

ト
と
意
識
し
つ
つ
、

(

2

V

 

各
分
野
に
多
大
の
業
績
を
枚
め
て
き
た
。
本
書
も
ま
た
こ
う
し
た
線
上
に
存
在

し
、
し
か
も
唐
宋
以
後
の
都
市
問
題
に
閲
す
る
は
じ
め
て
の
論
集
と
し
て
も
注

目
に
値
す
る
。

さ
て
、
も
う
一
つ
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
諮
問
題
が
、
最
近
多

く
の
成
果
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
外
図
で
の
中
図
都
市
研
究
、
あ
る
い
は
日
本
史
な

ど
の
分
野
で
の
都
市
研
究
の
成
果
と
如
何
に
針
慮
す
る
の
か
、
針
懸
し
う
る

か
、
で
あ
る
。
我
我
も
ま
た
時
代
の
子
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
黙
は
お
お
い
に

注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
た
と
え
ば
の
・当・

ω
E
S
R

(邑
-Y

吋
M
H

向。t
G
S
h
a
m
Hヨ』
芯
ミ
RHN
(
U
F
S
P
ω
宮
口
『

OH
L
C
2
2門
的
一
円
可

】

U5
3
3
3・
な
ど
は
手
早
い
比
較
の
刑
判
象
と
な
る
。
我
園
で
の
総
合
的
な

論
文
集
を
あ
げ
て
も
『
中
世
史
講
座
3
・
中
世
の
都
市
』
(
翠
生
社
、
昭
和
五

七
年
〉
、
中
村
賢
二
郎
編
『
都
市
の
一
粧
品
問
史
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
、
昭
和
五
八

年
)
、『
講
座
日
本
の
封
建
都
市
』
一

t
一
ニ
(
文
一
総
合
出
版
、
昭
和
五
六
l
五

八
年
〉
な
ど
、
い
く
つ
か
あ
げ
う
る
。
本
書
に
所
牧
さ
れ
た
論
文
の
中
に
は
、

こ
れ
ら
の
諸
蓄
に
所
牧
す
る
論
文
や
テ
1
7
に
針
比
し
え
た
り
好

一
針
た
る
論

文

・
テ
1
7
も
多
い
。
し
か
し
、
終
盤
的
に
み
れ
ば
方
法
論
そ
の
他
に
お
い
て

も
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
が
是
、

い
ず
れ
が
非
と
い
う
の
で
は
な
い
。
中
園
以
外
の
都
市
に
関
す
る
諸
書

・
諸
論

の
中
に
中
園
の
都
市
に
関
す
る
言
及
の
乏
し
い
の
を
残
念
に
思
う
と
共
に
、
そ

の
原
因
を
中
園
史
の
分
野
か
ら
も
自
省
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
い
た
い
の
で

ハ
3
)

あ
る
。
そ
う
し
た
黙
か
ら
考
え
る
と
、
各
区
分

・
各一章
ご
と
に
タ
イ
ト
ル
を
つ

け
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
本
書
の
狙
い
や
構
成
が
一
一
服
明
ら

か
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
と
今
一
つ
、
こ
れ
は
無
い
も
の
強
請

り
で
は
あ
る
が
、
都
市
の
行
政

・
法
に
関
す
る
論
文
の
な
い
こ
と
が
残
念
で
あ

る
。
中
国
の
都
市
は
自
治
な
き
マ
ン
ダ
リ
ン
の
都
市
で
あ
る
と
か
、
中
園
の
都

-124ー
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市
は
西
欧
ほ
ど
都
市
と
農
村
が
は
っ
き
り
分
れ
ぬ
、
と
い
わ
れ
て
久
し
い
。
そ

(
1〉
ハ

2
〉

の
故
か
、
こ
の
種
の
研
究
は
多
く
は
な
く
、
方
法
的
に
も
苦
し
い
。
し
か
し
、

例
え
ば
オ
ッ
ト
l

・プ

ル
ン

ナ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
東
洋
的
」
と
な
づ

け
ら
れ
る
都
市
形
態
の
中
に
も
い
く
つ
も
の
務
化
・
特
色
が
あ
り
、
し
か
も
こ

れ
ら
は
「
普
遍
的
都
市
類
型
」
と
考
え
て
追
求
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ

(
4〉

る
。
中
園
の
都
市
に
も
そ
れ
な
り
の
法

・
慣
行
が
支
配
し
て
い
た
の
は
過
去
の

研
究
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
「
特
殊
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
」
都
市
に
ひ
き
ず

ら
れ
な
い
針
懸
す
る
研
究
が
こ
こ
に
も
必
要
だ
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

す
こ
し
構
成
に
つ
い
て
筆
を
さ
き
す
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
各
論
を
紹

介
し
よ
う
。

梅
原
郁
「
南
宋
の
臨
安
」
は
、
臨
安
す
な
わ
ち
杭
州
の
復
元
を
意
闘
す
る
。

成
果
は
詳
細
な
二
棄
の
地
固
と
し
て
集
約
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
地
園
の
作
成
こ

そ
都
市
研
究
に
も
っ
と
も
必
要
な
基
礎
的
作
業
で
あ
り
な
が
ら
、
従
来
は
十
分

に
検
討
・
評
領
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
作
業
で
あ
る
。
現
在
、
評
者
も
宋
代
建
康

府
の
復
元
岡
を
作
成
し
て
い
る
が
、
想
像
以
上
に
繁
雑
な
作
業
で
あ
る
。

作
成

さ
れ
た
二
葉
の
地
図
の
債
値
は
非
常
に
高
く
、
今
後
の
杭
州
研
究
に
多
大
の
寄

奥
を
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
所
牧
の
他
の
地
固
も
同
様
で
、
所
牧
の
各
論
文
と

針
比
さ
せ
る
と
興
味
が
つ
き
ず
、
臨
安
市
内
を
歩
い
て
い
る
錯
究
す
ら
生
じ

る
。
た
だ
賛
摺停
を
い
わ
せ
て
も
ら
う
と
、
梅
原
・
斯
波
雨
氏
の
地
園
は
、
縮
尺

は
同
じ
な
の
に
大
き
さ
が
異
な
り
ゃ
や
不
便
で
あ
る
。
足
立
喜
六
『
長
安
史
蹟

の
研
究
』
所
牧
の
地
園
の
よ
う
に
、
ベ
ー
ス
に
な
る
地
図
を
つ
く
り
、
そ
の
上

に
透
明
な
紙
に
作
成
し
た
地
闘
を
重
ね
あ
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
工
夫
し
て
も
よ
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
最
近
の
印
刷
・
コ
ピ
ー
の
技
術
の
長
足
の
進
歩
は
か
な

り
の
こ
と
を
可
能
に
し
て
お
り
、
地
園
が
成
果
の

一
端
を
な
す
論
文
集
だ
け

に
、
無
い
も
の
強
請
り
が
し
た
く
な
る
。
そ
れ
と
今
一
つ
、
版
権
の
関
係
が
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ベ
ー
ス
に
な
っ
た
地
園
も
欲
し
い
所
で
あ
る
。

斯
波
義
信
「
宋
都
杭
州
の
一
商
業
該
」
は
、
周
知
の
ク
リ
ス
タ
ヲ
1
、
レ
ッ
シ

ュ
、
ス
キ
ナ
!
と
繍
く
研
究
の
線
上
に
展
開
さ
れ
る
論
で
あ
る
。
い
わ
ば
記
続

論
的
論
文
と
も
い
え
、
そ
の
他
の
論
文
で
も
指
摘
・
示
唆
さ
れ
た
い
く
つ
か
が
、

や
は
り
記
競
化
さ
れ
て
い
る
。
氏
の
都
市
に
関
す
る
新
し
く
幅
康
い
知
識
が
縦

横
に
騒
使
さ
れ
て
い
て
、
都
市
及
び
都
市
闘
を
含
め
た

一
つ
の
地
域
の
貧
相
が

浮
び
あ
が
る
。
た
だ
、
都
市
内
部
の
み
な
ら
ず
そ
の
周
没
に
存
在
す
る
複
雑
な

地
形
、
人
口
密
度
、
経
済
的
援
展
度
の
差
、
移
動
手
段
や
道
路
の
整
備
扶
況
さ
ら

に
は
方
法
に
よ
っ
て
も
生
じ
る
移
動
時
聞
や
移
動
距
離
の
遠
い
を
考
え
る
と
、

氏
の
作
成
さ
れ
た
整
然
と
し
た
六
角
形
の
セ
ル
が
ど
こ
ま
で
有
数
性
を
も
つ
の

か
、
屋
倒
的
な
理
論
の
展
開
に
儀
伏
し
つ
つ
も
疑
問
に
恩
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

佐
一
沙
雅
章
「
宋
元
時
代
の
杭
州
寺
院
と
慈
恩
宗
」
は
、
杭
州
に
お
け
る
普
通

の
寺
院
を
あ
っ
か
う
。
宋
の
南
港
に
よ
り
華
北
か
ら
慈
恩
宗
も
ま
た
南
に
う
つ

り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
城
内
に
い
く
つ
か
の
寺
院
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
。

示
さ
れ
た
地
固
に
よ
る
と
、
域
内
の
南
北
に
集
中
さ
れ
て
建
寺
さ
れ
、
し
か
も

寺
町
と
い
う
程
で
も
な
い
が
、
大
隆
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
卒
方
の
中
に
牧
ま
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
寺
は

「
街
の
寺
院
」
と
し
て
の
性
格
が
つ
よ
い
よ
う
で
あ
る

が
、
そ
れ
だ
け
に
域
内
で
の
寺
院
の
集
中
地
域
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
黙
に
注

意
を
ひ
か
れ
る
。
斯
波
氏
の
作
成
さ
れ
た
一
商
業
該
関
係
の
地
図
と
比
較
検
討
す

る
と
一
層
興
味
深
い
。
通
常
、
寺
院
で
は
市
が
ひ
ら
か
れ
た
り
す
る
が
、
案
外

い
わ
ゆ
る
一
商
業
匿
と
の
関
係
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
城
内
北
部
の
寺
域
に

は
燈
心
関
係
の
卸
賓
組
織
、
南
部
の
場
合
は
珠
子
・
築
関
係
の
卸
寅
組
織
が
あ

る
と
い
う
の
は
何
や
ら
示
唆
的
で
あ
る
。
一
評
者
は
か
つ
て
蘇
州
城
内
の
構
造
を

〈

5
〉

論
じ
た
が
、
そ
の
際
に
寺
観
の
宗
涯
は
留
意
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
に
宗
波
も
限
定
し
て
分
析
し
て
い
く
と
、
域
内
の
居
民
の
性
格
の
分
析
な
ど
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に
も
示
唆
を
輿
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
。

衣
川
強
「
杭
州
臨
安
府
と
宰
相
」
は
、
南
宋
史
を
刑
務
る
秦
檎

・
韓
倍
胃
・
史

預
遠

・
頁
似
道
の
四
人
の
宰
相
と
臨
安
の
関
係
を
論
じ
る
。
タ
イ
ト
ル
か
ら抽出

想
さ
れ
る
よ
う
な
権
力
者
の
都
市
政
策
論
と
は
呉
な
り
、
権
力
者
達
の
居
住
地

を
政
治
紋
勢
と
関
連
づ
け
て
論
じ
る
が
、

秦
織
が
宮
城
か
ら
一

・
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
韓
倍
由
円
が
七

0
0
メ
ー
ト
ル
、
史
粥
遠
が
五

0
0
メ
ー
ト

ル
、
買
似
道

が
六

・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
の
距
離
に
邸
宅
を
構
え
て
皇
帝
に
相
針
し
た
と
い

わ
れ
て
も
、
買
の
と
こ
ろ
意
味
が
剣
り
に
く
い
。
権
力
者
遠
の
居
住
地
を
探

り
、
政
治
機
構
や
権
力
の
貧
相
を
探
る
こ
こ
ろ
み
が
無
意
味
と
は
い
わ
な
い

が
、
そ
の
潟
に
は
さ
ら
に
深
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

邸
宅
を
構
え
る
に
は
都
市
の
事
情
や
個
人
の
好
み
も
あ
ろ
う
。
相
嘗
の
趣
味
人

だ
っ
た
賀
似
道
と
そ
の
他
の
三
人
に
は
嘗
然
違
い
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の

ほ
か
権
力
者
を
と
り
ま
く
人
人
の
居
住
地
、
時
代
に
よ
る
都
市
構
造
の
後
化
も

影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
一
層
一
意
味
が
深
く
な

ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
が
地
図
上
に
押
え
ら
れ
れ
ば
一
一
層
興
味
が
深
く
な
ろ
う
。

本
田
治

「宋
代
杭
州
及
び
後
背
地
の
水
利
と
水
利
組
織
」
は
、
杭
州
と
い
う

E
大
な
人
の
築
住
地
を
支
え
る
水
系
の
研
究
で
あ
る
。
園
都
お
よ
び
そ
の
周
治

の
多
量
の
そ
し
て
多
目
的
の
水
を
供
給
す
る
素
水
系
が
意
外
に
狭
隆
で
あ
る
こ

と
、
管
理
に
王
朝
が
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
な
ど
が
立
註
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
一
定
の
地
域
の
正
確
な
犯
揮
は
、
銀
市
の
分
類

・
耕
作
地
及
び
作
物
の

分
析
と
あ
い
ま
っ
て
、
都
市
と
後
背
地
の
賀
態
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ

る。

こ
の
よ
う
な
分
析
は
す
で
に
斯
波
氏
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
地
域
で
試
掘

が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
各
地
の
機
能
空
間
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
田

氏
が
最
初
に
の
ベ
る
通
り
、
こ
の
種
の
研
究
は
盈
積

・
抜
大
を
し
て
、
や
が
て

全
慢
を
論
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
い
く
つ
か
の
地
域
の
詳
細
な
研
究
の

上
に
王
朝
の
支
配
や
意
図
を
探
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
り
、
研
究
が
域
内
に

及
び
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
異
な
る
地
域
の
貸
態
が
明
ら
か
に
な
る
の
を
望
む
。

こ
こ
ま
で
讃
了
す
る
と
、
杭
州
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
買
態
が
か
な
り
明
ら
か

に
な
る
。
で
は
杭
州
内
の
文
化
活
動
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
。

中
園
の
都
市
に
は

歴
然
と
し
た
文
化
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
域
内
に
文
人
達
も
す
ん
で
い
る
。

次
の
二
編
は
こ
の
黙
に
関
興
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い

(6
)
 

て
は
ジ
ェ
ル
ネ
の

一
本
が
あ
る
。

し
か
し
、
本
書
の
二
編
は
劉
象
を
し
ぼ
っ
て

よ
り
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
論
じ
る
。

深
津
一
幸
「
陳
起
『
芸
居
乙
稿
』
を
讃
む
」
は
、
南
宋
代
の
杭
州
の
市
井
の

本
屋
の
主
人
陳
起
の
詩
集

「
芸
居
乙
稿
」
を
綴
き
な
が
ら
、
杭
州
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
。
何
庭
に
で
も
い
そ
う
な
文
筆
好
き
の
本
屋
の
主
人
の
作
品
の
中
に
浮

び
あ
が
る
市
井
の
様
子
に
は
興
味
を
ひ
か
れ
る
黙
が
多
い
。
中
園
で
は
感
じ
ら

れ
な
い
と
さ
れ
が
ち
な
都
市
文
化
の
一
面
が
浮
彫
り
に
な
る
。
書
庖
の
位
置
を

諸
地
図
で
検
索
す
る
と
一商
業
該
に
位
置
し
つ
つ
も
寺
院
集
合
地
区
に
も
近
い
。

居
住
区
と
し
て
は
は
ず
れ
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
行
動
様
態
も
し
の

ば
れ
る
。

宮
崎
法
子
「
西
湖
を
め
ぐ
る
給
登
|

|
南
宋
給
輩
史
初
探
|
|
」

は
、
臨
安

の
西
に
よ
こ
た
わ
る
西
湖
の
給
を
論
じ
る
。

一
般
に
都
市
化
が
す
す
む
と
田
園

な
ど
の
風
景
が
好
ま
れ
る
と
い
う
。
密
集
し
た
街
に
住
む
人
人
が
ひ
ろ
び
ろ
と

し
た
景
色
に
あ
こ
が
れ
る
の
は
蛍
然
と
い
え
ば
蛍
然
で
、
人
工
的
な
匡
劉

・
建

造
物
の
中
に
住
む
人
人
は
天
然
が
期
せ
ず
し
て
つ
く
り
あ
げ
た
、
そ
れ
故
に
人

の
心
の
琴
線
に
饗
き
か
け
る
景
色
に
あ
こ
が
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
西
湖
は
人
の

手
が
か
な
り
入
っ
た
景
色
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
四
季
折
折
の
楽
し
み
に
な
っ

た
の
は
そ
の
故
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
西
湖
の
寅
景
描
篤
と
目
さ
れ
る
給
は
一意

外
に
す
く
な
く
、
李
嵩
『
西
湖
圏
各
』
が
の
こ
る
ぐ
ら
い
と
い
う
。
ま
た
、
嘗
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時
す
で
に
給
葉
書
的
協
調
章
一
か
流
布
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
が
、
北
宋
の

王
安
石
に
「
観
明
州
園
」
の
詩
が
あ
る
の
を
勘
案
す
る
と
、
ま
こ
と
に
興
味
深

B
V
 従

来
、
美
術
史
の
論
文
と
い
え
ば
、
す
く
な
く
と
も
我
我
の
目
に
ふ
れ
る
も

の
は
名
霊
を
テ
i
マ
に
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
も
方
法
的
に
は
形
式
か

ら
入
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
中
で
、
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
『
西
湖
回
答
』

に
絞
っ
て
論
を
展
開
す
る
の
は
新
鮮
で
、
い
ま
は
や
り
の
都
市
の
記
続
準
に
も

逼
じ
る
菌
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
思
う
に
、
萎
術
の
分
野
で
も
っ
と
も
先
鋭
に

時
代
を
反
映
し
て
い
く
の
は
、
給
重
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
の
す
ぐ
れ
て
腕
魔

的
萎
術
で
は
あ
る
ま
い
か
。
宮
崎
論
文
は
美
術
史
の
あ
た
ら
し
い
ジ
ャ
ン
ル
へ

の
挑
戦
と
、
究
極
に
雲
舟
の
給
が
あ
る
黙
に
お
い
て
も
興
味
深
い
。

杭
州
に
関
す
る
幕
論
は
以
上
で
一
段
落
す
る
。
こ
れ
に
つ
ぐ
二
編
は
唐
宋
時

代
江
南
の
地
方
都
市
に
つ
い
て
で
あ
る
。

愛
宕
元
「
唐
代
の
揚
州
城
と
そ
の
郊
匡
」
は
、
大
運
河
の
支
黙
と
し
て
繁
策

し
た
揚
州
を
論
じ
る
。
考
設
は
多
岐
に
わ
た
り
、
城
内
外
の
復
元
が
め
ざ
さ
れ

る
。
周
迭
の
地
形
的
愛
情
か
揚
州
の
表
退
に
か
か
わ
り
、
唐
代
に
揚
一
盆
ニ
と

い
わ
れ
た
ほ
ど
の
都
市
が
や
が
て
奥
州
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
理
由
も
指
摘
す

る
。
氏
得
意
の
分
野
で
あ
り
、
手
馴
れ
た
得
物
を
打
ち
揮
っ
て
い
る
の
を
み
て

い
る
よ
う
な
小
気
味
よ
さ
が
あ
る
。
こ
う
し
た
文
献
率
的
な
都
市
の
復
元
・
考

察
は
遺
蹟
の
上
に
新
市
街
が
展
開
し
て
設
掘
調
査
が
困
難
な
時
に
は
多
大
の
数

果
を
あ
げ
う
る
し
、
同
時
に
地
下
遺
蹟
の
推
定
や
部
分
的
援
掘
と
照
合
に
よ
る

質
態
把
握
に
役
立
つ
。

璃
波
護
「
唐
宋
時
代
に
お
け
る
蘇
州
」
は
、
一
評
者
も
か
か
わ
っ
て
き
た
宋
代

の
蘇
州
園
『
宋
卒
江
図
』
を
利
用
し
て
の
蘇
州
論
で
あ
る
。
卒
江
固
は
ア
ン
ド

リ
ュ

1
・
ポ
イ
ド
の
紹
介
に
よ
れ
ば
、
ス
ケ
ー
ル
が
三
千
分
の
一
と
推
定
さ
れ

る
詳
細
な
石
刻
地
固
で
丸
し
お
こ
う
し
た
地
園
は
一
定
の
解
讃
法
を
確
立
す
れ

ば
有
数
な
史
料
と
な
る
。
本
論
は
卒
江
固
に
関
す
る
拙
論
へ
の
批
剣
も
か
ね
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
黙
は
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
の
こ
と
と
す
る
が
、
宋
卒
江
固
に

よ
っ
て
解
讃
し
え
た
基
本
的
事
柄
に
修
正
す
る
べ
き
黙
は
な
い
と
考
え
て
い
る

こ
と
を
一
言
し
て
お
く
。
な
お
、
宋
卒
江
園
は
、
す
で
に
森
鹿
三
氏
が
「
栗
椋

(

8

V

 

庵
所
磁
輿
地
図
解
設
」
の
脚
注
で
指
摘
さ
れ
、
璃
波
氏
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う

に
、
薬
徳
輝
深
刻
以
前
と
以
後
の
も
の
が
あ
る
。
人
文
科
拳
研
究
所
は
雨
種
所

蔵
し
て
い
る
由
で
あ
る
が
、
東
洋
文
庫
に
も
雨
種
所
磁
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『中
園
地
園
間
宇
史
』
に
は
原
石
全
世
を
示
し
た
潟
県
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
附
言
し
て
お
く
。

中
園
の
都
市
研
究
の
最
大
の
絞
黙
は
園
都
ク
ラ
ス
以
外
の
都
市
の
寅
態
が
な

お
不
明
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
揚
州
・
蘇
州
が
地
方
都
市
と
い
っ
て
も
寅
は
か
な

り
E
大
な
都
市
で
あ
る
こ
と
は
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
現

寅
に
は
こ
の
よ
う
な
都
市
の
研
究
も
不
充
分
な
の
で
あ
り
、
着
賞
に
裾
野
を
ひ

ろ
げ
て
い
く
よ
り
方
法
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
ち
な
み
に
、
昭
和
五
九
年
三
月

一
一
日
づ
け
の
朝
日
新
聞
夕
刊
の
宿
白

・
岸
俊
男
氏
の
封
談
「
卒
城
京
の

モ
デ
ル

は
?
|
|
日
本
の
都
城
制
と
惰
唐
の
都
城
|
|
」
で
、
宿
自
民
は
考
古
資
料
の

出
土
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
文
献
的
に
は
惰
・
唐
以
前
の
南
朝
の
城
は
柵
し
か

な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
中
園
の
都
城
の
繁
遷
を
考
察

し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
上
の
二
編
は
江
南
の
地
方
都
市
の
繁
透
、
ひ
い
て
は
唐
宋
聞
の
都
市
の
嬰

化
に
も
及
ぶ
論
で
あ
っ
た
が
、
以
下
の
三
編
は
都
市
的
な
も
の
を
追
う
。

宮
津
知
之
「
宋
代
の
都
市
一
商
業
と
園
家
|
|
l
市
易
法
新
考
1
l
a」
は
、
主
安

石
の
新
法
の
一
つ
と
し
て
名
高
い
市
易
法
を
と
り
あ
げ
る
。
市
易
法
は
都
市
の

流
通
の
園
滑
化
と
低
利
で
の
資
金
貸
付
け
に
よ
る
中
小
の
一
商
人
の
保
護
を
め
ざ
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し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
論
は
市
易
法
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
る
形
で

展
開
す
る
が
、
同
時
に
流
通
機
構
の
時
以
遠
と
い
う
時
代
の
趨
勢
の
中
で
結
局
度

止
さ
れ
て
い
く
と
す
る
。

川
上
恭
司

「宋
代
の
都
市
と
数
育
|
|
州
照
準
を
中
心
に

l
l」
は
、

州
豚

壊
の
問
題
を
日過
し
て
都
市
を
論
じ
る
。
た
だ
正
直
な
所
、
都
市
と
関
連
し
て
論

じ
る
た
め
の
兵
鐙
的
な
検
討
は
こ
れ
か
ら
で
、
基
礎
作
業
と
い
っ
た
感
が
つ
よ

い
。
建
皐
に
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
を
と
っ
た
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
人
物
の
性
格
も

不
明
な
も
の
が
あ
る
。
州
豚
間四千
を
創
建
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
建
設
者
の
基
盤

が
都
市
で
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
り
、
評
者
も
か
つ
て
注
目
し
指
摘
し
た

郷
飲
酒
躍
な
ど
の
具
鐙
的
な
検
討
が
必
要
な
の
は
氏
が
述
べ
ら
れ
る
通
り
で
あ

る。
森
田
憲
司

「文
自国
帯
君
の
成
立
1

l
地
方
紳
か
ら
科
壊
の
紳

へ
|
|
l
」
も
ま

た
科
場
制
に
関
す
る
。
都
市
の
紳
と
し
て
は
城
健
闘
が
有
名
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
士
大
夫
達
が
科
事
及
第
を
願
う
紳
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
科
穆
紳
の

登
場
と
い
う
姑
で
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
論
稀
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
我
図
の

場
合、

菅
原
道
県
す
な
わ
ち
天
紳
様
が
勉
皐
の
一
柳
と
な
る
。

こ
れ
に
劃
し
て
中

園
で
は
儒
数
関
係
者
で
な
く
、
萄
の
地
方
紳
が
科
血
中
の
柿
と
な
る
と
い
う
の
が

ま
こ
と
に
面
白
い
。
し
か
も
四
川
出
身
者
の
進
出
が
信
仰
の
抜
大
に
閥
興
す
る

と
い
う
指
摘
に
も
興
味
を
ひ
か
れ
る
。
神
神
は
征
服
す
る
と
い
う
が
、
こ
れ
に

か
か
わ
る
四
川
の
暴
風
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
間
関
与え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
武
人

関
羽
へ
の
信
仰
が
い
つ
の
ま
に
か
、
護
財
の
紳
へ
の
信
仰
と
な
る
の
と
あ
わ

せ
、
都
市
論
と
は
別
に
中
園
人
の
心
情
に
あ
ら
た
め
て
興
味
を
感
じ
た
。

以
上
の
三
編
は
都
市
そ
の
も
の
の
論
と
い
う
よ
り
、
都
市
的
な
も
の
を
扱
っ

た
論
文
で
あ
る。

一一商
業
活
動
・
数
育
活
動
と
科
事
に
ま
つ
わ
る
信
仰
、
こ
れ
ら

が
都
市
を
舞
釜
に
展
開
し
て
い
く
の
は
蛍
然
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
を
都
市
的

な
も
の
と
認
定
を
し
て
論
を
す
す
め
る
に
は
今
少
し
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

後
稿
を
期
待
し
た
い
。

都
市
の
路
氏
展
過
程
を
論
じ
た
も
の
ニ
編
。
い
ず
れ
も
歴
史
翠
の
み
を
皐
ん
で

き
た
者
に
感
じ
ら
れ
ぬ
眼
差
し
が
感
じ
ら
れ
、
新
鮮
で
あ
る
。

林
和
生
「
中
園
近
世
に
お
け
る
地
方
都
市
の
設
達
|
|
太
湖
卒
原
烏
青
鎮
の

場
合
|
|
」
は
、
江
南
の
鎮
の
援
護
を
論
じ
る
。
湖
州
の
東
端
に
あ
っ
た
烏
青

銀
は
、
交
通
の
要
所
で
あ
り
つ
つ
も
行
政
区
分
の
交
錯
す
る
地
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
故
か
、
典
型
的
鋲
と
し
て
妥
達
し
て
い
く
。
湖
州
に

つ
い
て
は
す
で
に
斯

(
9

)
 

波
氏
の
専
論
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
長
い
タ
イ
ム

・
ス
パ
ン
で
論
じ
る
。

併
讃
を

す
す
め
た
い
。

秋
山
元
秀

「
上
海
豚
の
成
立

l
|江
南
歴
史
地
誌
の

一
断
と
し

て
|
|
」

は
、
中
園
の
み
な
ら
ず
世
界
屈
指
の
E
大
都
市
の
上
海
の
形
成
を
論
じ
る
。
海

岸
線
の
進
展
と
水
路
の
嬰
化
に
と
も
な
っ
て
中
心
地
が
華
亭
豚
か
ら
青
龍
鋲
へ

と
移
動
し、

や
が
て
上
海
が
登
場
し
て
い
く
様
子
が
あ
た
か
も
霊
巻
を
ひ
ろ
げ

て
い
く
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

参
考
と
し
て
添
附
さ
れ
た
壮
大
な

「上
海
附
近
主

要
水
系
図
」
は
、
水
利
研
究
の
資
料
と
し
て
も
役
立
つ
。
か

つ
て
、
上
海
か
ら

太
湖
に
か
け
て
の
水
利

・
水
系
を
一
九
七
九
年
八
月
四
日
に
ラ
ン
ド

・サ

ッ
ト

で
撮
影
し
た
潟
員
で
解
析
し
、
そ
の
複
雑
な
水
系

・
水
質
に
驚
い
た
こ
と
が
あ

る
。
た
し
か
に
複
雑
な
、
そ
れ
故
に
ま
た
人
聞
の
孜
孜
営
管
と
し
た
営
み
を
感

じ
さ
せ
る
水
系
図
で
は
あ
る
。
た
だ
正
確
な
地
名

・
等
高
線
が
添
附
し
て
な
い

た
め
、
素
人
目
に
は
何
と
も
解
讃
し
に
く
い
水
系
固
で
も
あ
る
。

爾
論
は
と
も
に
長
い
目
で
都
市
の
繁
遜
を
追
っ
た
論
文
で
あ
る
。

個
個
の
時

代
に
つ
い
て
は
な
お
つ
め
る
べ
き
黙
も
多
い
が
、
そ
れ
は

一
人
の
力
で
は
む
ず

か
し
い
。
各
時
代

・
各
分
野
を
専
攻
す
る
者
の
協
力
も
必
要
で
あ
り
、
今
後
の

課
題
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
雨
編
に
斯
波
氏
の
提
示
さ
れ
る
方
法
を
あ
て
て
い
く
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と
、
ど
の
様
な
愛
化
・
結
果
が
で
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
知
り
た
く
思
う
。

杉
山
正
明
「
ク
ピ
ラ
イ
と
大
都
」
は
、
元
朝
の
園
都
大
都
を
論
じ
る
。
大
都

は
遊
牧
民
族
た
る
モ
ン
ゴ
ル
人
の
建
設
に
か
か
わ
り
、
明
・
清
と
つ
な
が
る
北

京
の
租
型
と
な
っ
た
都
市
で
あ
る
。
中
園
の
園
都
に
は
『
周
躍
』
多
官
・
考
工

記
に
示
さ
れ
る
基
本
的
考
え
が
あ
り
、
そ
れ
と
質
際
の
都
市
設
計
を
如
何
に
考

え
る
か
が
一
つ
の
問
題
で
あ
っ
た
。
完
全
に
一
致
す
る
都
市
は
寅
際
に
は
み
あ

た
ら
な
い
が
、
も
っ
と
も
近
い
の
が
モ
ン
ゴ
ル
人
の
建
設
に
か
か
わ
る
大
都
で

あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
氏
は
、
大
都
が
基
本
的
に
は
モ
ン
ゴ
ル

人
が
住
む
た
め
の
都
市
で
な
く
、
帯
園
の
偉
容
を
示
す
た
め
の
、
つ
ま
り
見
せ

る
た
め
の
都
市
だ
っ
た
と
す
る
。
勿
論
、

E
大
な
一一帝
閣
の
首
都
が
た
だ
の
お
飾

り
と
し
て
の
み
造
営
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
諸
機
能
を
果
し
て
経
済
・

行
政
上
、
重
要
な
役
割
り
を
果
し
た
こ
と
、
地
理
的
に
も
千
年
の
歴
史
に
耐
え

う
る
土
地
だ
っ
た
こ
と
も
論
じ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
論
の
一
方
で
、

モ
ン
ゴ
ル
人
の
風
習
を
い
か
し
、
内
部
に
越
多
キ
ャ
ン
プ
の
設
営
に
似
た
構
造

を
も
っ
て
い
た
と
す
る
。
示
さ
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
の
い
く
つ
か
の
都
市
プ
ラ
ン
を

勘
案
す
る
と
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
が
、
で
は
何
故
歴
代
の
皇
帝
が
都
市
の
中

に
住
ま
な
か
っ
た
(
設
営
し
な
か
っ
た
)
の
か
、
疑
問
、が
の
こ
っ
た
。
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各
論
を
概
観
し
て
き
た
が
、
中
に
は
都
市
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
結
び
つ
か
ぬ
も

の
も
あ
っ
た
。
さ
り
と
て
今
一
つ
の
タ
イ
ト
ル
の
文
化
に
入
ら
ぬ
も
の
も
あ

る
。
都
市
と
文
化
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
、
ど
う
し
て
も
都
市
文
化
的
な
も
の

を
連
想
し
て
し
ま
う
せ
い
も
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
本
書
の
讃
了
後
の
イ
メ
ー

ジ
が
飢
反
射
を
し
て
し
ま
い
、
質
像
を
む
す
び
に
く
い
。
と
は
い
え
、
本
来
、

都
市
に
射
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
混
沌
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
こ
そ
都
市
で
は

な
い
か
、
と
も
い
い
え
よ
う
。
も
と
も
と
、
ア
ジ
ア
あ
る
い
は
中
園
に
お
い

て
、
都
市
と
は
何
か
と
い
う
大
前
提
が
あ
り
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
一
歩
と

も
考
え
う
る
か
ら
で
あ
る
。

本
書
は
、
我
園
に
お
け
る
最
-
初
の
中
園
都
市
専
門
の
論
集
で
あ
り
、
都
市
研

究
の
現
朕
や
今
後
の
問
題
な
ど
、
な
げ
か
け
た
問
題
は
多
い
。
輿
え
ら
れ
た
紙

数
で
紹
介
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
こ
と
に
概
括
的
な
紹
介
に
終
っ
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
黙
は
一
評
者
の
力
の
い
た
ら
な
さ
に
も
一
因
が
あ
り
、
編
者
・
執
筆

者
の
御
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
た
だ
最
一
初
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
こ
の
種

の
論
文
集
は
目
的
や
編
成
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
ま
た
難
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
従
っ
て
各
部
分
・
分
揺
を
キ
チ

ン
と
定
め
て
執
筆
す
る
こ
と
も
一
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
書
が
あ
ら
ゆ
る

意
味
に
お
い
て
中
園
都
市
史
研
究
上
の
金
字
塔
と
な
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

そ
れ
だ
け
に
明
確
な
一
意
園
の
提
示
が
ほ
し
か
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
本
を
閉
じ
て
長
嘆
息
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
何
と
賞
調
停

な
本
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
今
日
の
出
版
事
情
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
し

か
も
大
き
な
地
闘
を
使
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
公
け
の
助
成
金
あ
っ

て
の
故
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
で
こ
う
し
た
苦
心
の
良
書
が
、
配
布
さ
れ
る
の
み

で
個
人
の
手
に
入
り
が
た
い
の
も
疑
問
と
し
て
の
こ
っ
た
。
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註(
1〉

斯
波
義
信
「
中
園
都
市
を
め
ぐ
る
研
究
概
況
|
|
法
制
史
を
中
心
に

|
|
」

(
『
法
制
史
研
究
』一一
一一一
、
一
九
七
三
年
〉。

(
2
)

加
藤
繁
「
宋
代
に
於
け
る
都
市
の
端
技
達
に
就
い
て
」
(
『
支
那
経
済
史
考

詮』
、
昭
和
二
七
年
〉
ほ
か
。
斯
波
義
信

「中
園
都
市
を
め
ぐ
る
日
本
の
研

究
|
|
宋
代
を
中
心
に

l
l」
3
5四
ω
E
5
2
2臼
-
2
5
1

(
3〉
例
え
ば
脇
田
晴
子
『
日
本
中
世
都
市
論
』
(
東
京
大
皐
出
版
曾
、

九
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八
一
年
)
の
序
論
の
中
で
も
、
中
園
都
市
へ
の
言
及
が
な
い
。

(

4

)

オ
ッ
ト
l
・
プ

ル
ン

ナ
1

ハ
成
瀬
治

・
卒
城
照
介
ほ
か

共
誇
〉
『
ヨ
1

ロ
ッ
パ
ー
ー
そ
の
歴
史
と
精
神
|
|
』
(
岩
波
書
庖
、
昭
和
四
九
年
〉
。
所
牧

論
文
の
う
ち
酒
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
民
と
ロ
シ
ア
の
市
民
」
は
、
そ
の
前

一
章
の
沼
、

「
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
史
に
お
け
る
都
市
と
市
民
」
と
共
に
多
く
の
示
唆

を
輿
え
る
。

(
5〉
伊
原
弘
「
江
南
に
お
け
る
都
市
形
態
の
袋
蓬
|

|
宋
卒
江
図
解
析
作
業

|
|
」

(
宋
代
史
研
究
報
告
第
一
集
『
宋
代
の
杜
舎
と
文
化
』
昭
和
五
八
年
〉
。

(
6
)
r
s
E加
の
巾
『ロ
2
H
b
R
σ
hq
，伐

を
の
玄
2
1
0司
H
V
間
同
d
向。
¥
H
F司

ミ
S
向
。
目

i
y
d
b
h凡

S
H
N
8
1】
凶
吋
少

ω円白
ロ『
O
『L
Cロ宮
市
『∞
-
q
H
J巾回目
・
呂
田

N・

(

7

)

ア
ン
ド
リ

ュ
l
・
ボ
イ
ド
、
田
中
淡
均
一
辞
『
中
園
の
建
築
と
都
市
』
(
鹿

島
出
版
舎
、
昭
和
五
四
年
)
。

(8
)

森
鹿
一
一
一
『
東
洋
築
研
究
|

|
歴
史
地
理
篇
』
所
牧
(
東
洋
史
研
究
舎
、

昭
和
四
五
年
)
。

(
9
)

斯
波
義
信

「
漸
江
湖
州
に
お
け
る
定
住
の
沿
革
」
(『
中
園
哲
翠
史
の
展

撃
と
模
索
』
一
九
七
六
年
)
。一

九
八
四
年
三
月

京
都
大
祭
人
文
科
察
研
究
所

B
五
版
五
一
入
頁

渡
部
忠
世
・
棲
井
由
弼
雄
編

中
国
江
南
の
稲
作
文
化
ー
ー
そ
の
学
際
的
研
究
||

足

啓

立

本
書
は
、

一
九
七
九
年
七
月
、

京
都
大
祭
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
で
開

か
れ
た

「
江
南
デ

ル
タ

・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
お
け
る
討
論
の
記
録
で
あ
る
。

ま
え
が
き
に
よ
る
と
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
デ
ル
タ
の
比
較

研
究
を
行
っ
て
い
る
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ス
タ
ッ
フ
の
呼
び
か
け
に

よ
っ
て
関
か
れ
た
。
長
江
下
流
域
の
農
耕
方
式
・
水
利
開
設
等
に
つ

い
て
の
幾

つ
か
の

テ
l
マ
を
た
て
、
ま
ず
中
園
史
研
究
者
が
概
括
的
報
告
を
行
い
、
こ
れ

に
封
し
、
生
態
皐

・
作
物
回
目了
地
理
摩
・
気
象
皐
等
の
研
究
者
が
、
専
門
の
立

場
か
ら
批
剣
的
な
論
黙
を
提
示
し
、
こ
れ
ら
を
受
け
て
討
論
が
進
め
ら
れ
る
。

あ
る
種
の
阿
倍
際
的
討
論
に
あ
り
勝
ち
の
、
土
蓋
に
つ
い
て
の
考
察
を
抜
き
に
し

た
文
化
比
較
と
は
異
り
、
農
耕
方
式
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
具
瞳
的
な
検
歪
が

積
み
重
ね
ら
れ
る
。
こ
の
討
論
の
進
め
方
は
、
東
南
ア
ジ
ア
を
専
門
と
す
る
フ

ィ
ー
ル
ド
系
研
究
者
が
、
問
題
の
焦
黙
と
な
る
漢
籍
を
事
前
に
讃
ん
で
濁
自
の

見
解
を
準
備
さ
れ
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
参
加
者
の
積
極
的
姿
勢
と
相
侠
っ

て
、

中
園
史
で
は
除
り
例
の
な
い
、
こ
の
康
範
な
分
野
の
研
究
者
に
よ
る
皐
際
的
討

論
を
、
質
り
多
い
も
の
と
し
て
い
る
。
討
論
で
確
認
さ
れ
た
成
果
は
も
と
よ
り
、

討
論
の
過
程
で
フ
ィ
ー
ル
ド
系
研
究
者
か
ら
出
さ
れ
た
多
く
の
示
唆
に
富
ん
だ

論
貼
も
、
今
後
の
中
園
杜
曾
経
済
史
研
究
の
設
展
に
、
少
な
か
ら
ぬ
役
割
り
を

果
た
す
も
の
と
な
ろ
う
。

本
書
は
次
の
六
一
軍
よ
り
成
る
。

第
一
章
火
耕
水
縛
を
め
ぐ
っ
て

第
二
一軍

宋

・
元
代
の
坪
田

・
園
田
を
め
ぐ
っ
て

第
三
牽
占
城
稲
を
め
ぐ
っ
て

第
四
-
掌
明

・
清
時
代
の
分
好
を
め
ぐ
っ

て

第

五

章

商

品
作
物
の
展
開

終

章

江

南

農

業

と

日

本

ま
ず
、
章
を
追
っ
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
た
だ
多
数
の
参
加
者
に
よ
る
シ

nu 。。


