
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
黙
に
つ
い
て
の
議
論
の
展
開

も
期
待
し
た
い
と
お
も
う
。

以
上
、
本
書
の
豊
富
な
内
容
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
が
、
敢
え
て
幾
つ
か
の
疑

問
貼
・
問
題
燃
を
提
示
し
て
み
た
。
今
後
の
議
論
に
資
す
る
燃
が
あ
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。
ま
た
そ
の
多
く
は
皐
界
の
懸
案
と
さ
れ
る
諸
問
題
に
か
か
わ
る
も
の

で
あ
り
、
私
自
身
の
検
討
課
題
と
し
て
受
け
と
め
て
い
き
た
い
。
大
著
で
も
あ

り
、
或
い
は
著
者
の
設
を
充
分
消
化
で
き
ず
誤
解
し
て
い
る
貼
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
う
し
た
貼
に
つ
い
て
は
著
者
・
讃
者
の
御
海
容
を
乞
い
た
い
。

な
お
著
者
に
は
財
政
の
機
構
・
支
出
・
思
想
な
ど
に
つ
い
て
の
論
考
も
多

い
。
そ
れ
ら
が
ま
と
め
ら
れ
全
値
的
な
秦
漢
代
財
政
史
研
究
と
し
て
完
成
す
る

日
の
遠
く
な
い
こ
と
を
望
み
た
い
と
お
も
う
。

一
九
九
三
年
一
二
月
東
京
汲
古
書
院

A
五
剣
六
八

O
頁

一

七

0
0
0圏
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山
田
賢
著

移
住
民
の
秩
序

井

上

徹

明
清
時
代
史
研
究
の
分
析
方
法
が
八

0
年
代
を
お
お
ま
か
な
匿
切
り
と
し
て

大
き
く
蹴
深
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
現
在
、
多
く
の
研
究
者
に
共
有
さ
れ
る
認

識
で
あ
る
か
に
み
え
る
。
そ
の
同
炭
化
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
研

究
者
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
意
義
付
け
が
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
歴
史
褒
展
を
基
準
と
し
て
作
ら
れ
た
世
界
史
に
共
通
す
る
設
展
の
図
式
を

モ
デ
ル
と
し
て
中
園
祉
禽
と
そ
の
歴
史
を
解
明
す
る
、
こ
う
し
た
分
析
方
法
を

ひ
と
ま
ず
離
れ
て
、
中
園
社
舎
の
側
に
親
貼
を
据
え
、
そ
の
濁
自
の
史
的
展
開

の
過
程
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
模
索
の
作
業
は
現
在
に
至
る
ま
で
縫
繍
中
で

あ
る
。
そ
う
し
た
作
業
の
一
つ
は
、
漢
族
の
移
住
と
い
う
観
黙
か
ら
中
園
史
を

再
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
書
も
、
か
か
る
観
貼
か
ら
の
研
究
の

成
果
の
一
つ
と
し
て
援
表
さ
れ
た
。
最
初
に
、
本
書
の
構
成
を
掲
げ
て
お
こ

た
勺
ノ
。

-159ー

は
し
が
き

閥
連
地
図

序
一意

中
圏
内
地
移
住
史
の
課
題

第
l
部
移
住
民
と
地
域
統
合

第

一
章

四
川
省
雲
陽
豚
|
|
嘉
慶
白
蓮
数
反
飢
前
夜
の
移
住
民
社
合
|

第
二
一軍

移
住
民
社
舎
と
地
域
エ
リ
ー
ト
|
|雲
陽
豚
悼
郎
氏
の
軌
跡
|

|
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体
統
中
閣
に
お
け
る
同
族
結
合
・
同
郷
結
合
に
関
す
る
血児
童日
i
l
ls

四
川
省
雲
陽
豚
訪
問
記
|

|

第
H
部
移
住
民
と
地
域
第
動

第
三
章
雲
陽
豚
移
住
民
社
舎
に
お
け
る
嘉
慶
白
蓮
数
反
飢

第
四
章

嘉
慶
白
蓮
数
反
飢
の
思
想
|

|
白
蓮
数
宗
教
儀
雄
解
析
試
論
|

第
四
部
移
住
民
社
舎
の
鯵
駕

第
五
章

「
紳
糧
」
と
「
公
局
」
|
|
清
代
四
川
の
地
域
エ
リ
ー
ト

|
l

第

六

章

四
川
省
合
州
||

公
局
H
H
紳
糧
睦
制
の
成
立
|
|

第
七
章
清
末
四
川
の
紅
燈
数
反
飢
|

|
移
住
民
社
舎
の
終
駕
|
|

結

語

あ
と
が
き

附
篇

本
書
の
構
成
の
う
ち
、
関
連
の
研
究
を
整
理
し
、
問
題
黙
を
摘
出
し
た
序
章

か
ら
第
五
章
ま
で
は
、
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
九
二
年
ま
で
の
聞
に
設
表
さ
れ

た
論
文
を
収
録
し
て
い
る
が
、
牧
録
に
際
し
て
は
、
全
鐙
の
構
成
の
整
合
性
に

注
意
を
梯
っ
て
、
加
筆
、
訂
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
六
章
と
第
七

章
は
、
結
語
と
と
も
に
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
本
書
が
検
討

の
劉
象
と
す
る
の
は
、
古
典
河
流
域
に
源
を
も
っ
漢
民
族
が
繰
り
返
し
て
き
た
移

住
の
最
終
的
局
面
と
も
い
う
べ
き
清
代
の
四
川
で
あ
る
。
こ
の
地
域
は
、
清
初

の
十
七
世
紀
、
張
献
忠
の
反
飢
と
い
う
偶
渡
的
要
因
に
よ
り
先
住
者
が
激
減
し

て
空
白
朕
態
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
清
末
ま
で
の
聞
に
人
口
は
四
千
蔦
を
超

え
る
ま
で
に
な
る
。
か
か
る
四
川
の
状
況
は
、
移
住
民
に
よ
っ
て
空
白
朕
態
の

な
か
か
ら
創
出
さ
れ
る
体
統
中
園
の
地
域
が
、
い
か
に
「
秩
序
」
に
向
け
て
牧

東
し
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
い
か
な
る
摩
擦
が
生
じ
た
の
か
を
検
詮
し
う
る

E

大
な
寅
験
場
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
。
「
序
章
」
で
提
示
さ
れ
た
本
書
の

課
題
は
三
つ
、
移
住
民
社
舎
に
お
け
る
地
域
統
合
の
か
た
ち
を
、
四
川
省
雲
陽

豚

・
合
州
と
い
う
具
鐙
的
な
場
で
問
う
こ
と
、
強
い
統
合
盤
力
ゆ
え
に
地
域
内

部
に
育
ま
れ
た
反
統
合
へ
の
運
動
を
、

嘉
慶
白
蓮
数
反
飢
と
い
う
具
鍾
的
事
件

に
聞
し
て
解
明
す
る
こ
と
、
地
域
統
合
と
反
統
合
の
地
域
第
動
が
終
息
し
た
後

に
現
れ
た
地
域
社
舎
の
新
た
な
相
貌
を
描
寓
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

第
I
部
第
一

-寧
は
、
移
住
民
社
舎
に
お
け
る
地
域
統
合
の
か
た
ち
を
考
察
す

る
起
黙
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
最
初
に
検
討
さ
れ
る
の
は
、
四
川
へ

の
移
住
の
欣
況
で
あ
る
。
清
初
以
来
、
人
口
座
力
に
悩
ま
さ
れ
る
先
進
開
設
地

匡
か
ら
周
縁
へ
と
向
か
う
移
住
民
の
流
れ
は

E
大
な
う
ね
り
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
一
つ
が
、
張
献
忠
の
飢
で
荒
慶
し
た
四
川
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
肥

沃
な
四
川
卒
原
は
乾
隆
年
閉
ま
で
の
閲
に
移
住
民
に
よ
っ
て
占
め
澄
さ
れ
た
た

め
、
後
の
移
住
民
は
、
殿
し
い
自
然
環
境
の
下
に
あ
る
山
岳
地
神
|
|
四
川
・

侠
西
・
湖
北
三
省
交
界
地
帯
|
|
へ
と
向
か
い
、
こ
の
山
岳
地
帯
へ
の
移
住
は

山
内
の
開
設
が
飽
和
状
態
に
淫
す
る
乾
隆
末
・
嘉
慶
初
年
の
時
期
ま
で
績
け
ら

れ
る
。
四
川
へ
の
移
住
民
を
最
も
大
量
に
途
り
出
し
た
の
は
、
湖
北

・
湖
南
の

洞
庭
湖
を
中
心
と
す
る
湖
底
卒
原
で
あ
り
、
こ
の
地
域
は
、
開
設
途
上
の
明

代
、
江
西
か
ら
移
住
民
を
受
容
し
た
が
、
清
初
以
降
は
、
四
川
方
面
に
向
か
う

移
住
民
の
析
出
地
へ
と
努
貌
し
て
い
る
。
な
ぜ
、
湖
庚
は
大
量
の
移
住
民
を
析

出
し
た
の
か
。
著
者
は
、
そ
の
原
闘
を
、
湖
庚
卒
原
の
開
設
の
終
了
と
相
射
的

過
剰
人
口
に
求
め
て
い
る。

す
な
わ
ち
、
湖
庚
卒
原
の
人
口
肥
大
化
は
あ
ら
ゆ

る
手
段
を
通
じ
て
の
団
地
扱
大
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
境
(
な
い
し

土
堤
)
の
築
造
に
よ
っ
て
耕
地
を
安
定
的
に
確
保
し
て
き
た
洞
庭
湖
周
透
低
源

地
、
及
び
、
水
利
の
安
定
供
給
を
農
業
の
課
題
と
し
て
塘
、
堰
(
貯
水
池
、
用

水
路
〉
が
設
け
ら
れ
た
微
高
地
、
山
関
部
は
、
清
代
に
は
と
も
に
従
前
の
水
利

機
能
が
低
下
し
、
前
者
で
は
水
害
、
後
者
は
干
害
の
深
刻
化
・
資
域
化
へ
と
鋳

-160ー



547 

結
し
た
。
更
に
、
人
口
増
加
に
伴
う
土
地
不
足
、
回
債
の
騰
貴
、
結
果
的
に
現

象
す
る
富
戸
へ
の
土
地
集
中
と
い
っ
た
僚
件
が
加
わ
り
、
零
細
化
す
る
自
耕

地
、
佃
作
に
よ
る
農
業
枚
入
の
み
で
は
再
生
産
が
不
可
能
な
農
民
が
出
現
す

る
。
彼
ら
は
何
ら
か
の
形
で
現
金
枚
入
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
蛍
時
、

四
川
と
湖
底
風
を
結
ぶ
長
江
は
四
川
か
ら
人
口
密
集
地
域
へ
と
米
穀
を
織
出
す
る

流
通
の
大
動
厭
で
あ
り
、
一
方
、
綿
布
の
一
大
生
産
地
へ
と
成
長
し
て
い
た
湖

庚
卒
原
か
ら
は
、
四
川
へ
手
工
業
製
品
が
搬
出
さ
れ
た
。
湖
庚
卒
原
か
ら
析
出

さ
れ
た
農
民
は
、
こ
の
流
通
ル
l
ト
を
前
提
と
し
て
、
湖
底
と
四
川
の
開
を
往

復
す
る
行
商
に
よ
る
現
金
獲
得
の
道
を
選
揮
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
季
節

的
な
往
来
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
一
一
一
省
交
界
地
帯
で
、
土
地
、
耕
作
穫
を
嬰
得

し、

家
族
を
引
き
連
れ
て
次
第
に
生
活
の
基
盤
を
移
植
し
、
定
住
者
へ
と
縛
化

し
て
い

っ
た
。
土
地
、
耕
作
権
を
喪
得
し
た
移
住
民
は
、
一
般
に
夏
季
は
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
栽
培
と
そ
れ
に
伴
う
養
豚
に
従
事
し
、
冬
季
は
商
業
活
動
を
営
む
べ

く
低
地
へ
と
目
隠
し
た
と
い
う
。

以
上
、
湖
庚
卒
原
か
ら
析
出
さ
れ
た
移
住
民
が
三
省
交
界
地
帯
に
定
住
し
て

い
〈
状
況
を
概
観
し
た
著
者
は
、
つ
い
で
、
移
住
民
が
、
そ
の
定
住
過
程
に
お

い
て
い
か
な
る
社
舎
関
係
を
取
り
結
び
、
い
か
な
る
秩
序
意
識
の
下
に
地
域
社

舎
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
。
検
討
に
際
し
て
、
著
者
は
、
文
化

人
類
皐
者
の
瀬
川
昌
久
氏
が
示
し
た
移
住
地
に
お
け
る
祉
曾
関
係
努
濯
の
定
式

を
も
と
に
、
地
域
社
舎
形
成
の
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
最
初
に
行
わ
れ
た
の

は
、
三
省
交
界
地
帯
の
各
地
か
ら
摘
出
し
た
史
料
を
用
い
て
、
モ
デ
ル
の
枠
組

み
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
①
乾
隆
期
、
三
省
交
界
地
帯
へ
大
量
の
移
住
民

が
流
入
し
、
各
地
に
多
く
の
新
し
い
村
落
が
誕
生
す
る
。
村
落
結
合
の
核
と
な

る
人
的
結
合
関
係
の
基
本
は
一
般
的
に
は
後
績
の
移
住
民
が
先
行
す
る
者
か
ら

土
地
を
借
り
る
租
佃
関
係
に
求
め
ら
れ
る
が
、
特
徴
的
な
の
は
租
佃
関
係
が
同

郷
出
身
者
聞
で
精
は
れ
た
黙
で
あ
り
、
移
住
民
の
定
住
過
程
で
形
成
さ
れ
る
村

落
は
同
郷
の
紳
|
|
共
通
の
言
語
、
習
俗
を
保
持
ー
ー
に
よ
っ
て
様
々
な
家
族

が
集
住
す
る
形
態
す
な
わ
ち
同
郷
村
落
で
あ
る
。
②
か
か
る
同
郷
村
落
は
、

そ

の
後
清
末
ま
で
に
次
第
に
解
鐙
へ
向
か
い
、
同
姓
村
落
へ
と
改
編
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
十
分
な
族
人
口
と
資
力
を
有
す
る
ま
で
に
成
長
し
た
有

力
氏
族
は
同
郷
集
固
か
ら
離
脱
し
て
新
た
に
同
姓
村
落
|
|
緊
居
形
態
を
伴
う

同
族
結
合
ー
ー
を
形
成
す
る
が
、
厳
し
い
自
然
環
境
、
社
舎
環
境
(
例
え
ば
土

客
の
争
い
)
か
ら
逃
避
で
き
る
確
か
な
「
嬢
所
」
と
し
て
最
終
的
に
選
揮
さ
れ

た
祉
曾
関
係
は
同
族
結
合
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
故
に
、
有
力
氏
族
に
お
い
て
先

行
的
に
貧
現
さ
れ
た
同
族
結
合
が
三
省
交
界
地
帯
の
到
る
庭
に
見
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
③
有
力
氏
族
は
、
「
自
生
的
に
誕
生
し
た
同
族
結
合
」
を
、
停
統
的

債
値
観
に
沿
い
つ
つ
組
織
と
し
て
固
定
せ
し
め
よ
う
と
し
、
こ
こ
に
、
宗
族
が

誕
生
す
る
。
つ
い
で
著
者
は
、
以
上
の
モ
デ
ル
を
、
四
川
省
雲
陽
豚
と
い
う
具

健
闘
な
場
に
お
い
て
検
査
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
湖
北
省
と
の
省
境
に
近
い
雲

陽
豚
の
地
域
経
済
は
、
長
江
沿
岸
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
立
地
保
件
ゆ
え

に
、
長
江
流
遁
ル
l
ト
に
大
き
く
依
存
し
、
米
穀
、
躍
な
ど
が
搬
出
さ
れ
る
流

遁
経
済
の
要
衝
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
領
域
は
長
江
の
北
岸
と
南
岸
と
に
分
か

れ
る
。
明
初
以
来
の
初
期
の
移
住
民
は
、

山
が
ち
な
南
岸
の
、
安
定
し
た
湧
水

に
恵
ま
れ
る
山
脚
部
の
小
規
模
な
河
谷
(
溝
)
を
定
住
の
援
黙
と
し
て
選
揮

し
、
「
填
」
と
呼
ば
れ
る
低
卒
地
が
黙
在
し
、
水
利
施
設
の
施
工
が
不
可
散
な

北
岸
の
開
設
は
、
高
度
な
水
利
技
術
を
身
に
つ
け
た
清
代
の
湖
底
出
身
移
住
民

に
委
ね
ら
れ
た
。
清
代
中
期
に
綴
々
と
流
入
し
た
移
住
民
は
限
ら
れ
た
北
岸
低

卒
地
へ
の
定
着
を
め
ぐ
っ
て
相
互
に
競
合
せ
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
土
着
民
と
の

制
札
機
に
も
耐
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
著
者
は
、
流
通
の
結
節
貼
た
る

鯨
内
の
城
鋲
に
居
住
し
た
移
住
民
地
主
が
同
郷
舎
舘
を
利
用
し
て
特
定
の
産

-161ー
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業
-
一
商
品
の
濁
占
に
成
功
し
た
こ
と
を
論
じ
た
後
、
上
記
の
モ
デ
ル
が
雲
陽
豚

に
も
適
合
す
る
こ
と
を
検
詮
し
て
い
る
。
諸
銀
居
住
の
移
住
民
地
主
(
氏
族
〉

の
、
同
族
緊
居
形
態
へ
の
移
行
、
宗
澗
の
建
置
、

祭
田
の
設
置
、
族
譜
編
纂
位
一寸

の
事
業
を
媒
介
と
し
た
宗
族
へ
の
改
編
で
あ
り
、
宗
洞
の
建
置
は
、
氏
族
の
移

住
の
完
結
と
、
齢
住
地
に
お
け
る
ス
テ
イ
タ
ス
の
確
立
を
意
味
し
て
い
る
と
す

る
。
著
者
は
、
最
後
に
、
宗
問
、
山
築
を
備
え
た
宗
族
組
織
の
成
立
の
一
方

で
、
有
力
氏
族
が
押
さ
え
た
流
通
経
路
か
ら
排
除
さ
れ
、
族
的
結
合
自
鐙
が
危

機
に
さ
ら
さ
れ
る
同
族
集
園
の
析
出
を
想
定
し
、
嘉
慶
白
蓮
数
反
胤
に
お
け
る

封
抗
関
係
に
、
雨
者
の
そ
れ
が
反
映
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
し
て
い

る。
以
上
の
第
一
章
は
、
既
設
表
論
文
「
清
代
の
移
住
民
社
舎
|
|
嘉
慶
白
蓮
数

反
飢
の
基
礎
的
考
察
|
|
」
(
『史
林
』
六
九
|
六
、
一
九
八
六
年
〉
を
も
と

に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
に
組
み
込
む
に
際
し
、
著
者
が
、
流
動
性
、
不

安
定
性
と
い
う
概
念
を
重
視
し
て
い
る
鮎
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
こ
う
。
第
E

部
第
三
章
の
冒
頭
に
、
「
移
住
民
社
舎
の
流
動
性
、
不
安
定
性
は
、
む
し
ろ
そ

の
放
に
こ
そ
強
い
祉
曾
統
合
へ
の
座
力
を
生
み
出
す
揺
箆
と
な
る
」
と
述
べ

て
、
第
一
章
で
提
示
さ
れ
た
宗
族
に
至
る
祉
舎
統
合
の
動
き
が
生
み
出
さ
れ
る

背
景
を
、
「
流
動
性
、
不
安
定
性
」
と
い
う
概
念
で
ト
ー
タ
ル
に
把
握
し
て
い

る
。
流
動
性
、
不
安
定
性
と
い
う
概
念
は
、
著
者
の
従
前
の
作
業
の
な
か
で

は
、
「
中
園
史
に
お
け
る
人
の
移
動
と
枇
舎
興
容
」
(
『
祉
禽
経
済
史
皐
の
課

題
と
展
望
」
、
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
〉
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
が
い
か
な
る
意
味
で
こ
の
概
念
を
用
い
て
い
る
の
か
は
、
蛍
一
該
論
文
に
修

正
を
加
え
た
本
書
の
序
章
を
遜
じ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
序
章
は
、
移
住
・

開
設
に
関
す
る
従
来
の
研
究
成
果
を
紹
介
し
た
な
か
で
、
移
住
民
が
大
量
に
流

入
し
た
関
税
且
途
上
の
地
域
(
透
境
〉
に
お
け
る
「
流
動
性
」
(
な
い
し
移
動

性
〉
の
高
さ
や
「
劣
悪
な
自
然
・
祉
曾
環
境
」
な
ど
を
指
摘
し
、
そ
う
し
た
移

住
民
の
流
入
に
と
も
な
う
流
動
性
、
環
境
の
劣
悪
さ
を
総
合
し
て
、
流
動
性
、

不
安
定
性
と
い
う
用
語
で
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
で
検
討
が

行
わ
れ
た
三
省
交
界
地
柏
市
の
場
合
で
言
え
ば
、
こ
の
山
岳
地
帯
を
と
り
ま
く
殿

し
い
自
然
環
境
、
そ
し
て
、
清
初
よ
り
連
綿
と
繕
綴
さ
れ
た
移
住
民
の
流
入
の

情
況
の
も
と
で
の
、
移
住
民
間
土
の
、
あ
る
い
は
土
着
民
と
の
争
い
な
ど
の
、

祉
禽
環
境
の
巌
し
さ
が
そ
の
兵
鐙
的
内
容
を
な
す
。

第
二
章
は
、
か
か
る
流
動
性
、
不
安
定
性
の
概
念
を
念
頭
に
置
い
て
、
同
族

結
合
(
な
い
し
宗
族
〉
を
結
節
黙
と
す
る
安
定
的
な
社
禽
健
制
が
ど
の
よ
う
に

形
成
さ
れ
た
の
か
を
、
湖
北
蒲
折
豚
を
郷
里
と
し
、
湖
北
と
四
川
の
流
通
ル
ー

ト
に
沿
っ
て
雲
陽
豚
に
移
住
し
た
徐
氏
の
軌
跡
を
通
し
て
検
詮
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
雲
陽
徐
氏
は
、
そ
の
起
黙
と
な
る
功
売
な
る
者
の
子
の
関
盛
の
時
、
彰

渓
流
域
の
山
中
の
老
龍
坪
で
土
地
を
購
入
し
た
が
、
更
に
、
農
耕
に
も
交
易
活

動
に
も
有
利
な
低
卒
地
に
あ
る
披
石
城
(
俊
江
銀
の
東
側
)
と
い
う
山
築
を
購

得
、
経
営
の
中
心
を
こ
こ
に
移
し
、
こ
の
一
帯
に
緊
居
し
た
。
関
盛
の
孫
の
世

代
(
徳
字
世
代
〉
に
な
る
と
、
監
生
身
分
を
取
得
し
た
徳
明
(
関
盛
の
長
子
愁

龍
の
次
男
〉
が
、
土
地
所
有
と
交
易
活
動
と
く
に
遠
隔
地
貿
易
〈
投
機
的
米
穀

貰
買
)
に
よ
っ
て
富
を
増
す
と
と
も
に
、
開
盛
の
移
住
に
先
行
し
て
俊
江
鎮
で

商
業
活
動
を
営
ん
で
い
た
開
寧
を
租
先
と
す
る
支
波
と
出
品
閏
っ
て
、
族
譜
編

纂
、
宗
洞
の
合
建
等
を
行
っ
た
。
こ
こ
に
、
雲
楊
徐
氏
の
族
的
結
合
は
フ
ォ
ー

マ
ル
な
祉
曾
関
係
と
し
て
定
着
し
、
移
住
は
完
結
し
た
。
定
住
を
果
た
し
た
徐

氏
の
、
安
定
的
な
祉
曾
鐙
制
へ
の
模
索
は
清
末
に
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
経
営

面
に
お
け
る
徐
氏
宗
族
集
闘
の
本
慢
は
大
地
主
H
米
商
で
あ
り
、
塑
庚
出
身
の

同
郷
H
H
同
業
組
織
に
接
綬
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
的
な
成
功
を
枚
め
た
と
推

測
さ
れ
る
が
、
そ
の
成
功
は
、
地
方
行
政
へ
の
多
輿
に
よ
っ
て
も
保
註
さ
れ

。bau 
句よ
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た
。
清
朝
支
配
値
制
が
動
揺
し
つ
つ
あ
っ
た
蛍
時
、
四
川
で
は
、
地
域
の
有
力

者
「
紳
糧
」
が
州
豚
政
府
よ
り
委
託
を
受
け
て
行
政
事
務
の
一
部
を
執
行
す
る

機
関
H
公
局
が
誕
生
し
、
そ
の
責
任
者
た
る
有
力
者
は
局
紳
と
呼
ば
れ
た
。
公

局
を
支
え
る
局
紳
(
紳
糧
)
の
寅
佳
は
有
力
大
姓
の
連
合
鐙
H
宗
族
連
合
で
あ

り
、
徳
明
と
兄
の
徳
政
の
六
子
を
房
組
と
す
る
六
大
房
の
起
字
世
代
(
徳
字
世

代
の
二
代
目
〉
が
局
紳
と
し
て
地
方
行
政
に
参
輿
し
た
徐
氏
の
成
功
も
、
こ
の

宗
族
連
合
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
著
者
は
ま
た
、
徐
氏
が
結
ん
だ
遁
婚

関
係
を
詳
細
に
検
読
し
、
豚
-内
の
有
力
宗
族
を
ほ
ぼ
網
羅
し
な
が
ら
徐
氏
を
め

ぐ
っ
て
同
心
園
献
に
幾
重
に
も
庚
が
っ
て
い
る
遁
婚
圏
は
、
徐
氏
が
大
姓
へ
と

上
昇
し
て
い
く
過
程
で
形
成
さ
れ
、
同
時
に
、
徐
氏
を
更
に
上
昇
さ
せ
る
契
機

と
も
な
っ
て
い
た
と
す
る
。
以
上、

著
者
は
、
遁
婚
関
係
を
取
り
結
ぶ
宗
族
連

合
へ
と
枚
束
さ
れ
た
私
的
な
回
路
が
、
紳
糧
H
公
局
箆
制
と
相
補
的
に
機
能
し

た
情
況
を
も
っ
て
、
地
域
エ
リ
ー
ト
を
核
と
し
て
安
定
し
て
い
く
社
舎
樟
制
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

第
l
部
が
、
移
住
民
の
定
住
と
秩
序
の
形
成
を
主
題
と
し
て
い
た
の
に
針
し

て
、
第

E
部
は
、
移
住
民
社
舎
に
生
じ
た
矛
盾
と
そ
の
表
現
と
し
て
の
嘉
慶
白

蓮
数
反
飢
を
テ
l
マ
と
す
る
。
著
者
は
、
嘉
慶
白
蓮
敬
反
鋭
に
関
す
る
従
来
の

見
解
に
つ
い
て
、
移
住
民
に
お
け
る
定
住
へ
の
中
筒
を
捨
象
し
、
園
家
支
配
の

基
盤
を
な
す
定
住
者
と
、
反
鋭
の
捻
い
手
と
考
え
ら
れ
た
移
住
民
と
を
相
容
れ

ぬ
劉
際
的
な
存
在
と
規
定
し
て
き
た
と
批
剣
を
加
え
、
白
蓮
教
の
反
飢
主
鐙

は、

ア
・
プ
リ
オ
リ
に
定
住
者
の
「
共
同
鐙
」
の
外
部
に
街
宣
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
地
域
社
舎
が
あ
る
秩
序
へ
向
け
て
統
合
・
枚
数
さ
れ
始
め
る
時
に
、

そ
の
内
部
か
ら
析
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
反
飢
集
園
の
培
養
基
と
な
っ
た
「
地

域
」
へ
の
視
角
が
不
可
飲
な
も
の
と
な
る
と
い
う
見
方
を
提
示
す
る
。
そ
の
検

誼
の
場
は
第

I
部
と
同
じ
く
、
雲
陽
鯨
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
三
章
で
は
、
白
蓮

数
が
地
域
社
曾
の
統
合
過
程
で
そ
の
内
部
か
ら
析
出
さ
れ
た
と
い
う
見
解
の
論

誼
が
行
わ
れ
る
。
雲
陽
腕
怖
に
白
蓮
数
を
も
た
ら
し
た
高
名
貴
な
る
者
は
湖
北
か

ら
の
移
住
民
で
あ
り
、
吉
岡
陽
銀
の
近
迭
に
居
住
し
て
農
業
と
一
商
業
活
動
に
従

事
、
夏
山
豚
で
白
蓮
数
に
接
し
て
雲
陽
燃
に
持
ち
飼
っ
た
。
彼
は
林
廷
相
に
、

つ
い
で
林
廷
相
は
張
長
青
に
、
と
い
う
よ
う
に
俸
授
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
が
、

そ
の
急
速
な
浸
透
は
、
同
族
、
同
郷
関
係
の
網
の
目
を
通
し
て
果
た
さ
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
初
期
白
蓮
敬
軍
は
嘉
慶
元
年
に
遠
州
等
で
蜂
起
、
翌
年
、
雲
陽

で
も
白
蓮
敬
徒
が
こ
れ
に
呼
態
し
て
蜂
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
嘗
時
、
懸
北
の

山
関
部
を
流
れ
る
彰
渓
、
湯
渓
流
域
の
山
内
に
は
無
数
の
白
蓮
数
徒
が
存
在
し

て
お
り
、
反
飢
軍
の
擦
熱
は
、
陳
家
山
等
の
四
箇
所
に
置
か
れ
た
。
彰
渓
、

湯

渓
沿
医
は
、
同
豚
の
経
済
的
中
心
と
し
て
機
能
し
た
先
進
地
柑
端
で
あ
り
、
開
設

の
遅
れ
た
豚
最
北
端
の
高
山
地
帯
に
は
白
蓮
数
徒
の
活
動
接
黙
は
存
在
し
な
か

っ
た
。
著
者
は
、
こ
の
地
区
が
同
豚
の
経
済
的
中
福
へ
と
設
展
し
た
プ
ロ
セ
ス

自
鐙
の
な
か
に
、
反
鋭
集
圏
析
出
の
燦
件
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
清
代

中
期
に
至
り
、
大
量
の
移
住
民
が
流
入
し
た
豚
北
で
は
、
彰
渓
、
湯
渓
の
河
川

沿
い
低
卒
地
に
お
け
る
大
土
地
所
有
を
貿
現
、
同
時
に
場

・
鎮
の
交
易
に
も
介

入
す
る
移
住
民
地
主
(
氏
族
)
が
大
量
に
出
現
し
た
が
、
彼
ら
は
、
そ
の
経
済

的
優
位
を
足
が
か
り
に
、
嫁
曹
と
し
て
の
豚
政
へ
の
参
輿
、
科
暴
身
分
の
取
得

等
を
通
し
て
、

健
制
的
秩
序
へ
の
同
化
、
上
昇
を
園
り
、
更
に
、
中
園
に
お
け

る
一
般
的
な
理
想
で
あ
る
「
宗
族
」
と
し
て
自
己
を
完
結
さ
せ
る
こ
と
を
意
志

し
た
。
こ
の
時
期
、
山
内
の
開
設
は
飽
和
紋
態
に
近
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
た
め
、

有
力
移
住
民
地
主
の
急
速
な
成
長
、
肥
大
は
、
土
地
を
賓
却
せ
ざ
る
を
得
な
い

〈
な
い
し
山
内
か
ら
低
一
件
地
へ
の
進
出
を
途
紹
さ
れ
る
て
あ
る
い
は
流
通
経

路
か
ら
排
除
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
集
園
を
構
造
的
に
析
出
し
、
低
一中
地
居
住
の

移
住
民
地
主
と
そ
の
周
縁
に
居
住
す
る
山
内
生
活
者
と
の
矛
盾
が
次
第
に
願
在
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化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
地
域
統
合
の
過
程
に
お
け
る
反
飢
主
鐙
の
析
出
と
は
、
以

上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
、
第
四
章
は
、
白
蓮
数
系
民
間
宗

教
の
集
圏
儀
雄
(
箕
、
奔
燈
、
及
び
鐙
文
)
に
着
目
し
、
儀
躍
に
仮
託
さ
れ

た
幻
想
が
、
無
生
老
母
の
見
子
と
し
て
生
ま
れ
た
自
己
を
夜
見
し
、
本
来
的
自

己
を
回
復
し
た
者
の
み
が
末
劫
の
世
界
か
ら
救
済
さ
れ
る
と
い
う
数
義
の
世
界

観
と
照
耐
服
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
現
存
の
秩
序
に
到
す
る
侵
蝕
の

危
険
性
を
内
在
化
さ
せ
て
い
る
こ
の
思
想
に
、
移
住
民
社
舎
の
大
量
の
非
エ
リ

ー
ト
が
共
鳴
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る。

第
皿
部
は
、
そ
の
表
題
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
移
住
民
社
舎
の
終
鷲
」
が

テ
1
7
で
あ
る
。
「
移
住
民
社
舎
の
終
鷲
」
と
は
、

筆
者
に
お
い
て
、
地
域
エ

リ
ー
ト
を
均
衡
の
中
心
と
す
る
安
定
的
シ
ス
テ
ム
(
公
局
H
H
紳
糧
鐙
制
)
を
指

標
と
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る。

こ
の
「
終
駕
」
の
局
面
は
、
す
で
に
雲

陽
鯨
を
針
象
と
し
た
第

I
部
第
二
章
で
描
骨
局
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
検

討
の
場
を
重
慶
府
合
州
に
移
し
た
う
え
で
、
四
川
地
方
行
政
の
課
題
に
焦
黙
を

嘗
て
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
黙
に
特
徴
が
あ
る
。
著
者
は
、
乾
隆
以
降
の
地
方

行
政
が
直
面
し
た
問
題
と
し
て
、
人
口
の
激
増
と
因
果
関
係
に
あ
る
行
政
の
庚

域
化
・
高
密
度
化
を
指
摘
す
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
必
要
と
さ
れ

る
行
政
庭
理
能
力
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
財
源
を
補
填
、
州
豚
政
府
の
規
模
を
嬢
大

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
清
朝
財
政
シ
ス
テ
ム

が
原
額
主
義
を
と
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
糧
の
総
額
を
決
定

す
る
も
の
は
、
第
一
に
一
畝
あ
た
り
の
正
税
額
〈
丁
傑
糧
銀
)
で
あ
り
、
こ
の

徴
税
基
準
額
を
団
地
の
総
面
積
と
相
乗
す
れ
ば
、
地
域
の
正
税
額
の
総
額
と
な

る
。
従
っ
て
、
正
税
の
徳
額
を
決
定
す
る
第
二
の
要
素
は
耕
地
の
徳
面
積
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
人
口
激
増
に
封
臨
隠
し
て
抽
出
測
さ
れ
る
耕
地
面
積
の
賃
質
的
増

大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
朝
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
耕
地
面
積
は
清
末
に
い
た

る
ま
で
増
加
し
て
い
な
い
。
前
者
の
徴
税
基
準
額
の
場
合
に
は
、
明
末
張
献
忠

の
飢
に
よ
っ
て
荒
慶
し
た
重
慶
・
成
都
な
ど
中
福
部
は
、
わ
ず
か
な
税
糧
で
庚

大
な
土
地
取
得
が
許
さ
れ
、
こ
の
正
税
の
軽
さ
が
慣
行
と
し
て
踏
襲
さ
れ
た
の

に
謝
し
て
、
透
地
の
四
川
西
南
部
は
明
末
の
動
飢
を
克
れ
た
た
め
に
、

明
代
の

科
則
に
照
ら
し
て
徴
税
が
行
わ
れ
た
結
果
相
封
的
に
税
が
重
く
な
っ
て
い
る
、

と
い
う
不
均
衡
が
清
末
ま
で
維
持
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
清
代
中
期
ま
で
に
著

し
い
設
展
を
遂
げ
た
重
慶
府
の
場
合
で
言
え
ば
、
人
口
の
激
増
と
開
設
の
進
行

に
よ
っ
て
行
政
経
費
が
増
大
し
績
け
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
吸
い
上
げ
ら
れ
る

丁
候
糧
銀
は
低
い
水
準
の
ま
ま
で
あ
り
、
従
っ
て
、
糧
銀
の
枠
内
に
あ
る
存
留

分
つ
ま
り
地
域
の
行
政
コ
ス
ト
と
し
て
州
豚
政
府
に
割
り
蛍
て
ら
れ
る
額
と
、

「
劇
邑
」
の
行
政
経
費
と
し
て
必
要
な
質
需
要
と
の
聞
に
は
、
著
し
い
懸
紹
が

あ
っ
た
。
固
定
的
な
清
朝
の
行

・
財
政
シ
ス
テ
ム
と
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
需
要
と

の
落
差
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、

正
規
の
徴
税
鐙
系
に
よ
っ
て
は
引
き

出
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
地
域
の
富
を
吸
い
上
げ
て
、
こ
れ
を
行
政
コ
ス
ト

に
補
填
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
の
手
段
が
、
紳
糧
に
管

理
が
委
帽
糊
さ
れ
た
公
局
で
あ
る
。
著
者
は
、
嘉
慶
・
道
光
年
聞
に
出
渡
し
た
四

川
各
地
の
公
局
(
資
陽
豚
の
協
義
公
局
、
四
川
各
地
に
庚
く
設
け
ら
れ
た
三
費

局
な
ど
〉
を
事
例
分
析
し
た
う
え
で
、
公
局
と
紳
糧
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に

捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、
公
局
の
鐙
制
は
、
固
定
的
な
枠
を
は
め
ら
れ
て
い
る
行

政
の
相
封
的
後
退
と
空
白
を
補
填
す
る
た
め
に
、
商
業
的
中
心
H
場
銭
に
お
い

て
、
流
通
過
程
か
ら
地
方
行
政
補
填
の
経
費
を
吸
い
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
う

し
て
集
積
さ
れ
た
富
を
一
再
び
公
局
を
通
し
て
地
域
に
環
流
す
る
値
制
と
し
て
生

み
出
さ
れ
た
が
、
か
か
る
公
局
財
政
の
過
程
は
、
場
銀
の
富
を
掌
掻
す
る
糧
戸

(
地
主
)
の
手
を
経
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
。
州
豚
政
府
は
糧
戸
に
公
局
の

行
政
事
務
を
委
喝
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
彼
ら
に
議
叙
、
旋
表
と
い
っ
た
か
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た
ち
で
威
信
を
分
興
し
て
い
っ
た
、
こ
こ
に
お
い
て
、
皐
な
る
経
済
的
優
越
者

と
し
て
の
糧
戸
は
、
紳
士
と
と
も
に
地
域
行
政
に
参
興
す
る
資
格
を
付
輿
さ
れ

た
祉
禽
的
身
分
範
鴫
「
紳
痘
」
と
し
て
地
域
か
ら
異
化
さ
れ
て
い
く
。
要
す
る

に
、
紳
糧
エ
リ
ー
ト
層
は
、
園
家
財
政
の
外
部
に
生
長
し
た
公
局
財
政
と
制
割
腹

す
る
存
在
で
あ
り
、
前
者
は
後
者
の
受
容
基
と
し
て
、
上
部
よ
り
契
機
を
輿
え

ら
れ
て
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
六
章
は
、
公
局
僅
制
の
受
け
皿
と
し
て
の
「
地
域
」
を
明
ら
か
に
す
る
場

と
し
て
、
合
州
を
選
揮
す
る
。
合
州
の
公
局
と
地
域
社
曾
と
の
関
係
の
兵
糧
相

を
検
討
し
た
結
果
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
公
局
を
支
え
る
「
地

域
」
の
根
に
、
局
土
(
紳
糧
)
を
迭
り
出
す
宗
族
連
合
を
見
て
い
る
黙
に
お
い

て
、
雲
陽
豚
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
結
論
に
達
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
が
、
本
草

の
特
徴
は
、
上
部
か
ら
奥
え
ら
れ
た
公
局
が
、
地
域
の
側
で
ど
の
よ
う
に
解
律

さ
れ
受
容
さ
れ
た
の
か
と
い
う
新
た
な
課
題
を
設
定
し
て
い
る
黙
で
あ
る
。
宗

族
連
合
の
形
成
と
公
局
の
出
現
は
高
い
流
動
性
を
属
性
と
す
る
移
住
民
社
舎
の

終
息
と
安
定
的
な
秩
序
の
均
衡
を
示
す
指
標
で
あ
り
、
均
衡
す
る
秩
序
の
結
節

黙
と
し
て
姿
を
現
す
地
域
エ
リ
ー
ト
は
「
善
奉
」
へ
の
傾
斜
を
深
め
る
。
か
か

る
善
へ
の
志
向
性
の
底
流
に
は
、
現
存
秩
序
に
針
す
る
危
機
意
識
(
頻
設
す
る

反
蹴
と
「
劫
」
へ
の
不
安
)
が
伏
在
し
て
お
り
、
そ
の
封
極
に
、
挽
回
の
手
段

と
し
て
の
善
翠
が
存
在
す
る
。
善
行
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
の
は
、
地
域
エ
リ

ー
ト
が
獲
得
し
た
定
住
と
成
功
を
脅
か
す
秩
序
の
動
揺
要
因
に
劃
す
る
臨
床
数

果
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
で
な
く
、
善
行
の
結
果
と
し
て
招
来
さ

れ
る
感
態
の
範
圏
が
、
垂
直
的
方
向
性
(
子
孫
の
永
績
性
)
か
ら
、
他
者
を
も

包
括
す
る
地
域
、
庚
大
な
「
奉
世
」
へ
と
水
卒
的
に
按
大
す
る
も
の
と
認
識
さ

れ
た
。
国
産
を
購
置
し
て
、
毎
年
の
牧
租
を
州
豚
吐
舎
の
一
幅
一
耽
事
業
等
に
投
下

す
る
と
い
う
か
た
ち
で
地
方
財
政
形
成
へ
の
道
を
開
い
た
州
豚
公
局
は
か
か
る

善
翠
1

1
停
統
的
規
範
・
倫
理
|
|
の
頂
黙
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
福

祉
事
業
を
行
っ
た
宗
族
や
同
郷
舎
に
比
し
て
よ
り
庚
域
的
な
範
圏
で
新
た
に
組

織
さ
れ
た
善
翠
の
外
延
的
披
大
と
し
て
認
知
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す

る
。
地
域
エ
リ
ー
ト
を
核
心
と
し
て
安
定
し
た
地
域
秩
序
は
清
末
に
再
び
揺
ら

ぎ
始
め
、
光
絡
か
ら
宣
統
に
か
け
て
の
清
朝
最
末
期
、
紅
燈
敬
の
反
慌
を
生
み

出
す
こ
と
に
な
る
。
第
七
章
は
、
嘉
慶
白
蓮
数
に
代
わ
る
新
た
な
反
抗
の
容
器

と
し
て
紅
燈
数
を
位
置
づ
け
、
雨
者
を
封
比
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
特
徴
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
代
の
義
和
圏
運
動
と
連
動
す
る

「
滅
洋
」
の
一
環
と
し
て
紅
燈
敬
を
位
置
づ
け
る
著
者
は
、
反
乱
儀
躍
の
比
較

に
よ
っ
て
、
白
蓮
敬
か
ら
紅
燈
教
へ
の
縛
位
・
繁
成
を
解
析
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
白
蓮
数
系
民
関
宗
数
の
基
本
原
理
は
失
わ
れ
た
始
源
的
聖
性
へ
向
け
て
現

存
秩
序
を
融
解
し
、
母
な
る
存
在
へ
と
回
腸
し
て
い
く
淵
源
性
に
求
め
ら
れ
、

そ
の
「
白
」
い
色
は
母
へ
の
回
錦
と
秩
序
の
解
鐙
を
表
象
し
て
い
る
が
、
こ
れ

に
封
す
る
紅
燈
敬
の
「
紅
」
は
、
一
帝
王
の
降
臨
と
秩
序
の
再
建
を
背
後
に
負
荷

さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
現
れ
る
。
秩
序
再
建
と
い
う
紅
燈
教
の
意
義
は
、

「
結
語
」
で
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
清
末
の
四
川
に
進
出
し
た
キ
リ

ス
ト
教
曾
が
、
地
域
エ
リ
ー
ト
を
吸
枚
す
る
該
と
し
て
機
能
し
、
清
朝
も
こ
れ

を
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
態
に
追
い
込
ま
れ
た
時
、
地
域
社
舎
の
覗
線
は
、

公
権
力
が
停
統
的
債
値
規
範
の
護
持
者
で
は
な
い
こ
と
を
知
究
す
る
。
か
か
る

情
況
の
も
と
で
勃
愛
し
た
紅
燈
数
の
反
観
は
、
俸
統
的
正
統
性
の
概
念
の
象
徴

と
し
て
、
知
識
エ
リ
ー
ト
が
主
持
す
る
場
(
慈
善
園
健
の
宣
講
・
儒
壇
、
廟
の

祭
紀
・
儀
雄
〉
に
引
き
出
さ
れ
地
域
の
基
層
文
化
の
な
か
へ
沈
降
し
残
存
し
績

け
た
、
関
需
を
初
め
と
す
る
男
性
紳
を
降
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
舎
と
そ
れ
に
加

措
し
、
堕
落
し
た
官
・
エ
リ
ー
ト
を
懲
罰
し
た
。
つ
ま
り
、
紅
燈
教
は
、
関
丑
一
怖

を
核
心
に
す
え
つ
つ
、
停
統
的
秩
序
と
い
う
「
正
義
」
の
貧
現
を
志
向
し
た
の
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で
あ
る
、
と
。

以
上
が
本
書
の
大
略
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
第
一

に
、
移
住
と
い
う
現
象
に
焦
黙
を
定
め
、
マ
ク
ロ
の
硯
貼
か
ら
四
川
移
住
民
社

舎
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
駄
が
ま
ず
掲
げ
る
べ
き
本
書
の
特
徴
の
一
つ
で
あ

ろ
う
c

漢
族
の
歴
史
を
移
住

・
開
設
と
い
う
翻
貼
か
ら
見
直
そ
う
と
し
て
い
る

か
に
見
え
る
著
者
は
、
清
代
に
お
け
る
移
住
の
流
れ
を
、
先
進
地
区
か
ら
周
縁

へ
と
い
う
方
向
で
捉
え
た
う
え
で
、
親
黙
を
長
江
の
中
流
域

・
上
流
域
へ
と
移

し
、
長
江
中
流
の
湖
庚
卒
原
か
ら
上
流
の
四
川
方
面
へ
と
い
う
大
き
な
移
住
民

の
流
れ
に
注
目
す
る
。
著
者
は
、
こ
の
移
住
民
の
流
れ
を
、
起
黙
の
湖
康
、
着

貼
の
四
川
及
び
三
省
交
界
地
帯
、
こ
の
後
方
の
自
然
祉
舎
環
境
を
考
慮
に
入
れ

て
、
解
き
明
か
し
て
い
る
。
起
鈷
側
の
開
裂
の
完
了
と
人
口
過
剰
、
水
利
保
件

の
悪
化
、
他
方
の
着
黙
に
お
け
る
、
移
住
民
を
受
容
す
る
好
環
境
(
明
末
清
初

の
戟
飢
に
よ
る
人
口
の
激
減
と
開
設
の
可
能
性
の
大
き
さ
〉
が
、
前
者
か
ら
後

者
へ
と
人
が
移
動
す
る
基
本
的
環
境
で
あ
り
、
そ
し
て
、
雨
者
の
関
の
人
の
移

動
を
現
寅
に
可
能
に
し
た
篠
件
と
し
て
、
長
江
沿
い
に
愛
達
し
た
一両
日
間
流
通
網

が
重
視
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
地
域
聞
の
配
置
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
読
者

は
、
湖
底
卒
原
、
四
川
及
び
三
省
交
界
地
帯
が
清
代
の
俸
統
杜
舎
と
い
う

E
大

な
空
関
に
占
め
た
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
と
爾
地
域
の
聞
の
相
互
関
係
を
理
解
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
第
二
に
、
新
た
な
概
念
と
モ
デ
ル
を
活
用
し
て
、
三
省

交
界
地
帯
と
い
う
移
住
民
祉
舎
の
空
関
を
、
鮮
明
に
描
い
た
貼
で
あ
る
。
著
者

は
、
移
住
民
社
禽
の
空
聞
の
根
底
に
あ
る
特
質
を
、
流
動
性
、
不
安
定
性
と
い

う
概
念
で
表
現
し
、
高
い
流
動
性
を
背
景
と
し
て
親
族
集
圏
(
同
族
結
合
、
宗

族
)
が
生
成
さ
れ
る
過
程
を
モ
デ
ル
化
し
た
う
え
で
、
親
族
集
闘
が
、
移
住
民

社
舎
の
秩
序
を
理
解
す
る
鍵
と
な
る
黙
に
着
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
通
婚
関
係

に
よ
っ
て
連
合
す
る
親
族
集
圏
|
|
と
り
わ
け
宗
族
の
連
合
ー
ー
が
、
公
局
を

媒
介
と
し
て
、
動
揺
し
つ
つ
め
っ
た
清
朝
の
地
方
行
政
を
補
完
す
る
役
割
を
携

ぃ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
王
朝
の
も
と
で
の
安
定
し
た
秩
序
が
醸
成
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
凝
縮
さ
れ
た
概
念
の
活
用
と
モ
デ
ル
化
の
手
法
に
よ
り
、
移
住
民
社
舎

の
秩
序
空
閲
を
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
思

う
。
ま
た
、
か
か
る
考
察
は
、
従
前
の
階
級
分
析
に
代
わ
っ
て
、
研
究
者
の
注

目
を
集
め
て
い
る
、
地
域
社
舎
の
場
に
立
脚
し
た
考
察
に
も
大
き
な
刺
激
を
輿

え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
親
族
集
園
の
分
析
を
抜
き
に
し
て
は
、
地
域
社
舎
の
俸

統
的
な
構
造
を
解
き
明
か
す
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
、
讃
み
手
の
側
に
認
識
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
宗
族
連
合
に
至
る
秩
序
形
成
の
構
園
を
鮮
明

に
描
い
た
こ
と
に
よ
り
、
反
乱
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
も
、
移
住
民
社
舎
の
構

造
と
切
り
離
す
こ
と
な
く
把
握
し
う
る
黙
を
示
し
た
黙
が
象
げ
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
鐙
制
的
秩
序
を
支
え
た
定
住
者
エ
リ
ー
ト
と
反
乱
の
措
い
手
と
は
同
じ

く
移
住
民
社
舎
に
お
け
る
秩
序
形
成
の
過
程
か
ら
析
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
分
岐
黙
と
な
っ
た
の
は
、
要
す
る
に
、
低
卒
地
に
お
け
る
土
地
所
有

・
商

業
交
易
の
利
盆
を
獲
得
し
え
た
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
成
功
し

た
移
住
民
(
氏
族
)
は
、
完
成
さ
れ
た
宗
族
を
形
成
し
、
睦
制
的
秩
序
へ
と
参

輿
し
て
い
く
が
、
失
敗
し
た
移
住
民
は
流
通
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
て
、
族
的
結

合
す
ら
危
機
に
さ
ら
さ
れ
、
反
鋭
へ
と
加
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
エ
リ

ー
ト
と
同
じ
く
秩
序
形
成
の
過
程
か
ら
析
出
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

紅
燈
数
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
反
乱
主
障
は
、
停
統
的
秩
序
の
概
念
を
共
有

し
、
む
し
ろ
そ
れ
を
擦
り
所
と
し
て
、
腐
敗
し
た
官

・
エ
リ
ー
ト
を
懲
罰
す
る

の
だ
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
う
し
た
分
析
は
、
反
蹴
の
場
面

に
注
視
し
て
封
立
の
局
面
を
描
き
、
反
乱
主
践
の
反
鐙
制
的
、
非
定
住
的
側
面

を
強
調
し
が
ち
な
民
衆
反
飢
の
研
究
に
再
考
を
促
し
、
移
住
民
社
曾
に
限
ら

ず
、
地
域
に
お
け
る
日
常
の
生
産
・
生
活
へ
の
注
目
が
必
要
な
こ
と
を
示
す
も
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の
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
著
者
の
骨
子
に
関
わ
る
論
旨
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
本

書
の
利
黙
を
確
認
し
た
が
、
総
じ
て
言
え
ば
、
一
二
省
交
界
地
帯
と
い
う
移
住
民

社
舎
の
空
間
の
な
か
で
、
移
住
と
開
設
、
地
域
秩
序
の
形
成
、
秩
序
に
封
宣
さ

れ
る
反
鋭
の
動
向
と
思
想
、
そ
し
て
、
地
域
社
舎
と
園
家
権
力
と
の
関
係
と
い

っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
濁
自
に
テ
1
7
を
立
て
う
る
諸
々
の
事
象
を
有
機
的
な
連
闘

を
も
つ
も
の
と
し
て
分
析
し
、
立
程
的
に
再
現
し
よ
う
と
し
た
黙
に
、
本
書
の

最
大
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

次
に
、
問
題
黙
の
指
摘
に
移
ろ
う
。
移
住
民
社
舎
を
再
現
す
る
う
え
で
分
析

が
加
え
ら
れ
た
事
象
は
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
象
と
分
析
に
つ
い
て
問

題
駄
を
指
摘
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
移
住
民
社
曾
の
空
聞
の
再
現
と
い
う

著
者
の
大
き
な
構
想
の
有
数
性
を
問
う
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
象
を
つ
な
ぎ
合

わ
せ
る
糸
に
焦
黙
を
絞
っ
て
問
題
黙
を
指
摘
す
る
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
親
族
集
圏
が
そ
の
太
い
糸
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
、
本
論
に
お

け
る
立
種
的
な
分
析
の
中
綾
的
位
置
を
占
め
て
い
る
。
先
に
紹
介
し
た
よ
う

に
、
著
者
は
、
移
佳
民
の
流
入
や
自
然
・
社
舎
環
境
の
劣
悪
さ
の
も
と
に
出
現

す
る
祉
曾
関
係
の
特
質
を
流
動
性
、
不
安
定
性
と
い
う
概
念
で
表
現
し
、
こ
の

概
念
で
も
っ
て
、
親
族
集
圏
登
場
の
背
景
を
端
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る

が
、
評
者
に
と
っ
て
、
こ
の
雨
者
の
関
係
は
必
ず
し
も
容
易
に
は
理
解
で
き
な

か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
ず
、
同
族
結
合
に
つ
い
て
言
え
ば
、
著
者
は
、
序

章
に
お
い
て
、
劣
悪
な
自
然
・
社
曾
漫
境
に
置
か
れ
る
移
住
民
社
曾
で
は
、
し

ば
し
ば
同
郷
組
織
、
同
族
組
織
、
或
い
は
同
業
同
職
組
織
な
ど
の
民
閲
諸
集
圏

が
急
速
に
族
生
す
る
と
い
う
。
一
一
一
省
交
界
地
帯
に
関
す
る
分
析
に
お
い
て
も
、

十
分
な
族
人
口
と
資
力
を
有
す
る
有
力
氏
族
が
同
郷
村
落
か
ら
離
脱
し
て
形
成

し
た
同
族
結
合
を
、
別
に
「
婦
住
地
の
巌
し
い
自
然
、
社
曾
燦
件
の
中
か
ら
自

生
し
た
開
族
結
合
」
と
表
現
し
て
い
る
熱
か
ら
し
て
、
そ
の
背
景
に
環
境
の
巌

し
さ
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
し
、
更
に
、
有
力
民
族
に
お
い
て
先
行
的

に
形
成
さ
れ
た
薮
居
形
態
を
伴
う
同
族
結
合
(
同
族
村
落
〉
が
清
末
ま
で
に
一
ニ

省
交
界
地
帯
に
庚
く
普
及
し
た
の
は
、
巌
し
い
自
然
潰
境
、
社
曾
環
境
か
ら
逃

避
で
き
る
確
か
な
「
嬢
所
」
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ

る
。
環
境
の
厳
し
さ
か
ら
防
衛
す
る
た
め
の
選
揮
肢
が
な
ぜ
同
族
結
合
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か

|
l換
言
す
れ
ば
、
同
郷
を
鮮
と
す
る
結
合
で
あ
っ
て
は

ど
う
し
て
い
け
な
い
の
か
|
|
ー
と
い
う
素
朴
な
疑
問
は
感
じ
る
が
、
そ
れ
は
ひ

と
ま
.
す
措
く
と
し
て
、
流
動
性
、
不
安
定
性
の
内
容
を
な
す
、
移
住
民
の
流

入
、
環
境
の
巌
し
さ
と
い
う
観
貼
の
み
か
ら
、
同
族
結
合
の
成
立
を
説
明
し
き

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
移
住
民
社
舎
の
な
か
で
い
ち
早
く
同
族
褒
居
を

達
成
し
た
有
力
氏
族
に
お
い
て
、
先
行
的
に
同
族
結
合
を
形
成
し
え
た
直
接
の

契
機
は
、
族
人
口
の
増
大
と
資
力
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
黙
が
よ
り
具
鐙

的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
雲
陽
鯨
の
分
析
で
あ
り
、
同
郷
村
落
か
ら
同
族

爽
居
へ
と
い
う
居
住
形
態
の
努
化
は
、
経
済
的
上
昇
過
程
|
|
移
住
民
地
主
の

商
業
活
動
に
由
来
す
る
、
稲
作
水
田
地
帯
の
土
地
集
積
ー
ー
に
随
伴
し
て
進
め

ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
(
五
四
頁
)
。
同
族
結
合
の
成
立
は
商
業
活
動
に
よ
る

富
の
獲
得
と
連
関
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
総
程
的
な
背
景
は
、
人
の
移
動
に
と
も
な
う
流
動
性
、
そ
し
て
、

環
境
の
厳
し
さ
が
も
た
ら
す
不
安
定
性
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
逆
に
見
れ

ば
、
か
か
る
僚
件
が
な
く
て
も
、
同
族
褒
居
は
成
立
し
う
る
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
有
力
氏
族
の
よ
う
な
資
力
を
も
た
な
い
弱
小

の
移
住
民
(
氏
族
)
の
同
族
褒
居
の
場
合
、
環
境
の
殿
し
さ
か
ら
の
逃
避
と
い

う
側
面
が
よ
り
濃
厚
に
現
れ
る
よ
う
な
印
象
を
も
つ
が
、
同
じ
理
境
に
置
か
れ

た
有
力
氏
族
の
同
族
豪
居
へ
の
改
編
が
、
族
人
口
の
増
大
と
と
も
に
、
資
力
を

必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
か
か
る
弱
小
氏
族
の
同
族
褒
居
に
つ
い
て
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も
、
環
境
の
厳
し
さ
と
は
別
の
成
立
要
因
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
問
を
讃
者
に
抱
か
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

集
園
成
立
の
背
景
は
、
同
族
結
合
か
ら
宗
族
へ
の
改
編
に
つ
い
て
も
問
題
に

な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

著
者
は
、
序
章
に
お
い
て
、
完
成
さ
れ
た
宗
族
を
吐
曾

生
活
の
理
想
と
す
る
観
念
(
停
統
的
債
値
規
範
〉
は
、

中
園
傍
統
社
舎
の
フ
ロ

ン
テ

ィ
ア
に
特
徴
的
な
流
動
性
、
不
安
定
性
に
こ
そ
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、

開
設
途
上
地
域
に
生
成
さ
れ
る
宗
族
は
か
か
る
流
動
性
、
不
安
定
性
の
も
と
で

選
揮
さ
れ
た
組
織
形
態
で
あ
る
、
と
い
う

一
般
的
理
解
を
示
し
て
い
る
(
一

O

頁
)
。
こ
れ
を
、
交
界
地
幣
の
ケ
l
ス
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
同
じ
く
流
動
性
、

不
安
定
性
の
な
か
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
交
界
地
帯
の
有
力
氏
族
も

ま
た
、
停
統
社
舎
に
お
け
る
開
設
途
上
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
な
か
か
ら
生
み
出

さ
れ
た
俸
統
的
債
値
規
範
に
基
づ
い
て
、
同
族
結
合
を
宗
族
へ
と
改
編
し
て
い

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
流
動
性
、
不
安
定
性
の
も
と
で
、
す
で

に
緊
居
形
態
を
と
も
な
う
同
族
結
合
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
、
宗
族

へ
の
改
編
が
目
指
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
同
族
結
合
も
、
そ
し
て
宗

族
も
、
と
も
に
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
特
徴
的
な
流
動
性
、
不
安
定
性
を
背
景
と
し

て
生
成
さ
れ
る
と
い
っ
た
蓋
然
的
な
括
り
方
が
な
さ
れ
る
時
、
気
に
な
る
と
こ

ろ
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
も
う
一
度
、
聞
い
直
し
て
み
た
い
の
は
、
流
動
性
の
概
念
で
あ

る
。
結
語
に
目
を
移
し
て
み
よ
う
。
著
者
は
、
そ
の
同
国
一
践
に
お
い
て
、
地
域
開

の
流
動
(
人
の
移
動
)
と
と
も
に
、
階
層
開
流
動
を
、
停
統
枇
曾
の
流
動
性

〈
な
い
し
社
舎
的
流
動
性
〉
の
内
容
と
し
て
掲
げ
る
。
階
層
聞
の
流
動
と
い
う

概
念
は
、
結
語
で
初
め
て
登
場
し
、
し
か
も
具
慢
的
説
明
が
な
い
た
め
、
唐
突

な
印
象
を
受
け
る
が
、
本
書
全
鐙
の
内
容
か
ら
し
て
、
階
層
閲
の
流
動
と
い
う

場
合
に
想
定
さ
れ
て
い
る
階
層
関
係
は
、
エ
リ
ー
ト
と
非
エ
リ
ー
ト
と
の
聞
の

そ
れ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
流
動
性
と
い
う
以
上、

エ
リ
ー
ト
と
非
エ
リ
ー
ト
の

閉
の
関
係
が
固
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
上
昇
と
下
降
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
り
に
階
層
聞
の
流
動
が
エ
リ
ー
ト
と
非
エ

リ
ー
ト
と
の
聞
の
流
動
を
意
味
す
る
と
し
て
、
想
起
さ
れ
る
の
は
、
欧
米
の
研

究
界
に
い
う

g
巳

ω-
gor-
-ξ
と
い
う
概
念
で
あ
る
(
誇
語
は
、
社
禽
的
流

動
性
な
い
し
一
粧
品
問
移
動
)
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
庶
民
か
ら
エ
リ
ー
ト

(
官
僚
を
頂
黙
と
す
る
〉
へ
の
上
昇
と
そ
の
子
孫
の
下
降
(
波
落
)
が
恒
常
的

に
出
現
す
る
現
象
を
指
す
(
何
病
棟
『
科
翠
と
近
世
中
園
社
舎
』
、
卒
凡
社
、

一
九
九
三
年
)
。
そ
の
黙
で
、
著
者
の
想
定
す
る
事
態
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
い

っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
異
な
る
の
は
、
か
か
る
現
象
が
出
現
す
る
場

の
理
解
で
あ
る
。
「
流
動
性
の
高
い
祉
舎
か
ら
析
出
さ
れ
た
中
園
の
地
域
エ
リ

ー
ト
」
(
序
章
)
と
い
う
表
現
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
著
者
は
、
地
域
エ
リ
ー

ト
の
析
出
を
、
移
住
民
の
大
量
の
移
動
に
と
も
な
う
流
動
性
の
高
さ
に
特
徴
づ

け
ら
れ
る
開
設
途
上
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
場
に
引
き
寄
せ
て
捉
え
る
。
こ

の
こ
と
は
、
停
統
中
園
に
お
け
る
園
家
秩
序
と
地
域
秩
序
と
の
関
係
と
い
う
大

き
な
課
題
に
つ
い
て
、
人
口
移
動
と
そ
の
中
か
ら
析
出
さ
れ
た
エ
リ
ー
ト
を
め

ぐ
る
地
域
社
舎
と
園
家
の
封
態
と
い
う
形
で
問
題
を
提
起
し
て
い
る
黙
に
も
窺

わ
れ
る
(
結
語
)
。
し
た
が
っ
て
、

エ
リ
ー
ト
へ
の
上
昇
と
下
降
も
、
移
住
民
社

舎
へ
の
傾
き
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。

他
方
、
由
。
己
主
日
OE--q

に
お
い
て
主
な
検
討
の
場
と
な
る
の
は
、
例
え
ば
、
明
清
時
代
、
経
済
的
文
化

的
に
最
先
進
を
誇
っ
た
江
南
の
よ
う
な
地
域
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
エ

リ
ー
ト
へ
と
上
昇
す
る
に
は
、
間
宇
聞
を
長
期
に
わ
た
っ
て
縫
蝿
制
す
る
に
足
る
経

済
力
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
エ

リ
ー
ト
の
析
出
は
、
経
済
徐
剰
が
生
み
出
さ

れ
、
科
奉
へ
の
針
路
が
可
能
に
な
っ
た
地
域
に
お
い
て
出
現
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
黙
で
開
設
途
上
の
地
域
(
透
境
〉
か
先
進
地
域
か
を
問
わ
な
い
が
、
そ
の

-168-



555 

環
境
を
よ
く
備
え
て
い
る
の
は
、
開
設
が
完
了
し
、
富
と
高
い
儒
致
文
化
を
生

み
出
す
環
境
が
整
備
さ
れ
て
い
る
先
進
地
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
由
。
口

EHHHOE--q
の
概
念
に
お
い
て
、
階
層
聞
の
流
動
(
移
動
)

が
も
た
ら
さ
れ
る
根
本
的
要
因
は
、
エ
リ
ー
ト
へ
と
上
昇
し
た
者
の
子
孫
が
、

適
正
な
数
育
の
依
如
、
科
患
の
激
し
い
競
争
や
、
均
等
相
績
の
慣
行
、
著
修
的

生
活
な
ど
を
原
因
と
す
る
財
産
の
希
薄
化
、
こ
れ
ら
の
原
因
に
よ
り
、
そ
の

ス

テ
イ
タ
ス
を
保
ち
得
な
い
と
い
う
黙
に
あ
る
。
階
層
聞
の
流
動
に
着
目
す
る

時
、
か
か
る
臼

o
n
E
H
E
E
-
-
q
の
見
解
を
組
み
込
ん
だ
方
が
、
理
解
さ
れ
や

す
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

宗
族
の
問
題
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。
著
者
は
、
宗
族
を
理
想
と
す
る
停
統

的
債
値
規
笥
か
、
開
設
途
上
の
移
住
民
社
禽
に
お
け
る
流
動
性
、
不
安
定
性
に

立
脚
し
て
い
る
と
断
言
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
目
。
己
主

g
o
r
E
Q
の

概
念
を
導
入
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
一
九
三

0
年
代
の
江
南

を
調
査
し
た
費
孝
通
氏
は
、
停
統
中
閣
の
宗
族
が
、
エ
リ
ー
ト
(
郷
紳
〉
の
庶

民
へ
の
下
降
を
防
止
す
る
数
果
を
上
げ
た
と
い
う
考
察
を
提
示
し
て
い
る
(
『
中

園
農
村
の
細
密
資
』
、
研
文
出
版
、
一
九
八
五
年
)
。
江
南
は
い
う
ま
で
も
な
く

停
統
社
舎
に
お
け
る
最
先
進
地
域
で
あ
る
が
、
四
川
に
お
い
て
も
、
同
様
の
論

理
を
導
入
し
う
る
徐
地
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
は
、
今
図
書
き
下
ろ

さ
れ
た
第
六
章
で
、
子
孫
の
永
績
を
願
う
地
域
エ
リ
ー
ト
の
心
情
を
分
析
し
て

い
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
波
落
へ
の
危
機
感
を
讃
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
危
機
感
は
、
自
然
・
社
舎
環
境
の
巌
し
さ
、
更
に
清
末
の
末
期
的
情

況
を
直
接
の
背
景
と
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
の
み
で
な
く
、
彼
ら

が
そ
も
そ
も

gnF白ご
Er--FQ
に
規
定
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
結
も
考
慮
す
べ

き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
透
境
に
生
き
る
エ
リ
ー
ト
(
な
い

し
そ
の
同
族
集
圏
〉
も
ま
た
、
階
層
関
の
流
動
と
い
う
原
理
に
根
底
で
規
定
さ

れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

g
n
E
g
o
Eロ
ミ
へ
の
劉
抗
の
戦
略
と
し
て
、
宗
族

の
形
成
を
選
揮
し
た
と
い
う
解
樺
も
成
り
立
つ
。
か
り
に
、
遺
境
に
お
い
て
宗

族
が
と
り
わ
け
顕
著
な
集
圏
と
し
て
存
立
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い

て
こ
そ
、
移
住
民
が
流
入
す
る
な
か
で
の
環
境
の
厳
し
さ
と
い
う
篠
件
(
流
動

性
、
不
安
定
性
)
が
働
い
た
と
解
穣
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

以
上
、
著
者
が
提
示
す
る
移
佳
民
社
舎
の
流
動
性
、
不
安
定
性
と
親
族
の
生

成
と
い
う
問
題
は
、
全
盛
の
構
想
の
な
か
に
あ
っ
て
、
地
域
統
合
、
地
域
内
矛

盾
と
反
鋭
、
更
に
園
家
権
力
と
地
域
と
の
関
係
を
解
き
明
か
す
重
要
な
位
置
を

占
め
て
い
る
の
で
、
こ
の
黙
に
絞
っ
て
、
若
干
の
疑
問
黙
を
示
し
た
が
、
要
す

る
に
、
問
題
の
焦
熱
は
、
同
郷
か
ら
同
族
、
同
族
か
ら
宗
族
へ
と
い
う
社
曾
関

係
の
改
編
を
、
移
住
民
社
曾
に
特
徴
的
な
流
動
性
、
不
安
定
性
と
い
う
親
黙
か

ら
十
全
に
設
明
し
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
黙
に
意
き
る
。
そ
の
黙
を
総
括
的
な

疑
問
と
し
て
確
認
し
た
う
え
で
、
最
後
に
、
本
書
で
示
さ
れ
た
構
想
が
、
開
設

途
上
の
移
住
民
社
曾
の
み
な
ら
ず
、
停
統
社
曾
全
盛
の
理
解
に
も
関
わ
る
問
題

を
提
起
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
見
解
に
沿

っ
て
言
え
ば
、
漢
族
の
移
住
と
開
設
に
よ
っ
て
過
去
の
ど
の
地
減
で
も
出
現
し

た
で
あ
ろ
う
移
住
民
社
舎
で
は
、
停
統
祉
禽
の
移
住

・
関
裂
の
最
終
局
面
た
る

三
省
交
界
地
帯
に
見
出
さ
れ
る
、
宗
族
及
び
宗
族
連
合
に
至
る
一
連
の
地
域
統

合
と
反
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
同
じ
く
流
動
性
、
不
安
定
性
を
特
徴
と
す
る
先

行
開
設
地
域
に
お
い
て
も
同
質
的
に
出
現
し
た
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
ま
た
、

停
統
的
な
王
朝
園
家
の
健
制
の
総
建
に
射
し
て
、
移
住
民
社
曾
は
い
か
な
る
影

響
を
奥
え
る
も
の
で
あ
る
の
か
な
ど
、
寅
に
大
き
な
問
題
を
研
究
界
に
投
げ
か

け
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
本
書
が
出
た
の
を
機
に
、
論
争
が
盛
ん
に

な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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