
書

�

村
上

衞
著

海
の
�
代
中
國

︱
︱
福
円
人
の
活
動
と
イ
ギ
リ
ス
・
淸
�

︱
︱

�

原

敬

士

本
書
の
著
者
村
上
衞
氏
は
�
年
の
中
國


・
海
域


・
ア
ジ
ア


な
ど
の

�


・
槪
說
書
に
お
い
て
︑
そ
の
名
を
見
ぬ
事
は
な
い
ほ
ど
に
多
く
の
仕
事

を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
︒﹃
世
界




料
集
﹄
(第
九
卷
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇

〇
八
年
)﹃
東
ア
ジ
ア
�
現
代
�


﹄
(第
一
卷
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
〇

年
)
な
ど
は
︑
他
地
域
を
硏
究
對
象
と
す
る
歷


硏
究
者
や
︑
あ
る
い
は
他

分
野
の
硏
究
者
︑
さ
ら
に
敎
育
現
場
で
歷


に
携
わ
る
方
々
︑
歷


を
愛
好

す
る
�
て
の
方
々
の
目
に
觸
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
同
樣
に
歷


學
硏
究
を
志

す
者
に
と
っ
て
も
︑﹃
�
代
中
國
硏
究
入
門
﹄
(岡
本
隆
司
・
吉
澤
�
一
郞
�
︑

東
京
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
二
年
)︑﹃
中
國
經
濟


入
門
﹄
(久
保
享
�
︑

東
京
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
二
年
)
な
ど
の
入
門
書
で
展
開
さ
れ
る
硏
究
の

作
法
は
︑
大
變
�
用
で
あ
る
︒
ま
た
直
�
で
は
﹃
歷


學
硏
究
﹄
に
寄
稿
し

た
﹁﹃
東
ア
ジ
ア
﹄
を
超
え
て
︱
︱
�
世
東
ア
ジ
ア
海
域


硏
究
と
﹃
�

代
﹄
︱
︱
﹂
(﹃
歷


學
硏
究
﹄
九
〇
六
號
︑
二
〇
一
三
年
六
�
)
に
お
い
て
︑

﹁
東
ア
ジ
ア
﹂


を
越
え
た
歷


�
識
を
確
立
す
る
必
�
性
を
論
じ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
廣
範
な
活
�
を
見
せ
る
氏
の
專
門
は
中
國
�
代
經
濟


硏
究

で
あ
り
︑
本
書
は
氏
に
よ
る
初
の
專
著
で
あ
る
︒
長
年
に
亙
っ
て
中
國
・
臺

灣
・
イ
ギ
リ
ス
に
殘
さ
れ
た


料
を
�
搜
す
る
と
い
う
困
難
な
仕
事
を
繼
續

さ
れ
︑
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
氏
の
業
績
に
對
し
︑
こ
の
場
を
借
り
て
敬
�

を
表
し
た
い
︒

本
書
の
基
と
な
っ
て
い
る
の
は
東
京
大
學
に
提
出
さ
れ
た
�
士
號
申
 
論

�
で
あ
る
︒
本
書
を
!
す
る
に
當
た
り
︑
ま
ず
は
�
體
の
違
立
て
を
示
し
て

お
こ
う
︒

緖
論

第
Ⅰ
部

淸
�
の
沿
海
秩
序
の
$
壞
︱
︱
開
%
&

第
一
違

閩
粤
沿
海
民
の
活
動
と
淸
�

︱
︱
ア
ヘ
ン
戰
爭
&
夜
に
お

け
る
ア
ヘ
ン
貿
易
活
動
を
中
心
に

補
論

零
丁
洋
と
廣
州
の
あ
い
だ
︱
︱
一
八
三
〇
年
代
カ
ン
ト
ン

ア
ヘ
ン
貿
易
の
利
權

第
二
違

淸
�
と
漢
奸
︱
︱
ア
ヘ
ン
戰
爭
時
の
福
円
・
廣
東
沿
海
民

對
策
を
中
心
に

第
Ⅱ
部

華
南
沿
海
秩
序
の
再
�

︱
︱
一
九
世
紀
中
葉

第
三
違

閩
粤
海
盜
と
イ
ギ
リ
ス
海
軍
︱
︱
一
九
世
紀
中
葉
︑
福
円

沿
海
に
お
け
る
海
)
問
題

第
四
違

難
破
し
た
﹁
夷
狄
﹂
︱
︱
一
九
世
紀
後
*
︑
華
南
に
お
け

る
海
難
對
策
の
變
容

第
五
違

秘
密
結
社
と
華
人
︱
︱
五
%
開
%
,
︑
廈
門
に
お
け
る
華

人
と
小
刀
會
の
亂

第
六
違

誘
à
す
る
人
・
さ
れ
る
人
︱
︱
一
九
世
紀
中
葉
廈
門
に
お
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け
る
苦
力
貿
易
の
盛
衰

第
Ⅲ
部

貿
易
の
變
動
と
華
人
の
行
動
︱
︱
世
紀
轉
奄
,

第
七
違

ア
ジ
ア
閒
貿
易
の
敗
者

︱
︱
淸
末
廈
門
に
お
け
る
.
易
/

0
の
變
動

第
八
違

善
堂
と
ア
ヘ
ン
︱
︱
一
九
世
紀
後
*
︑
廈
門
に
お
け
る
ア

ヘ
ン
課
稅
問
題

第
九
違

利
用
さ
れ
る
﹁
2
國
﹂
︱
︱
淸
末
廈
門
に
お
け
る
英
籍
華

人
問
題

結
論

3
い
で
︑
各
論
の
槪
�
を
違
每
に
整
理
す
る
︒
ま
ず
緖
論
に
就
い
て
︒

緖
論氏

は
本
書
の
狙
い
を
﹁
無
數
の
人
々
の
バ
ラ
バ
ラ
な
行
動
こ
そ
が
︑
中
國

を
怨
た
な
時
代
へ
と
突
き
動
か
し
︑
列
強
の
中
國
國
內
へ
の
影
7
を
�
小
限

に
と
ど
め
た
の
み
な
ら
ず
︑
列
強
を
も
8
弄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
︑

淸
末

(一
八
三
〇
年
代
～
二
〇
世
紀
初
頭
)
の
華
南
に
お
け
る
﹁
海
の
歷



﹂
か
ら
證
9
し
た
い
﹂
(二
頁
)
と
設
定
し
︑﹁
そ
こ
で
本
書
に
お
い
て
は

(一
)
取
引
の
特
性
と
仲
介
者
の
機
能
︑
(二
)
沿
海
社
會
の
管
理
︑
(三
)

中
國
�
代
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
役
割
の
再
檢
討
と
い
う
三
つ
の
課
題
を
取

り
上
げ
﹂
(三
～
四
頁
)︑
こ
の
三
つ
の
區
分
は
そ
れ
ぞ
れ
經
濟


・
社
會



・
2
國


;
民
地


の
枠
組
み
に
對
應
さ
せ
て
論
じ
る
と
し
て
い
る
︒

こ
れ
ら
を
分
析
す
る
た
め
の
具
體
<
な
フ
ィ
ー
ル
ド
=
び
議
論
の
射
>
を

﹁﹁
福
円
人
﹂
の
活
動
す
る
世
界
の
變
容
﹂
(一
二
頁
)
或
い
は
﹁
廈
門
と
い

う
都
市
を
據
點
と
し
つ
つ
活
動
す
る
﹁
ヒ
ト
﹂
の
分
析
に
重
點
を
置
く
﹂

(一
三
頁
)
と
定
め
て
い
る
︒
そ
の
理
由
と
し
て
︑﹁
長
,
<
︑
か
つ
廣
範
な

對
外
關
係
を
も
ち
︑
か
つ
中
國
の
中
で
も
�
も
液
動
性
が
高
い
地
域
で
あ
り
︑

內
陸
部
に
比
べ
れ
ば
@
擇
肢

(
A
げ
B
)
の
多
い
地
域
で
あ
っ
た
﹂
こ
と
︑

ま
た
淸
末
に
お
い
て
富
の
集
中
や
エ
リ
ー
ト
層
の
成
長
が
顯
著
に
み
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
を
擧
げ
て
い
る

(
一
〇
頁
)
︒

以
上
の
課
題
を
分
析
す
る
た
め
に
中
國
語
・
英
語
・
日
本
語
の


料
が
用

い
ら
れ
る
が
︑
本
書
で
は
ロ
ン
ド
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
に
收

藏
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
外
.
�
書
を
用
い
て
い
る
點
に
特
色
が
あ
る
︒
そ
の
中

で
も
︑
イ
ギ
リ
ス
公
使
に
對
す
る
イ
ギ
リ
ス
F
廈
門
領
事
の
報
吿
に
分
析
を

加
え
︑
廈
門
の
實
態
を
解
9
し
て
い
る
︒

そ
れ
で
は
3
に
︑
各
違
の
內
容
を
槪
觀
し
た
い
︒

第
Ⅰ
部

淸
�
の
沿
海
秩
序
の
$
壞
︱
︱
開
%
&

第
Ⅰ
部
で
は
淸
�
が
維
持
し
て
き
た
沿
海
部
に
お
け
る
從
來
の
瓜
制
力
が
︑

ア
ヘ
ン
密
貿
易
お
よ
び
ア
ヘ
ン
戰
爭
を
�
じ
て
機
能
し
な
く
な
る
樣
が
描
き

出
さ
れ
る
︒

第
一
違

閩
粤
沿
海
民
の
活
動
と
淸
�

︱
︱
ア
ヘ
ン
戰
爭
&
夜
に
お
け
る

ア
ヘ
ン
貿
易
活
動
を
中
心
に

淸
�
瓜
治
下
の
沿
海
荏
配
の
�
諦
は
︑
貿
易
管
理
と
治
安
維
持
に
あ
っ
た
︒

貿
易
管
理
は
海
關

(
稅
關
)
お
よ
び
牙
行
を
�
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
︒
牙
行

と
は
︑
官
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
H
I
地
.
易
の
仲
介
役
で
︑
彼
ら
に
集
中
<

に
取
引
す
る
權
限
を
與
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
官
は
物
液
の
管
理
や
稅
の
J
收

を
容
易
に
し
よ
う
と
圖
っ
た
︒
治
安
維
持
に
つ
い
て
は
淸
�
水
師

(水
軍
)

が
こ
れ
に
當
た
っ
た
が
︑
沿
海
民
の
恆
常
<
な
海
)
行
爲
は
頻
發
し
て
い
た
︒

こ
れ
ら
の
點
か
ら
︑
淸
�
は
稅
收
を
確
保
し
つ
つ
︑
ゆ
る
や
か
に
沿
海
部
を

瓜
治
す
る
體
制
を
作
っ
て
い
た
と
い
え
る
︒

し
か
し
沿
海
民
に
よ
っ
て
K
L
さ
れ
る
ア
ヘ
ン
貿
易
の
橫
行
︑
牙
行
に
よ
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る
液
�
の
掌
握
と
そ
れ
を
&
提
と
す
る
J
稅
と
い
っ
た
機
能
の
低
下
に
よ
り
︑

從
來
の
沿
海
地
域
の
管
理
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
︒
氏
は
こ
れ
を
沿
海
秩
序

の
$
壞
と
表
現
す
る
︒

補
論

零
丁
洋
と
廣
州
の
あ
い
だ
︱
︱
一
八
三
〇
年
代
カ
ン
ト
ン
ア
ヘ
ン

貿
易
の
利
權

沿
海
部
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
取
引
の
實
態
お
よ
び
官
の
利
權
/
0
と
そ
の
規

模
の
解
9
を
目
<
と
す
る
︒
特
に
官
に
對
す
る
賄
賂
と
し
て
零
丁
洋
で
も
廣

州
附
�
で
も
官
N
が
默
許
料
を
取
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
金
額
は

貿
易
總
量
か
ら
見
れ
ば
大
し
た
額
で
は
な
か
っ
た
が
︑
廣
州
に
�
け
れ
ば
�

い
ほ
ど
︑
高
額
の
默
許
料
が
必
�
だ
っ
た
︒
一
八
三
八
年
末
に
取
り
閲
ま
り

が
園
底
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
︑
官
僚
に
對
し
て
巨
額
の
賄
賂
が

O
ら
れ
る
時
,
と
︑
官
僚
が
貿
易
へ
の
規
制
を
加
え
る
時
,
が
あ
っ
て
不
安

定
に
な
っ
て
い
た
︒
B
光
2
に
よ
る
嚴
禁
策
が
實
行
さ
れ
る
&
に
許
乃
濟
な

ど
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
ア
ヘ
ン
貿
易
弛
禁
論
は
︑
官
僚
の
實
入
り
を
減
ら

す
こ
と
に
な
る
た
め
︑
官
僚
た
ち
が
弛
禁
論
に
本
當
に
贊
成
し
て
い
た
か
ど

う
か
は
さ
ら
に
考
察
の
對
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
る
︒

第
二
違

淸
�
と
漢
奸
︱
︱
ア
ヘ
ン
戰
爭
時
の
福
円
・
廣
東
沿
海
民
對
策

を
中
心
に

&
違
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
沿
海
秩
序
の
危
機
に
直
面
し
た
淸
�
は
︑
ア

ヘ
ン
戰
爭
時
の
防
御
政
策
と
關
聯
さ
せ
て
︑
騷
擾
の
原
因
と
な
る
沿
海
民

(
漢
奸
)
を
團
練
・
Q
勇
等
に
�
入
す
る
こ
と
に
よ
り
秩
序
回
復
を
圖
っ
た

が
︑
彼
ら
を
掌
握
・
瓜
制
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
︒

第
Ⅱ
部

華
南
沿
海
秩
序
の
再
�

︱
︱
一
九
世
紀
中
葉

第
Ⅱ
部
で
は
︑
ア
ヘ
ン
戰
爭
後
の
淸
�
の
治
安
維
持
活
動
を
中
心
と
す
る

秩
序
の
再
�
の
た
め
の
活
動
を
論
じ
る
︒

第
三
違

閩
粤
海
盜
と
イ
ギ
リ
ス
海
軍
︱
︱
一
九
世
紀
中
葉
︑
福
円
沿
海

に
お
け
る
海
)
問
題

沿
海
で
橫
行
す
る
海
)
行
爲
に
對
し
て
イ
ギ
リ
ス
は
R
討
を
開
始
し
︑
福

円
人
海
)
組
織
は
壞
滅
<
な
打
擊
を
T
け
た
︒
そ
の
形
勢
に
乘
じ
て
勢
力
を

增
し
た
廣
東
人
海
)
を
封
じ
V
め
る
た
め
︑
獨
力
で
は
�
效
な
對
策
を
W
り

得
な
か
っ
た
淸
�
地
方
官
は
イ
ギ
リ
ス
海
軍
を
﹁
招
撫
﹂
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
海
)
を
R
討
し
︑
沿
海
秩
序
を
回
復
し
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
﹁
一
八
世
紀

末
か
ら
の
華
南
沿
海
一
帶
に
お
け
る
海
)
の
時
代
は
X
焉
を
Y
え
る
︒﹂
(一

八
〇
頁
)

第
四
違

難
破
し
た
﹁
夷
狄
﹂
︱
︱
一
九
世
紀
後
*
︑
華
南
に
お
け
る
海

難
對
策
の
變
容

東
ア
ジ
ア
海
域
で
傳
瓜
<
に
機
能
し
て
き
た
﹁
漂
液
民
O
Z
制
度
﹂
は
[

難
者
の
保
護
・
O
Z
を
重
視
し
て
い
た
た
め
︑
漂
着
し
た
﹁
財
產
﹂
が
現
地

人
の
略
奪
に
[
う
ケ
ー
ス
が
多
く
發
生
し
た
︒
こ
れ
は
西
洋
人
に
對
し
て
も

同
樣
で
あ
っ
た
た
め
︑
イ
ギ
リ
ス
は
﹁
生
命
﹂
と
﹁
財
產
﹂
を
保
護
す
る
た

め
に
海
軍
を
動
員
し
︑
淸
�
地
方
官
も
こ
の
軍
事
力
を
利
用
し
て
沿
海
秩
序

を
回
復
し
よ
う
と
努
め
た
︒
し
か
し
秩
序
が
一
定
>
度
回
復
す
る
と
イ
ギ
リ

ス
は
介
入
を
^
け
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
︑
淸
�
側
は
﹁
保
護
中
外
_
隻
[

風
`
險
違
>
﹂
を
定
め
︑
沿
海
民
に
對
し
[
難
者
を
救
助
し
た
も
の
に
は
襃

賞
を
︑﹁
生
命
﹂
﹁
財
產
﹂
に
被
a
を
與
え
た
も
の
に
は
罰
を
與
え
る
宣
言
を

し
た
が
︑
實
效
力
は
限
定
さ
れ
て
い
た
︒
結
局
海
關
に
よ
っ
て
[
難
を
回
^

す
る
た
め
の
燈
臺
・
ブ
イ
な
ど
が
設
置
さ
れ
︑
こ
れ
が
海
難
對
策
と
し
て
效

果
を
發
揮
し
た
︒
以
上
の
狀
況
の
中
で
︑
[
難
者
の
O
Z
制
度
だ
け
は
一
貫

し
て
機
能
し
續
け
た
が
︑
こ
れ
は
外
國
人
を
開
%
場
に
封
じ
V
め
て
ゆ
く
と

い
う
�
義
を
持
っ
て
い
た
︒
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第
五
違

秘
密
結
社
と
華
人
︱
︱
五
%
開
%
,
︑
廈
門
に
お
け
る
華
人
と

小
刀
會
の
亂

東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ギ
リ
ス
;
民
地
出
身
で
外
國
籍
を
持
つ
華
人
が
中
國
に

c
出
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
︑
外
國
籍
特
權
の
利
用
や
不
法
行
爲
に
よ
っ

て
地
方
官
・
d
民
と
の
軋
轢
が
生
じ
た
︒
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
領
事
に
よ
る
保

護
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
自
衞
の
た
め
小
刀
會
を
組
織
し
た
彼
ら
は

無
視
で
き
ぬ
勢
力
を
持
つ
に
至
っ
た
︒
彼
ら
は
官
憲
の
彈
壓
を
契
機
と
し
て

蜂
起
し
た

(廈
門
小
刀
會
の
亂
)︒
淸
�
は
こ
れ
ら
の
g
亂
を
鎭
壓
す
る
こ

と
で
秩
序
を
回
復
︑
外
國
籍
華
人
は
東
南
ア
ジ
ア
に
轉
じ
て
そ
こ
で
勢
力
を

擴
大
し
た
︒

第
六
違

誘
à
す
る
人
・
さ
れ
る
人
︱
︱
一
九
世
紀
中
葉
廈
門
に
お
け
る

苦
力
貿
易
の
盛
衰

地
域
と
の
h
擦
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
苦
力
貿
易
は
︑
中
英
に
よ
る
對
處

で
大
客
頭
な
ど
の
中
核
を
失
っ
た
︒
こ
の
瓜
制
の
過
>
に
お
い
て
淸
�
側
は

イ
ギ
リ
ス
領
事
に
對
し
︑
人
身
賣
買
を
行
う
イ
ギ
リ
ス
商
人
の
取
り
閲
ま
り
︑

他
國
と
の
仲
介
役
︑
他
國
の
商
人
へ
の
壓
力
を
﹁
代
行
﹂
さ
せ
た
︒﹁
イ
ギ

リ
ス
領
事
は
淸
�
地
方
官
僚
か
ら
移
民
管
理
業
務
を
︑
當
初
は
氣
づ
か
ず
に

無
償
で
 
け
i
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒﹂
(二
八
七
頁
)

第
Ⅲ
部

貿
易
の
變
動
と
華
人
の
行
動
︱
︱
世
紀
轉
奄
,

一
九
世
紀
中
葉
に
再
�
さ
れ
た
秩
序
が
一
八
八
〇
年
代
か
ら
二
〇
世
紀
初

頭
に
か
け
て
さ
ら
に
動
搖
す
る
樣
を
檢
討
す
る
︒

第
七
違

ア
ジ
ア
閒
貿
易
の
敗
者

︱
︱
淸
末
廈
門
に
お
け
る
.
易
/
0
の

變
動

世
界
<
な
貿
易
擴
大
に
j
い
︑
廈
門
を
中
心
と
す
る
地
域
經
濟
圈
內
に
お

け
る
物
液
は
衰
k
し
︑
臺
灣
が
日
本
の
經
濟
圈
に
瓜
合
さ
れ
た
結
果
︑﹁
廈

門
を
中
心
と
す
る
經
濟
圈
は
商
品
液
�
上
$
壞
し
た
︒
し
か
し
中
國
沿
海
諸

%
と
東
南
ア
ジ
ア
と
の
.
易
/
0
は
廈
門
の
出
超
を
補
塡
す
る
華
僑
O
金
に

よ
っ
て
維
持
・
強
m
さ
れ
た
﹂
(三
五
二
頁
)︒

第
八
違

善
堂
と
ア
ヘ
ン
︱
︱
一
九
世
紀
後
*
︑
廈
門
に
お
け
る
ア
ヘ
ン

課
稅
問
題

廈
門
で
は
一
八
八
七
年
の
芝
罘
條
n
o
加
條
項
の
發
效
ま
で
は
中
國
人
ア

ヘ
ン
商
人
に
J
稅
を
 
け
i
わ
せ
る
形
で
ア
ヘ
ン
釐
金
の
J
收
が
行
わ
れ
︑

地
方
の
財
源
と
な
っ
て
い
た
︒
し
か
し
一
八
八
七
年
以
影
︑
外
國
產
ア
ヘ
ン

は
海
關
に
よ
っ
て
J
稅
さ
れ
中
央
の
財
源
と
な
っ
た
た
め
︑
地
方
官
は
地
方

財
源
の
穴
を
補
塡
す
る
必
�
に
p
ら
れ
た
︒
そ
こ
で
地
方
官
は
善
堂

(
慈
善

施
設
)
な
ど
を
維
持
す
る
財
源
と
す
る
た
め
に
外
國
產
ア
ヘ
ン
に
二
重
に
捐

稅
を
課
そ
う
と
し
た
が
︑
中
國
人
商
人
が
イ
ギ
リ
ス
領
事
を
賴
っ
て
r
稅
を

拒
否
し
た
た
め
︑
地
方
官
は
稅
收
と
商
人
瓜
制
の
手
段
を
失
っ
た
︒
そ
の
後

地
方
官
は
中
國
ア
ヘ
ン
へ
の
課
稅
を
c
め
た
が
︑
零
細
m
し
た
商
人
た
ち
を

把
握
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
︒
廈
門
に
お
け
る
外
國
產
ア
ヘ
ン
の
貿
易
量

減
少
も
こ
の
傾
向
を
後
押
し
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

第
九
違

利
用
さ
れ
る
﹁
2
國
﹂
︱
︱
淸
末
廈
門
に
お
け
る
英
籍
華
人
問
題

イ
ギ
リ
ス
籍
を
持
つ
華
人
は
中
國
で
の
活
動
を
地
方
官
か
ら
阻
礙
さ
れ
た

た
め
︑
貿
易
が
發
展
し
な
か
っ
た
︒
ま
た
イ
ギ
リ
ス
領
事
の
側
も
イ
ギ
リ
ス

籍
華
人
と
地
方
官
と
の
紛
爭
に
卷
き
V
ま
れ
る
こ
と
を
	
っ
た
た
め
︑
;
民

地
當
局
と
領
事
と
の
閒
で
保
護
對
象
の
�
識
の
ズ
レ
が
生
じ
た
︒
結
局
イ
ギ

リ
ス
外
務
省
は
保
護
を
擴
大
す
る
が
現
地
で
は
そ
れ
に
對
應
で
き
ず
︑
イ
ギ

リ
ス
籍
華
人
は
そ
の
活
動
を
制
n
さ
れ
た
︒

結
論結

論
部
で
は
本
論
の
整
理
に
續
い
て
︑
序
違
で
示
さ
れ
た
三
つ
の
課
題
へ
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の
回
答
が
示
さ
れ
る
︒

取
引
の
特
性
と
仲
介
者
の
機
能
に
つ
い
て
は
︑
經
營
の
﹁
零
細
m
﹂
と
液

�
/
0
の
﹁
分
s
m
﹂
が
當
時
の
特
J
で
あ
り
︑﹁
零
細
な
經
濟
活
動
を
秩

序
m
す
る
仲
介
者
を
中
心
と
し
て
︑
分
s
/
0
や
複
殻
/
0
が
繰
り
t
し
形

成
さ
れ
て
き
た
︒
こ
れ
ら
は
歐
米
の
ヒ
ト
や
制
度
の
中
國
へ
の
u
v
に
對
す

る
︑
多
重
防
護
壁
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
︒﹂
(四
五
五
頁
)
と
す

る
︒沿

海
社
會
の
管
理
の
手
法
に
つ
い
て
は
︑﹁
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る

歐
米
諸
國
と
そ
の
人
々
を
利
用
し
つ
つ
︑
秩
序
の
再
�
が
c
め
ら
れ
た
﹂

(四
五
六
頁
)
が
︑﹁﹁
�
代
<
﹂
制
度
は
︹
中
略
︺
旣
存
の
枠
組
み
を
破
壞

す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
︒﹂
(四
五
七
頁
)

沿
海
地
域
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
に
つ
い
て
は
︑﹁﹁
2
國



﹂
か
ら
み
た
場
合
は
﹁
國
際
公
共
財
﹂
の
利
用
︑
あ
る
い
は
﹁
た
だ
の
り

(
fre
e
rid
in
g
)﹂
の
議
論
と
み
ら
れ
た
こ
と
は
︑
淸
�
に
よ
る
2
國
の
利
用

で
あ
っ
た
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹂
あ
る
い
は
﹁
ま
さ
に
外
國
・
外
國

人
は
中
國
政
府
・
中
國
人
を
﹁
使
っ
て
い
る
﹂
の
で
は
な
く
︑﹁
使
わ
れ
て

い
る
﹂
狀
態
︑
つ
ま
り
代
理
執
行
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
﹂
(以
上
︑
四
五

八
頁
)
と
い
う
見
解
を
示
す
︒

�
後
に
�
體
に
對
す
る
結
論
で
は
︑﹁
沿
海
の
無
數
の
人
々
が
引
き
起
こ

し
た
變
動
は
︑
沿
海
に
か
つ
て
な
い
固
い
制
度
を
L
入
す
る
と
い
う
結
果
を

も
た
ら
し
た
︒﹂
し
か
し
﹁
バ
ラ
バ
ラ
な
人
々
に
對
す
る
社
會
管
理
も
一
方

<
に
c
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
︑
�
く
c
ま
な
い
部
分
が
壓
倒
<
で
あ
り
︑
さ

ら
に
社
會
・
經
濟
の
液
動
m
の
加
�
に
j
っ
て
む
し
ろ
困
難
に
な
る
狀
況
も

見
ら
れ
た
︒﹂
と
い
う
�
識
を
展
開
し
︑
こ
の
雙
方
向
の
結
果
を
踏
ま
え
て
︑

﹁
當
該
,
の
歷


は
類
似
性
の
擴
大
に
向
か
う
部
分
と
︑
そ
の
よ
う
に
は
な

ら
ず
︑
結
果
<
に
多
樣
m
に
向
か
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
︒
こ
の
點
で
は
︑

そ
れ
以
&
の
時
代
と
の
�
い
は
な
い
︒
た
だ
し
︑
�
代
は
︑
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
背
景
と
し
て
︑
&
者
の
ベ
ク
ト
ル
が
時
と
し
て
短
,
閒
の
閒

に
非
常
に
強
く
︑
か
つ
廣
範
圍
に
働
く
た
め
︑
か
え
っ
て
﹁
格
差
﹂
が
大
き

く
開
く
こ
と
が
あ
る
點
が
︑
そ
れ
ま
で
の
時
代
と
衣
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
︒﹂
(以
上
︑
四
六
二
頁
)
と
ま
と
め
る
︒

以
上
の
よ
う
に
9
確
な
問
題
�
識
と
/
0
を
持
つ
本
書
の
�
義
を
︑
二
つ

の
側
面
か
ら
論
じ
て
み
た
い
︒

ま
ず
は
︑
一
九
世
紀
後
*
の
中
國
に
お
け
る
西
洋
人
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
に
つ

い
て
︒
從
來
の
中
國
�
代


に
お
い
て
︑
中
國
に
對
す
る
西
洋

(
�
9
)
の

影
7
力
の
強
さ
を
ど
の
>
度
に
見
積
も
る
か
と
い
う
課
題
は
︑
重
�
な
テ
ー

マ
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
︒
こ
の
問
題
に
對
し
政
治


・
法
制


・
經

濟


・
思
想


の
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
ン
ス
か
ら
解
9
が
c
め
ら
れ
て
き
た
が
︑

經
濟


分
野
で
は
貿
易
の
仲
介
者
た
る
買
辦
が
議
論
の
一
つ
の
中
心
と
な
っ

た
︒
過
去
に
は
買
辦
は
西
洋
﹁
2
國
K
義
﹂
の
中
國
c
出
の
手
先
と
な
り
︑

中
國
の
發
展
を
阻
礙
し
た
と
さ
れ
︑
中
國
に
a
惡
を
も
た
ら
し
た
存
在
と
し

て
批
�
<
に
描
寫
さ
れ
て
き
た
︒
こ
う
し
た
�
識
に
對
し
て
す
で
に
一
九
八

〇
年
代
か
ら
買
辦
の
獨
立
性
に
�
目
し
︑
手
先
で
あ
っ
た
と
い
う
論
�
に
反

論
す
る
硏
究
も
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
�
年
で
は
さ
ら
に
そ
の
傾
向
が
c
み
︑
本

野
英
一
氏
の
議
論
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
買
辦
や
そ
の
他
の
中
國
人
は
し

た
た
か
に
行
動
し
︑
事
態
が
決
し
て
西
洋
人
優
位
に
c
ん
だ
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
K
張
が
強
ま
っ
た
︒
村
上
氏
に
よ
る
本
書
も
大
き
な
�
�
の
中
で
言

え
ば
︑﹁
2
國
K
義
﹂
と
言
わ
れ
た
西
洋
人
の
影
7
力
は
︑
從
來
強
�
さ
れ

て
き
た
よ
り
も
大
き
く
は
な
い
と
い
う
立
場
を
W
る
も
の
で
あ
る
と
!
價
で

き
よ
う
︒
た
だ
し
︑
沿
海
社
會
の
管
理
の
た
め
の
﹁
強
固
な
制
度
﹂
が
イ
ギ
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リ
ス
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
理
解
し
て
い
る
點
を
強
�
し
て
お
き
た

い
︒3

い
で
ア
ジ
ア
經
濟


の
視
點
か
ら
本
書
の
�
義
を
述
べ
て
み
た
い
︒
�

二
〇
年
來
の
ア
ジ
ア
經
濟


の
硏
究
は
︑
各
國
に
お
け
る
經
濟
發
展
を
論
ず

る
從
來
の
立
場
か
ら
︑
東
南
ア
ジ
ア
・
南
ア
ジ
ア
も
含
め
た
よ
り
廣
域
に
展

開
し
た
﹁
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
﹂
の
液
�
の
在
り
樣
を
檢
討
す
る
事
を
重
視

し
て
き
た
︒
周
知
の
�
り
こ
の
傾
向
は
︑
イ
ギ
リ
ス
2
國
の
存
在
を
&
提
と

し
て
ア
ジ
ア
地
域
の
發
展
を
理
解
す
る
の
で
は
な
く
︑
ア
ジ
ア
が
傳
瓜
<
に

�
し
て
い
た
經
濟
關
係
・
國
際
關
係
の
內
實
を
9
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
視

點
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
を
檢
討
す
る
た
め
に
具
體
<
に
は
ア
ジ
ア
域
內
の
.
易

品
や
カ
ネ

(證
�
な
ど
も
含
む
)
の
液
�
の
經
路
お
よ
び
シ
ス
テ
ム
を
跡
附

け
︑
そ
れ
ら
の
液
�
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
各
地
域
の
結
び
つ
き
を
﹁
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
﹂
と
稱
し
︑
そ
の
中
に
經
濟
圈
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る

(ア

ジ
ア
.
易
圈
論
)︒
そ
う
し
た
潮
液
の
中
で
む
し
ろ
置
き
去
り
に
さ
れ
て
き

た
の
が
﹁
ヒ
ト
﹂
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
中
で

は
﹁
ヒ
ト
﹂
の
移
動
に
つ
い
て
は
數
量
<
に
分
析
さ
れ
る
も
の
の
︑
そ
れ
は

結
局
﹁
モ
ノ
﹂
を
�
ぶ
存
在
と
し
て
の
﹁
ヒ
ト
﹂
で
あ
り
︑
經
濟
圈
を
擴
大

し
て
ゆ
く
存
在
と
し
て
の
﹁
ヒ
ト
﹂
と
い
う
理
解
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
し
か

し
�
年
︑﹁
ヒ
ト
﹂
自
身
が
持
つ
世
界
�
識
や
秩
序
觀
に
�
目
し
︑
そ
れ
ら

の
人
々
の
行
動
が
引
き
起
こ
す
對
立
や
協
�
そ
の
も
の
を
捉
え
て
い
こ
う
と

す
る
硏
究

(例
え
ば
�
山
篤
子
﹃
ス
ペ
イ
ン
2
國
と
中
華
2
國
の
邂
逅

︱
︱
十
六
・
十
七
世
紀
の
マ
ニ
ラ
﹄︑
法
政
大
學
出
版
局
︑
二
〇
一
二
年
)

が
現
れ
て
い
る
︒
村
上
氏
に
よ
る
本
書
も
こ
う
し
た
成
果
の
一
つ
と
し
て
硏

究


に
位
置
づ
く
も
の
と
考
え
る
︒
そ
の
中
で
も
特
に
出
色
な
の
は
︑
政
權

や
經
濟
活
動
に
よ
っ
て
秩
序
が
/
築
さ
れ
る
樣
を
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
分

析
し
よ
う
と
す
る
從
來
の
硏
究
と
は
一
線
を
劃
し
︑
む
し
ろ
秩
序
を
破
壞
し

て
ゆ
く
︑
あ
る
い
は
秩
序
の
中
に
收
ま
り
き
ら
な
い
﹁
ヒ
ト
﹂
の
�
を
詳
細

に
描
い
て
い
る
點
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
し
︑
以
上
の
二
點
を
踏
ま
え
た
上
で
本
書
の
/
0
を
よ
り
詳
細
に
見

れ
ば
︑
氏
の
K
張
が
そ
れ
ほ
ど
單
純
で
は
な
い
事
に
も
氣
づ
か
さ
れ
る
︒
確

か
に
氏
は
沿
海
民
が
�
世
以
來
の
沿
海
部
秩
序
を
破
壞
し
て
ゆ
く
過
>
や
︑

�
代
の
到
來
に
直
面
し
て
も
容
易
に
御
さ
れ
な
い
中
國
の
�
を
強
�
し
て
い

る
︒
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
淸
�
が
イ
ギ
リ
ス
の
持
つ
力
を
利
用
し
な
が
ら

沿
海
部
秩
序
を
再
/
築
し
て
ゆ
く
過
>
を
も
描
い
て
い
る
點
に
留
�
す
べ
き

で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
氏
は
︑
�
代
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
が
も
た
ら
し
た
も
の

が
�
效
に
機
能
し
た
部
分
も
あ
れ
ば
�
效
に
機
能
し
な
か
っ
た
部
分
も
あ
っ

た
と
い
う
︑
矛
盾
す
る
二
方
向
性
が
同
時
に
竝
立
し
え
た
こ
と
を
理
論
m
し

え
た
と
言
え
る
︒
そ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
︑
上
記
の
二
方
向
の
い
ず
れ
が

實
態
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
い
は
必
�
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
西
洋
﹁
�
代
﹂

が
影
7
を
=
ぼ
す
強
�
や
濃
淡
を
地
域
や
分
野
ご
と
に
詳
細
に
腑
分
け
す
る

こ
と
こ
そ
が
︑
中
國
が
直
面
し
た
﹁
�
代
﹂
な
る
も
の
の
正
體
を
暴
い
て
ゆ

く
議
論
を
さ
ら
に
深
め
て
ゆ
く
視
角
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
︒
!
者

は
︑
こ
の
よ
う
な
思
考
か
ら
描
き
出
さ
れ
て
く
る
怨
た
な
﹁
�
代
﹂
宴
に
大

い
に
興
味
を
惹
か
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
確
固
た
る
/
0
を
も
っ
た
本
書
で
あ
る
が
︑
そ
の
/
0
を

超
え
て
!
者
が
想
宴
を
か
き
た
て
ら
れ
た
部
分
に
つ
い
て
若
干
指
摘
し
て
お

き
た
い
︒

ま
ず
本
書
に
お
け
る
﹁
秩
序
﹂
と
い
う
語
の
用
い
ら
れ
方
で
あ
る
︒
本
書

で
は
︑﹁
秩
序
﹂
と
い
う
語
は
直
接
に
定
義
さ
れ
て
は
い
な
い
が
︑
そ
れ
と

關
聯
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
︑
﹁
制
度
﹂
を
定
義
し
た
3
の
記
述
で
あ
ろ
う
︒
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﹁
本
書
で
は
︑﹁
制
度
﹂
と
い
う
語
を
︑﹁
規
範
﹂・﹁
ル
ー
ル
﹂︑
あ
る
い
は

﹁
常
識
﹂
と
い
っ
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
︑
人
々
が
�
識
・
無
�
識
の
う
ち

に
從
っ
た
り
︑
指
針
と
し
た
り
し
て
い
る
も
の
と
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
る
﹁
秩
序
﹂
な
い
し
﹁
行
動
樣
式
﹂
を
指
す
廣
い
範
圍
で
用
い
る
︒﹂

(六
頁
)
こ
の
定
義
を
�
衍
し
て
理
解
す
れ
ば
︑﹁
秩
序
﹂
と
は
オ
フ
ィ
シ
ャ

ル
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
︑
人
々
が
何
ら
か
の
ル
ー
ル
に
從
っ
た
結
果
生

み
出
さ
れ
る
社
會
<
了
解
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
こ
れ
は
經
濟

學
に
お
け
る
制
度
學
�
の
硏
究
成
果
に
�
�
を
拂
っ
て
設
定
さ
れ
た
枠
組
み

で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
本
論
の
中
で
は
﹁
秩
序
﹂
は
實
際
に
ど
の
よ
う

な
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒
例
え
ば
︑﹁
開
%
場
を
中
心
に
秩

序
回
復
を
目
指
す
地
方
官
﹂︑﹁
淸
�
地
方
官
に
よ
る
開
%
場
を
中
心
と
し
た

秩
序
形
成
が
可
能
と
な
っ
た
﹂
(二
五
五
頁
)︒
あ
る
い
は
﹁
イ
ギ
リ
ス
海
軍

の
力
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
福
円
人
海
)
を
R
討
し
︑
後
に
は
廣
東
人

海
)
を
も
抑
制
し
て
沿
海
秩
序
の
再
�
を
成
し
�
げ
た
﹂
(一
八
〇
頁
)︒
さ

ら
に
結
論
部
で
は
︑﹁
秩
序
﹂﹁
制
度
﹂﹁
瓜
制
﹂
と
い
っ
た
語
が
3
の
よ
う

に
關
聯
附
け
ら
れ
︑
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒﹁
か
か
る
秩
序
の
$
壞
に
對
し

て
︑
ア
ヘ
ン
戰
爭
時
に
お
い
て
も
淸
�
は
舊
來
の
手
法
・
制
度
に
よ
っ
て
福

円
・
廣
東
沿
海
民
の
瓜
制
を
試
み
た
が
︑
完
�
に
失
敗
に
X
わ
っ
た
︒
開
%

後
も
密
輸
・
苦
力
貿
易
・
海
)
の
活
性
m
で
沿
海
の
秩
序
は
混
亂
し
た
︒
沿

海
の
無
數
の
福
円
人
・
廣
東
人
の
バ
ラ
バ
ラ
の
活
動
は
︑
一
七
世
紀
以
來
の

淸
�
の
秩
序
を
$
壞
さ
せ
︑
華
南
沿
海
︑
さ
ら
に
は
中
國
を
怨
た
な
時
代
へ

L
い
た
︒﹂
(四
六
一
頁
)︒
以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
氏
が
﹁
秩
序
﹂
を

用
い
る
時
︑
多
く
の
場
合
に
お
い
て
﹁
秩
序
の
$
壞
﹂﹁
秩
序
の
形
成
﹂﹁
秩

序
の
回
復
﹂﹁
秩
序
の
再
�
成
﹂
と
い
っ
た
單
語
と
セ
ッ
ト
で
用
い
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
﹁
形
成
﹂
や
﹁
回
復
﹂
な
ど
の
�
�
で
K
語
と
な
っ
て
い
る
の
は

﹁
淸
�
﹂
や
﹁
地
方
官
﹂
で
あ
る
︒
一
方
﹁
$
壞
さ
せ
る
﹂
と
い
う
�
�
で

K
語
と
な
る
の
が
﹁
沿
海
民
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
筆
者
の
理
解
し
え

た
限
り
で
は
︑﹁
秩
序
﹂
を
も
た
ら
す
の
は
﹁
淸
�
﹂﹁
地
方
官
﹂
︑
そ
れ
に

利
用
さ
れ
た
の
が
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
り
︑
﹁
沿
海
民
﹂
は
一
貫
し
て
そ
れ
を

破
壞
す
る
人
々
と
い
う
/
0
が
貫
園
し
て
お
り
︑﹁
沿
海
民
﹂
が
﹁
秩
序
﹂

を
﹁
形
成
﹂
す
る
と
い
う
圖
式
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
樣
に
見
え
る
︒
そ
う

で
あ
れ
ば
︑
緖
論
の
﹁
制
度
﹂﹁
秩
序
﹂
の
定
義
と
本
�
中
の
/
0
と
の
閒

に
は
大
き
な
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
本
論
の
各

部
の
タ
イ
ト
ル
の
附
け
ら
れ
方
も
︑
そ
う
し
た
圖
式
を
端
<
に
示
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ま
ず
﹁
秩
序
﹂
が
﹁
$
壞
﹂
し
︑
3
に
﹁
再
�
﹂
さ
れ

る
︒
そ
れ
で
は
﹁
$
壞
﹂
し
て
﹁
再
�
﹂
さ
れ
る
ま
で
の
閒
に
は
﹁
秩
序
﹂

は
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
よ
う
に
︑
沿
海
の
﹁
社
會
管
理
﹂
と
い
う
語
に
置
き
奄
え
て
も
差
し

荏
え
な
い
﹁
秩
序
﹂
觀
は
本
書
の
�
體
の
/
0
を
擔
保
し
て
い
る
と
!
價
で

き
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
論
の
一
貫
性
は
讀
者
に
と
っ
て
9
快
な
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
し
て
傳
わ
る
だ
ろ
う
︒

し
か
し
こ
れ
ま
で
︑
淸
�
の
﹁
秩
序
﹂
と
對
立
す
る
立
場
に
あ
る
人
々
が

/
築
し
て
い
た
秩
序
の
特
殊
性
を
硏
究
の
俎
上
に
載
せ
︑
そ
れ
を
解
9
す
る

こ
と
は
中
國
�
代


の
重
�
な
課
題
で
あ
っ
た
︒
例
え
ば
太
�
天
國
の
K
體

と
な
っ
た
江
西
移
民
社
會
に
關
す
る
菊
池
秀
9
氏
の
硏
究

(﹃
廣
西
移
民
社

會
と
太
�
天
國
﹄
風
7
社
︑
一
九
九
八
年
)
︑
河
北
の
捻
軍
の
成
立
お
よ
び

そ
の
/
0
に
p
っ
た
竝
木
賴
壽
氏
の
硏
究

(﹃
捻
軍
と
華
北
社
會
﹄
硏
�
出

版
︑
二
〇
一
〇
年
)
︑
辛
亥
革
命
の
震
源
地
と
な
っ
た
湖
南
省
の
民
衆
社
會

の
秩
序
を
描
き
出
し
た
�
谷
浩
悅
氏
の
硏
究

(﹃
湖
南
省
�
代
政
治


硏
究
﹄
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汲
古
書
院
︑
二
〇
一
三
年
)
な
ど
は
�
て
︑
地
域
社
會
の
特
殊
性
の
分
析
に

�
目
す
る
事
で
︑
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
は
ず
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で

は
︑
獨
特
な
人
<
結
合
の
論
理
を
持
ち
︑
い
ざ
行
動
を
起
こ
す
際
に
も
彼
ら

自
身
の
B
理
や
宗
敎
觀
に
裏
打
ち
さ
れ
た
動
機
を
持
っ
て
い
た
人
々
の
�
が

描
か
れ
た
︒
一
方
本
書
で
は
淸
�
の
瓜
制
に
�
わ
な
い
人
々
は
社
會
を
﹁
バ

ラ
バ
ラ
﹂
に
す
る
存
在
と
し
︑
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
秩
序
が
壞
さ
れ
る
と
い

う
側
面
の
み
が
強
�
さ
れ
る
た
め
に
︑
沿
海
民
が
形
作
る
獨
自
の
世
界
の
奧

行
き
を
知
る
機
會
を
逸
し
て
い
る
印
象
を
T
け
る
︒

も
う
一
點
︑
沿
海
部
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
存
在
に
關
わ
る
問
題
を

指
摘
し
た
い
︒
氏
は
南
京
條
n
以
影
︑
沿
海
部
に
展
開
し
た
イ
ギ
リ
ス
勢
力

に
つ
い
て
︑
淸
�
の
瓜
治
に
利
用
さ
れ
た
︑
あ
る
い
は
沿
海
部
に
﹁
強
固
な

制
度
﹂
を
も
た
ら
し
た
存
在
と
し
て
描
く
︒
し
か
し
こ
の
理
解
は
︑
よ
り
效

�
<
で
安
�
な
イ
ギ
リ
ス
人
の
中
國
c
出
を
︑
制
度
の
整
備
に
よ
っ
て
サ

ポ
ー
ト
す
る
必
�
の
あ
っ
た
領
事
た
ち
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

そ
も
そ
も
中
國
東
南
沿
海
部
と
イ
ギ
リ
ス
人
と
の
關
わ
り
は
︑
當
然
の
事
な

が
ら
一
七
世
紀
ま
で
溯
り
︑
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
會
社
が
每
年
廣
州
に
_
を

�
�
し
始
め
た
一
八
世
紀
初
頭
か
ら
數
え
て
も
ア
ヘ
ン
戰
爭
に
至
る
ま
で
お

よ
そ
百
四
十
年
が
經
過
し
て
い
る
︒
そ
の
閒
︑
廣
州
一
%
に
貿
易
が
制
限
さ

れ
て
い
た
時
,
が
長
か
っ
た
と
は
い
え
︑
イ
ギ
リ
ス
人
お
よ
び
西
洋
人
の
商

人
た
ち
は
廣
州
を
中
心
と
す
る
華
南
の
貿
易
/
0
の
中
の
重
�
な
ア
ク
タ
ー

と
な
っ
て
い
た
︒
本
書
で
も
登
場
す
る
ア
ヘ
ン
の
密
貿
易
が
そ
の
好
例
で
︑

福
円
・
廣
東
沿
海
部
に
あ
れ
ほ
ど
ア
ヘ
ン
が
液
入
し
た
の
も
︑
イ
ギ
リ
ス
人

地
方
貿
易
商
人

(カ
ン
ト
リ
ー
ト
レ
ー
ダ
ー
)
を
始
め
と
す
る
歐
米
商
人
の

存
在
拔
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
ま
た
南
京
條
n
に
よ
っ
て
開
%
し
た
上
海

な
ど
で
活
�
し
た
買
辦
の
多
く
は
廣
東
省
出
身
者
で
あ
り
︑
彼
ら
は
イ
ギ
リ

ス
人
�
�
の
輪
_

(
蒸
氣
_
)
を
�
用
し
て
自
ら
の
貨
物
を
�
び
︑
淸
�
地

方
官
の
管
理
の
埒
外
に
い
た
︒
そ
う
し
た
云
わ
ば
ア
ウ
ト
ロ
ー
が
出
現
し
え

た
の
も
︑
ひ
と
え
に
イ
ギ
リ
ス
人
が
彼
ら
に
協
力
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
は
︑
本
書
の
/
圖
で
は
ど
こ
に
位
置
づ

く
の
で
あ
ろ
う
か
︒
や
は
り
︑
淸
�
の
管
理

(﹁
秩
序
﹂
)
を
破
壞
す
る
沿
海

民
と
同
質
の
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
同
じ
イ
ギ

リ
ス
國
籍
を
�
す
る
領
事
と
商
人
た
ち
と
の
關
係
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
か
︒

お
そ
ら
く
!
者
の
無
理
解
に
よ
る
<
外
れ
な
指
摘
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
ま
た

殘
存
す
る


料
で
は
再
/
成
し
分
析
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
問
題
を
取
り
上

げ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
!
者
の
非
力
の
故
で

あ
り
著
者
お
よ
び
讀
者
諸
賢
に
お
許
し
を
乞
う
以
外
に
な
い
︒

と
も
あ
れ
︑
本
書
の
大
い
な
る
魅
力
は
︑
沿
海
民
の
活
力
に
溢
れ
た
生
き

樣
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
あ
り
︑
本
書
の
硏
究
上
の
�
義
は
疑
う
べ
く
も
な

い
︒
た
だ
の
漁
民
が
時
と
し
て
海
)
と
な
っ
て
略
奪
行
爲
を
行
い
︑
地
方
官

も
手
出
し
で
き
な
い
よ
う
な
村
落
を
作
り
上
げ
︑
沿
海
民
同
士
で
も
械
闘
と

呼
ば
れ
る
紛
爭
を
起
こ
し
︑
誘
à
し
︑
身
代
金
を
�
求
し
︑
ア
ヘ
ン
を
賣
り

さ
ば
く
︒
讀
者
は
こ
う
し
た
事
例
に
觸
れ
る
中
で
著
者
と
﹁
驚
き
﹂
を
共
�

し
︑
そ
の
世
界
に
引
き
こ
ま
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

二
〇
一
三
年
二
�

名
古
屋

名
古
屋
大
學
出
版
會

A
五
�

七+

四
七
二+

二
〇
四
頁

八
四
〇
〇
圓+

稅
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