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大
　
島
　
借
　
美

　
十
九
世
紀
末
葉
に
は
、
世
界
の
主
な
資
本
主
義
国
は
す
で
に
帝
国
主
義
の

段
階
に
入
っ
て
い
た
。
そ
れ
迄
の
中
国
に
対
す
る
資
本
主
義
国
の
経
済
政
策

は
、
商
品
輸
出
を
主
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
帝
国
主
義
の
段
階
に
入
る
と
、

か
れ
ら
の
経
済
侵
略
は
、
単
な
る
商
品
輸
出
を
主
と
す
る
も
の
か
ら
、
資
本

輸
鎚
を
主
と
す
る
も
の
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

　
西
欧
列
強
は
一
方
で
は
商
品
輸
出
を
お
し
進
め
な
が
ら
、
他
方
で
は
植
民

地
や
後
進
国
に
お
け
る
各
分
野
の
諸
開
発
や
経
営
に
投
資
し
、
そ
こ
か
ら
得

る
莫
大
な
利
益
を
、
伝
統
的
に
孤
立
を
守
り
続
け
て
き
た
中
国
に
投
資
し
始

め
た
。
日
清
戦
争
は
日
本
近
代
史
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
中
国
近
代
政

治
史
に
お
い
て
も
一
つ
の
転
機
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
世
界
的
に
殆
ど
の
穂
民

地
分
割
が
終
っ
た
段
階
に
お
い
て
、
中
国
が
残
さ
れ
た
唯
一
の
獲
物
と
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
下
関
条
約
に
お
け
る
二
億
両
の
賠
償
金
の
他
に
、

中
国
開
港
場
へ
の
機
械
導
入
、
各
工
場
の
建
設
を
迫
り
、
つ
い
に
は
大
規
模

な
領
土
分
割
と
利
権
獲
得
競
争
へ
の
動
き
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
山
東
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
鉄
道
政
策
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
列
強
の
利

権
獲
得
競
争
の
ま
っ
た
だ
中
に
お
い
て
推
進
さ
れ
た
。
本
書
は
そ
の
動
き
の

中
で
、
そ
の
照
準
を
山
東
鉄
道
政
策
に
あ
て
、
政
治
史
的
な
解
釈
を
行
な
っ

て
い
る
。
内
容
的
に
は
、
か
な
り
正
確
な
史
実
描
写
に
終
始
し
、
分
析
的
な

要
素
は
欠
如
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
し
か
し
戦
後
ド
イ
ツ
の
東
洋
学
の
研
究
の
中
で
、
近
代
史
の
こ
の
よ
う
な

テ
ー
マ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
例
が
な
い
こ
と
か
ら
見
て
も
、
極
め
て

注
目
す
べ
き
労
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

終　　　第　　第序
　　　　ム　 　　　　　あ　 ニぬぬ　　　 　早二二＿一早＿一卑皐

本
書
の
昌
的
お
よ
び
参
考
資
料
に
つ
い
て

中
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
進
出
の
政
治
的
、
経
済
的
背
景

中
国
発
展
に
お
け
る
西
欧
列
強
の
影
響
に
つ
い
て

一
八
九
八
年
前
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
中
国
関
係

山
東
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
鉄
道
敷
設
事
情
に
つ
い
て

山
東
鉄
道

山
東
鉄
道
に
伴
う
鉱
山
開
発
書

下
　
　
線

　
　
参
考
文
献
、
資
料

　
本
書
は
山
東
鉄
道
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
、
そ
の
歴
史
過
程
を
ふ
ま
え
つ
つ
、

実
証
的
か
つ
論
理
的
に
精
緻
化
し
よ
う
と
し
た
意
欲
的
な
研
究
成
果
で
あ
る
。

　
最
初
に
章
を
追
っ
て
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
先
ず
、
著
者
は
、
西
欧
と
中
国
の
歴
史
的
な
関
連
に
つ
い
て
の
研
究
は
数
多

く
な
さ
れ
、
そ
の
内
容
も
盤
富
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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評∫捷
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し
か
し
、
山
東
鉄
道
問
題
に
関
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
研
究
の
学

　
　
①

位
論
文
に
唯
一
見
ら
れ
る
こ
と
を
断
わ
っ
て
い
る
。
し
か
も
著
者
は
こ
の
意

欲
作
が
単
な
る
山
東
鉄
道
敷
設
の
歴
史
的
事
例
の
描
写
に
と
ど
ま
ら
ず
、
鉄

道
政
策
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
鉄
道
敷
設
の
影
の
推
進
力
は
何
か
、
そ
の

他
、
中
国
か
ら
の
搾
取
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
か
な
ど
を
分
析

解
明
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
本
書
の
琶
的
で
も
あ
る
。

　
本
書
の
参
考
文
献
は
当
時
の
鉄
道
敷
設
の
関
係
諸
黒
体
（
株
主
と
な
っ
た

銀
行
や
企
業
団
体
な
ど
）
が
保
持
す
る
経
過
報
告
書
や
そ
の
他
の
資
料
お
よ

び
外
交
文
書
が
主
で
あ
る
。
し
か
し
鉄
道
利
権
が
剥
奪
さ
れ
た
後
も
な
お
、

ハ
ン
ブ
ル
ク
に
存
在
し
た
山
東
交
易
公
社
の
資
料
は
一
九
四
五
年
遅
戦
災
で

ほ
と
ん
ど
焼
き
払
わ
れ
て
い
た
。
し
か
も
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
、
当
時
の

山
東
鉄
道
の
貴
重
な
援
護
者
で
あ
っ
た
ク
ル
ッ
プ
（
一
身
娼
℃
）
な
ど
の
大
財

閥
は
解
体
し
て
お
り
、
い
く
ば
く
か
の
資
料
も
入
手
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
著
者
は
ド
イ
ツ
銀
行
や
関
係
各
省
の
報
告
書
（
囚
〇
三
。
冒
の
役
所
に

残
存
し
て
い
た
も
の
）
や
、
楽
時
の
北
京
領
事
館
へ
の
通
信
文
書
や
各
国
（
主

に
英
国
）
に
残
さ
れ
て
い
る
条
約
お
よ
び
契
約
文
書
に
即
し
そ
の
問
題
の
追

求
を
試
み
て
い
る
。

　
第
一
章
で
は
、
中
国
進
出
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
政
治
的
、
経
済
的
背
景
を

説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
西
欧
が
歴
史
的
に
い
か
に
中
国
と
対
応
し
て
き
た

か
と
い
う
点
と
、
一
八
九
八
年
以
前
、
ド
イ
ツ
は
中
国
と
ど
の
よ
う
な
関
係

が
あ
っ
た
か
の
二
点
に
つ
い
て
、
詳
細
に
．
述
べ
て
い
る
。
ア
ヘ
ン
戦
争
以
前
、

北
方
の
辺
境
地
帯
で
は
帝
制
ロ
シ
ア
と
の
間
に
二
百
余
年
に
わ
た
る
通
商
関

係
が
あ
り
、
十
六
世
紀
、
極
東
の
海
上
権
お
よ
び
商
業
権
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人

の
独
占
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
が
一
世
紀
後
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
こ
れ
に
と

っ
て
代
っ
た
。
十
八
世
紀
に
な
る
と
イ
ギ
リ
ス
が
東
イ
ン
ド
会
社
の
経
営
を

通
じ
て
極
東
、
中
国
と
の
交
易
で
先
端
に
立
っ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
産
業

革
命
の
先
鞭
を
つ
け
、
工
業
発
展
で
は
世
界
の
第
一
線
に
立
っ
て
い
た
。
こ

の
頃
、
中
国
は
十
六
世
紀
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
海
賊
的
商
人
の
不
法
行
為

に
紺
処
す
る
た
め
、
他
方
で
は
清
朝
の
自
己
支
．
配
権
力
を
守
ろ
う
と
す
る
打

算
の
た
め
対
外
的
鎖
国
政
策
を
厳
し
く
行
な
っ
て
い
た
。
一
七
九
五
年
以
後

沿
岸
で
は
広
州
一
港
だ
け
し
か
交
易
を
許
さ
な
く
な
っ
て
い
た
し
、
そ
こ
で

の
貿
易
で
さ
え
清
朝
官
吏
の
統
制
下
に
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前
は
庭
門
、
寧
波
、

定
海
も
開
放
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
こ
で
ア
ヘ
ン
戦
争
を
契
機
と
し
て
中
国
武
力
の
脆
弱
さ
を
知
っ
た
欧
米

の
圧
迫
が
そ
ろ
そ
ろ
始
ま
っ
た
の
も
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
八
四
二
年

の
中
富
南
京
条
約
で
イ
ギ
リ
ス
は
莫
大
な
賠
償
金
と
香
港
を
割
譲
地
と
し
て

入
手
し
た
。
以
来
、
ア
ロ
…
号
事
件
な
ど
を
経
て
、
西
欧
は
ま
す
ま
す
そ
の

勢
力
を
拡
大
し
て
行
っ
た
。
著
老
は
中
国
が
、
「
真
中
の
帝
国
』
（
ヵ
①
汐
び
自
實

竃
§
。
）
と
し
て
の
存
在
か
ら
三
段
階
を
経
て
、
歴
史
的
に
屈
従
し
て
行
く

有
様
を
見
て
い
る
。

　
第
一
は
、
ア
ロ
ー
号
事
件
後
の
西
欧
へ
の
門
戸
開
放
で
あ
り
、
第
二
は
、
一

八
六
〇
年
以
後
の
北
京
不
平
等
条
約
の
締
結
と
そ
の
経
過
で
あ
り
、
第
三
は

日
清
戦
争
に
よ
っ
て
、
そ
の
脆
弱
さ
を
暴
露
し
た
こ
と
と
、
そ
の
莫
大
な
賠

償
金
支
払
い
の
た
め
借
款
を
外
国
に
負
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
点
で
あ
る
。

　
そ
し
て
一
九
〇
〇
年
以
前
に
、
康
有
為
が
示
書
し
て
い
る
よ
う
に
「
外
国

の
い
い
な
り
ど
お
り
」
に
な
っ
て
い
っ
た
。
列
強
の
恩
恵
の
た
ま
も
の
に
よ

り
、
清
朝
は
借
款
提
供
を
受
け
、
そ
の
交
換
条
件
と
し
て
、
鉄
道
、
鉱
山
、

郵
政
、
航
路
な
ど
を
次
々
に
引
き
渡
し
て
い
っ
た
。
列
強
の
鉄
道
投
資
は
一

八
六
四
年
イ
ギ
リ
ス
の
竃
o
U
o
⇒
鉱
α
ω
富
℃
プ
三
舞
。
昌
が
清
朝
に
告
口
上
海
間

な
ど
の
六
大
幹
線
鉄
路
の
敷
設
を
上
奏
し
て
以
来
、
次
々
と
関
心
が
高
ま
り
、
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つ
い
で
一
八
七
五
年
治
和
洋
行
（
宣
a
言
ρ
寓
ρ
窪
。
ω
o
詳
卿
O
o
）
が
上
海
、

呉
疑
問
の
鉄
道
を
完
成
し
て
急
に
列
強
鉄
道
投
資
の
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
た
。

そ
の
後
争
奪
戦
は
益
々
激
化
し
、
十
九
世
紀
末
葉
か
ら
清
朝
滅
亡
迄
の
短
期

間
に
政
府
が
借
り
た
鉄
道
外
債
は
三
十
五
回
、
六
　
億
六
千
万
元
に
達
し
て

い
る
。
し
か
も
そ
の
借
款
条
件
は
鉄
道
建
設
の
監
督
、
資
材
購
入
に
関
す
る

当
該
國
の
優
先
権
の
保
障
、
会
計
監
査
、
あ
る
い
は
支
出
監
督
、
借
款
有
効

期
間
中
の
鉄
道
の
実
際
経
営
、
そ
の
沿
線
の
行
政
権
お
よ
び
警
察
権
、
お
よ

び
沿
線
の
鉱
山
開
発
権
、
電
線
架
設
権
、
支
線
敷
設
権
な
ど
無
限
に
近
い
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
著
者
は
三
大
問
題
点
を
掲
げ
て
い
る
。
第
一
は
清
朝

側
の
資
本
の
欠
乏
、
第
二
に
伝
統
の
破
壊
（
特
に
自
然
の
秩
序
を
乱
し
、
鉄

路
敷
設
に
よ
っ
て
祖
先
の
墳
墓
を
撹
乱
し
、
人
力
車
な
ど
伝
統
的
な
職
業
を

奪
う
な
ど
）
、
そ
し
て
第
三
に
、
中
国
行
政
の
曖
昧
さ
。
以
上
の
三
点
が
鉄

道
敷
設
に
伴
う
問
題
性
と
し
て
究
明
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
中
国
と
ド
イ
ツ
の
一
八
九
八
年
前
の
関
係
を
詳
述
し
て
い
る
。
ド
イ

ツ
の
十
九
世
紀
末
葉
に
お
け
る
極
東
進
出
へ
の
遅
れ
を
、
多
く
の
学
者
が
指

摘
し
て
い
て
、
鉄
道
利
権
獲
得
の
性
急
さ
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
す
る

見
方
が
強
い
が
、
著
者
は
中
墨
の
関
係
は
か
な
り
以
前
か
ら
あ
り
、
し
か
も

そ
れ
は
確
固
た
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
そ
れ
は
、
　
．
．
囚
α
巳
σ
q
二
〇
び
℃
器
q
器
尻
。
げ
①
⇒
鵠
p
⇔
色
岳
同
σ
Q
守
6
0
日
℃
ρ
σ
q
巳
。

＜
o
め
閃
ヨ
自
¢
p
9
鼠
〇
三
冨
ρ
、
、
と
い
う
船
が
一
七
五
二
年
か
ら
約
五
年
の
聞

に
広
東
に
前
後
十
二
回
も
来
航
し
、
茶
、
絹
、
生
糸
、
陶
器
な
ど
の
輸
出
を

行
な
っ
て
い
る
例
か
ら
も
関
ら
か
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
以
後
は
ハ
ン

ザ
画
布
が
、
直
接
中
鼠
と
交
易
し
て
お
り
、
一
八
一
六
年
か
ら
一
八
二
五
年

の
間
に
も
四
十
六
艘
が
鵠
9
日
ぴ
ξ
σ
q
に
帰
国
し
て
い
る
。
一
八
三
〇
年
代
に

は
広
東
に
国
ρ
ヨ
げ
口
お
の
都
市
旗
が
ひ
ら
め
い
て
い
た
と
い
う
。
ア
ヘ
ン
戦

争
以
後
は
税
関
の
拡
張
権
を
得
よ
う
と
や
っ
き
に
な
っ
て
い
た
（
当
時
は
全

て
英
国
を
通
し
て
間
接
的
に
交
易
し
て
い
た
）
。
　
し
か
し
英
米
仏
商
人
に
比

較
し
て
ド
イ
ツ
商
人
は
受
け
が
良
か
っ
た
ら
し
い
。

　
　
、
、
一
）
①
償
誘
O
げ
①
Q
Q
O
げ
一
拳
Φ
婁
9
H
O
コ
像
9
σ
O
一
σ
Φ
ω
O
昌
餌
Φ
嵩
σ
①
犀
Φ
ぴ
け
α
ρ
伍
一
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匂

　
　
。
・
8
げ
ゴ
8
緊
傷
曾
窪
σ
q
涜
。
ゲ
。
識
囚
。
δ
泣
舘
ヨ
斜
艮
窪
窪
ぴ
。
艶
①
尻
鈴
σ
q
3
p
．

　
　
…
自
コ
⊆
ぎ
α
Φ
轟
〇
三
昌
霧
①
富
．
累
累
ソ
自
昨
日
Φ
霧
。
げ
①
ρ
、
一
日
Φ
o
σ
q
⑦
器
霧
N

　
　
困
難
β
σ
q
㌶
巳
。
旨
g
嵩
α
〉
ヨ
賃
涛
窪
Φ
『
跡
②

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
墨
晴
、
ド
イ
ツ
人
は
中
国
人
を
凝
結
地
人
扱
い

す
る
こ
と
な
く
、
　
〃
同
胞
”
と
見
て
い
た
ら
し
い
。
中
国
側
も
全
貿
易
の
四

分
の
三
を
ド
イ
ツ
と
行
な
い
た
い
と
の
意
図
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
貿
易
情
況

も
次
第
に
活
気
を
呈
し
て
く
る
と
当
然
、
英
国
と
の
競
争
意
識
が
昂
ま
っ
て

く
る
。
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
、
英
国
や
オ
ラ
ン
ダ
と
同
様
の
貿
易
権
を
獲
得
し

た
ド
イ
ツ
は
次
第
に
勢
力
を
増
し
同
朋
窪
び
旨
σ
q
男
爵
を
派
遣
し
四
戦
艦
の

示
威
運
動
を
行
な
い
つ
つ
、
中
国
内
に
軍
事
基
地
の
要
請
を
し
た
（
こ
の
際
、

台
湾
が
候
補
に
あ
が
っ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
は
当
時
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
）
。

そ
の
頃
、
　
ゆ
置
ヨ
貧
搾
は
郵
便
船
を
一
八
八
四
年
よ
り
豪
州
及
び
極
東
に
派

遣
す
る
こ
と
を
議
会
に
提
案
し
て
お
り
、
そ
の
援
助
に
国
費
か
ら
四
・
四
（
百

万
マ
ル
ク
）
の
申
し
入
れ
を
行
な
い
、
そ
の
お
蔭
で
一
八
八
六
年
か
ら
一
八

九
四
年
に
か
け
て
ド
イ
ツ
か
ら
の
輸
入
高
は
九
倍
に
、
輪
出
高
は
三
倍
に
増

加
し
て
い
る
。
当
然
、
ク
ル
ッ
プ
財
閥
を
中
心
に
中
国
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、

軍
需
品
や
機
械
器
具
導
入
の
た
め
の
鉄
道
敷
設
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
。

が
外
交
交
渉
で
で
は
ま
と
ま
ら
ず
、
武
力
行
使
さ
え
も
止
む
を
得
な
い
と
す

る
見
解
さ
え
出
て
き
た
。
以
上
が
一
八
九
八
年
前
の
ド
イ
ツ
と
中
国
の
歴
史

的
な
背
景
で
あ
る
。

　
第
二
章
で
は
山
東
鉄
道
が
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
。
一
八
九
七
年
十
一
月
、
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評ゴ亀
f＝1

ド
イ
ツ
人
宣
教
師
（
仏
国
天
主
教
会
所
属
の
ヒ
ッ
ク
ス
及
び
ジ
ー
ク
レ
ー
）

が
暴
徒
の
た
め
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
か
ね
て
か
ら
好
機
を
ね
ら
っ

て
い
た
ド
イ
ツ
は
電
光
石
火
の
ご
と
く
、
わ
ず
か
四
日
後
に
軍
隊
を
青
島
に

上
陸
さ
せ
砲
台
と
港
を
占
領
し
た
。
こ
の
武
力
に
よ
る
威
嚇
を
背
景
と
し
て

一
八
九
八
年
三
月
六
日
、
膠
州
湾
羅
借
地
に
関
す
る
条
約
が
結
ば
れ
、
ド
イ

ツ
は
山
東
に
お
け
る
鉄
道
敷
設
権
、
鉱
山
君
影
権
そ
し
て
山
東
内
で
の
商
工

業
貿
易
の
優
先
権
を
獲
得
し
た
。
　
一
挙
に
遅
れ
を
取
り
も
ど
し
た
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
ド
イ
ツ
だ
が
、
実
は
ド
イ
ツ
は
前
以
っ
て
中
国
内
を
調
査
さ
せ

（
地
理
学
者
男
く
●
切
一
。
暮
げ
o
h
魯
が
一
八
六
九
年
か
ら
七
一
年
に
か
け
て
）

土
壌
豊
か
な
聖
地
（
孔
子
や
孟
子
の
生
地
）
で
あ
る
山
東
省
に
興
味
を
お
ぼ

え
て
い
た
。
地
理
的
状
況
に
優
れ
、
省
内
に
は
伝
統
的
に
農
業
が
発
達
し
、

手
工
業
の
段
階
で
の
生
産
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
石
炭
産
出
も
良
好

で
あ
っ
た
。
こ
の
借
款
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
な
わ
れ
た
の
は
ド
イ
ツ
側
の
予
備

調
査
や
政
治
的
な
裏
工
作
（
一
八
九
五
年
皇
帝
≦
ロ
げ
9
ヨ
か
ら
ロ
シ
ヤ
皇

帝
へ
の
親
書
が
と
り
交
わ
さ
れ
）
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し

て
も
二
宣
教
師
殺
害
の
代
償
と
し
て
の
山
東
は
余
り
に
も
莫
大
だ
っ
た
。
早

速
山
東
鉄
道
会
社
が
設
立
さ
れ
（
一
八
九
九
年
五
月
）
、
五
四
（
百
万
マ
ル
ク
）

の
株
が
銀
行
を
主
な
株
主
と
す
る
十
四
株
主
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
。
当
初

は
中
国
側
も
株
買
い
に
興
味
を
示
し
た
が
、
実
際
上
は
不
可
能
だ
っ
た
。
工

事
開
始
以
来
、
土
地
獲
得
の
困
難
さ
、
ド
イ
ツ
人
技
師
と
中
国
人
労
働
者
の
く

い
違
い
、
北
京
で
の
暴
動
で
ド
イ
ツ
人
毎
簿
点
角
が
殺
害
さ
れ
る
な
ど
の
雍
・

件
で
三
度
中
断
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
他
に
も
一
般
住
民
と
ド
イ
ツ
の

雇
用
人
で
あ
る
中
国
人
と
の
摩
擦
な
ど
幾
多
の
問
題
を
枚
挙
し
て
い
る
。
高

密
で
の
暴
動
で
ド
イ
ツ
側
は
出
兵
し
て
線
路
の
治
安
維
持
に
あ
た
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
一
九
〇
一
年
に
は
七
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
一
九
〇
二
年
に
は
一
八

四
キ
ロ
が
、
　
一
九
〇
四
年
に
は
三
九
五
キ
ロ
が
完
成
し
て
い
る
。
こ
の
完
成

後
、
中
国
人
労
働
者
（
一
五
二
〇
人
）
が
青
島
の
鉄
道
学
校
で
訓
練
さ
れ
、

一
〇
七
の
普
通
列
車
、
二
四
の
機
関
車
、
六
七
〇
の
貨
物
列
車
に
配
置
さ
れ

　
　
③

て
い
る
。
著
者
の
把
握
は
極
め
て
楽
観
的
で
あ
り
、
深
淵
に
存
在
す
る
問
題

性
に
ど
れ
だ
け
触
れ
て
い
た
か
の
疑
惑
が
残
る
。
日
曝
的
に
は
ド
イ
ツ
側
は

鉄
道
敷
設
の
理
由
と
し
て
省
内
賞
罰
の
生
活
水
準
の
向
上
と
伝
統
産
業
の
発

展
、
農
業
の
近
代
化
、
そ
し
て
都
市
と
村
落
の
交
流
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
彼
ら
の
囲
標
は
沿
線
の
採
鉱
権
獲
得
と
そ
れ
か
ら
の
利
益
に

あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
が
徒
労
に
終
っ
た
こ
と
は
歴
史
的
な
皮
肉
で
あ
っ
た
。

勿
論
そ
の
失
敗
は
二
十
世
紀
初
頭
、
内
部
に
お
け
る
民
族
資
本
の
成
長
を
反

映
し
た
各
地
の
鉄
道
鉱
山
利
権
回
収
運
動
に
よ
る
こ
と
と
想
像
さ
れ
る
。
し

か
し
完
成
し
た
鉄
道
は
、
他
線
に
比
し
安
価
に
し
て
、
し
か
も
堅
固
で
あ
っ

た
か
ら
利
用
率
も
当
初
よ
り
数
年
に
し
て
十
倍
に
は
ね
上
っ
て
い
た
。
配
当

金
も
年
々
上
昇
し
て
い
た
。
以
上
の
点
か
ら
も
山
東
鉄
道
は
一
般
住
民
か
ら

も
、
可
成
り
好
意
的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

　
し
か
も
双
方
の
交
易
額
も
増
加
し
て
い
た
。
他
方
、
一
八
九
九
年
十
月
に

発
足
し
た
資
本
金
＝
一
（
百
万
マ
ル
ク
）
の
山
東
鉱
山
会
社
の
経
過
は
、
斑

族
運
動
に
よ
り
搾
取
と
き
め
つ
け
ら
れ
、
成
功
を
阻
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
列
強
が
申
国
の
官
僚
を
買
収
し
、
清
朝
か
ら
大
規
模
に
鉄
道
や
鉱
山
な
ど

の
利
権
を
奪
っ
た
こ
と
に
反
抗
し
て
拾
頭
し
た
。
こ
う
し
て
重
要
な
資
源
は

自
主
的
に
開
発
し
、
外
国
に
奪
わ
れ
た
資
源
そ
の
他
の
利
権
を
極
力
回
収
し
、

自
ら
の
資
本
で
経
営
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
各
地
で
展
開
す
る
。
そ
の
先
鞭

を
つ
け
た
の
が
四
川
人
民
に
よ
る
急
熱
鉄
道
の
自
営
運
動
で
あ
り
、
一
九
〇

五
年
に
そ
の
園
的
を
達
し
て
い
る
。
こ
の
頃
、
天
津
浦
口
間
の
津
浦
鉄
道
が

英
独
の
共
同
で
計
画
さ
れ
た
。
こ
の
誹
画
に
は
利
益
の
割
が
少
な
い
こ
と
も
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あ
っ
て
ド
イ
ツ
政
府
は
難
色
を
示
し
て
お
り
、
清
朝
も
条
約
の
変
更
を
何
度

も
繰
り
返
す
な
ど
で
誠
意
は
示
さ
な
い
な
ど
の
闇
題
多
い
支
線
で
あ
っ
た
。

結
局
一
九
〇
八
年
に
工
事
を
開
始
す
る
認
可
が
下
り
、
ド
イ
ツ
側
は
一
九
一

〇
年
に
、
英
国
側
は
一
九
＝
一
年
に
終
了
し
、
一
九
一
三
年
に
運
転
を
開
始

し
て
い
る
。
し
か
し
四
年
後
に
は
中
独
戦
争
で
ド
イ
ツ
は
撤
退
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
。

　
終
章
に
お
い
て
著
者
は
、
山
東
鉄
道
本
線
、
支
線
及
び
鉱
山
の
開
発
へ
の

ド
イ
ツ
側
の
政
策
を
通
じ
て
中
国
を
見
る
。
中
国
は
一
八
九
〇
年
か
ら
一
九

一
四
年
に
か
け
て
様
々
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
一
八
九
五
年
に
は

日
清
戦
争
の
敗
北
に
よ
り
、
西
洋
的
な
も
の
へ
の
見
直
し
が
、
一
八
九
八
年

に
は
百
日
革
命
、
一
九
〇
〇
年
に
は
義
和
団
事
件
が
、
そ
し
て
一
九
一
一
年

に
は
辛
亥
革
命
が
起
っ
て
い
る
。
こ
の
変
動
の
激
し
い
中
国
に
対
し
、
西
欧

列
強
も
膚
ら
商
品
輸
出
を
中
心
と
す
る
植
民
地
主
義
の
段
階
か
ら
帝
国
主
義

へ
と
変
身
し
な
が
ら
利
権
拡
張
を
迫
り
、
鉄
道
敷
設
は
そ
の
最
適
な
投
資
で

あ
っ
た
。
一
八
九
七
年
、
好
機
を
と
ら
え
た
ド
イ
ツ
が
膠
州
湾
を
占
領
し
た

こ
と
に
よ
り
利
権
獲
得
の
激
戦
は
火
ぶ
た
を
き
っ
た
。
し
か
し
山
東
の
経
済

酌
改
善
に
尽
く
す
と
さ
れ
た
四
三
五
キ
ロ
の
鉄
道
は
案
外
ス
ム
…
ズ
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
搾
取
と
映
っ
た
鉱
山
開
発
は
不
成
功
に
終
っ
た
。

そ
れ
は
．
．
］
）
斜
ω
温
臼
ω
8
げ
汁
巴
。
・
。
。
窺
p
◎
q
雛
σ
Q
①
ω
o
ぼ
。
葬
①
》
焦
開
創
。
口
…
貯

ω
o
び
騨
簿
鄭
⇔
α
q
・
、
．
④
（
無
思
慮
に
無
器
用
に
山
東
に
入
り
込
ん
だ
）
ド
イ
ツ
式
の

政
策
に
誤
謬
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
だ
が
、
一
八
九
七
年
頃
か
ら
山
東
の
西
、

南
西
で
勃
発
し
た
秘
密
結
社
の
動
き
も
そ
の
敗
因
で
あ
ろ
う
。
高
密
の
騒
動

は
そ
の
結
集
で
あ
っ
た
が
、
清
朝
は
列
強
の
御
機
嫌
取
り
に
終
始
し
て
い
た

の
で
、
政
府
内
で
も
反
動
的
保
守
派
、
洋
夕
影
、
変
法
派
と
そ
の
方
針
が
定

着
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
時
点
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
拾
頭
は
当
然
な
ご

と
で
あ
っ
た
。
著
者
は
歴
史
的
に
見
て
山
東
鉄
道
問
題
が
秘
密
結
社
の
勢
力

を
結
集
さ
せ
、
清
朝
の
脆
弱
さ
を
内
外
に
顕
示
さ
せ
、
ゆ
く
ゆ
く
は
昆
族
主

義
の
発
展
を
促
進
し
た
点
に
お
い
て
意
義
を
見
て
い
る
。

　
一
　
以
上
が
本
書
の
概
観
で
あ
る
。
莫
大
な
資
料
お
よ
び
文
献
を
駆
使
し

た
研
究
成
果
は
、
そ
れ
な
り
に
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。
近
代
中
国
外
交
史
研

究
が
数
あ
る
中
に
、
焦
点
を
山
東
鉄
道
に
し
ぼ
り
経
済
、
政
治
、
社
会
な
ど

の
諸
分
野
に
迄
内
容
を
繋
り
下
げ
た
点
は
興
味
深
い
。
し
か
し
本
書
を
通
覧

し
て
、
そ
の
成
果
を
分
析
し
て
み
る
と
、
資
料
の
蒐
集
に
問
題
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
人
と
し
て
欧
米
の
資
料
に
頼
る
姿
勢
は
当

然
な
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
史
実
の
読
み
の
浅
薄
さ
、
一
面
性
と
い
う
印
象

を
受
け
て
了
う
。
東
洋
に
長
期
間
在
住
し
そ
の
生
活
習
慣
を
熟
知
し
て
い
る

と
自
負
し
て
い
る
西
洋
学
者
や
宣
教
師
の
報
告
書
に
お
い
て
さ
え
こ
の
印
象

が
強
い
。
東
洋
の
資
料
を
こ
な
し
、
論
破
す
る
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
、
こ
の

弊
害
も
多
少
緩
和
出
来
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
著
者
の
み
な
ら
ず
ド

イ
ツ
側
で
理
解
出
来
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
中
国
側
の
利
益
と
な
り
恩
恵
を

受
け
る
の
に
（
し
か
も
歴
史
的
に
通
覧
し
て
．
、
げ
①
雛
①
葺
．
．
（
愛
さ
れ
た
）
ド
イ

ツ
人
に
）
ど
う
し
て
彼
ら
は
上
下
か
ら
抵
抗
し
て
く
る
の
か
と
い
う
理
由
で

あ
っ
た
。
中
隊
政
府
が
そ
の
軍
事
訓
練
や
武
器
の
購
入
に
お
い
て
も
、
ド
イ

ツ
を
利
用
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
中
国
側
の
資
料
を
読
む
と

彼
ら
が
ど
う
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
か
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
山
東
近

代
史
資
料
」
に
も
山
東
侵
略
は
宣
教
師
殺
害
の
賠
償
請
求
上
の
こ
と
で
な
い

こ
と
が
「
徳
人
黎
西
徳
和
紅
血
西
暦
一
八
六
八
年
即
蛙
軍
東
有
所
調
査
、
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

誉
山
東
地
利
仁
心
、
干
是
愚
心
一
隅
久
為
外
人
垂
誕
」
と
、
ド
イ
ツ
側
の
狙

い
は
土
壌
の
宝
庫
に
あ
っ
た
こ
と
を
福
破
し
て
い
る
点
を
予
め
知
っ
て
い
た

な
ら
、
彼
ら
の
方
式
も
変
化
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
多
少
な
り
と
も
成
功
に
導
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評書

び
い
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
東
洋
の
研
究
に
も
西
欧
語
を
読
破
す
る
能
力
を
欠

如
す
る
た
め
、
こ
れ
と
類
似
し
た
誤
謬
を
犯
す
危
険
性
が
多
い
こ
と
を
、
つ

く
づ
く
悟
ら
さ
れ
た
Q

　
二
　
外
交
史
は
、
表
面
的
に
契
約
な
り
、
条
約
と
い
う
形
式
で
歴
史
に
残

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
あ
る
時
そ
の
歴
史
の
流
れ
が
ふ
と
方
向
を
変
え
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
様
々
の
要
因
が
背
後
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
理
解
で
き
る
が
、
こ
の
鉄
道
条
約
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
既
に

ロ
シ
ヤ
の
軍
港
で
あ
っ
た
膠
州
湾
が
ス
ム
ー
ズ
に
手
に
入
り
、
そ
こ
に
皇
帝

同
志
の
靴
工
分
が
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
当
蒔
ロ
シ
ヤ
新
聞
紙
上

で
は
ド
イ
ツ
を
〃
激
し
く
攻
撃
し
て
い
た
”
こ
と
は
事
実
ら
し
い
。
し
か
も

宣
教
師
殺
害
に
際
し
ド
イ
ツ
帝
は
、
　
「
我
同
胞
た
る
も
の
は
…
…
其
上
下
と

貴
賎
と
を
問
わ
ず
皆
」
守
ら
れ
る
べ
き
と
の
激
語
に
充
ち
た
親
書
を
た
ず
さ

え
た
皇
弟
を
派
遣
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
帝
国
の
名
誉
殿
上
に
憤
慨
し
山
東
省

を
得
た
よ
う
に
冤
え
る
が
、
　
一
八
九
八
年
の
無
上
湾
租
借
の
独
清
条
約
で
は

両
国
の
．
．
象
。
時
①
¢
障
巳
凶
。
プ
。
跡
b
ご
①
臥
①
び
⇔
昌
σ
q
①
口
N
毛
δ
o
プ
Φ
昌
O
び
ヨ
餌
q
鵠
鳥

罫
葺
琶
葺
舞
一
σ
q
㍉
友
好
関
係
を
薔
に
す
る
た
め
の
目
的

を
う
た
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
例
で
理
解
さ
れ
る
の
は
史
料
を
読
み
こ
な
す
に
は
、
そ
の
艦
文
字

を
素
通
り
す
る
こ
と
の
み
に
終
わ
ら
ず
、
裏
に
何
が
あ
っ
た
か
を
多
方
面
か

ら
判
断
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
三
　
義
和
園
は
膏
鼠
的
な
暴
挙
で
あ
っ
た
と
き
め
つ
け
る
学
者
も
あ
る
が
、

彼
ら
の
そ
の
立
ち
遅
れ
た
意
識
が
な
ぜ
百
万
と
い
う
大
衆
の
動
き
と
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
彼
ら
は
貧
農
や
失
業
者
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
雑

多
な
灘
積
し
た
不
平
が
底
流
と
な
っ
て
、
そ
の
対
象
を
〃
洋
人
”
と
〃
官

僚
”
に
向
け
た
の
で
あ
っ
た
。
一
八
九
八
年
来
の
山
東
大
飢
鰹
も
鉄
道
工
事

開
始
と
偶
発
し
、
山
東
の
事
件
と
な
っ
た
の
だ
が
、
著
者
は
中
曲
人
が
そ
の

鋒
先
を
鉄
道
に
向
け
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
ド
イ
ツ
人
を
他
の
洋
人
と
区
別

し
て
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
。
大
飢
饒
や
失
業
そ
の
他
の
要
因

に
は
一
言
も
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
ど
の
程
度
そ
の
論
文
の
最

初
の
目
的
を
達
し
た
か
の
疑
惑
が
残
っ
た
。
ド
イ
ツ
側
で
義
和
団
を
単
な
る

暴
動
と
み
な
し
武
力
行
使
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
干
渉
軍
の
ド
イ
ツ
派
遣

司
令
官
は
親
書
の
中
に
「
中
国
人
民
が
団
結
し
て
い
て
抑
え
る
こ
と
の
出
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
い
無
限
の
生
気
を
持
っ
て
い
る
」
と
あ
り
、
既
に
事
突
を
お
さ
え
て
い
た
。
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膳
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③
こ
れ
は
一
九
＝
二
年
｝
〇
六
の
普
通
列
車
、
一
〇
四
八
の
貨
物
列
車
と
な
り

　
　
成
積
は
良
好
。
青
島
一
鶴
南
聞
＝
一
時
職
を
4
5
㎞
／
h
で
あ
っ
た
。

　
④
　
＜
o
毒
o
Q
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7
ヨ
乙
戸
一
身
唱
■

　
⑤
　
「
山
東
近
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中
国
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学
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民
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九

　
　
賀
七
年
　
六
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第
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条
く
。
冨
加
魯
邑
黛
し
窯
載
こ
娼
．
置
G
。
．

　
⑦
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中
国
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千
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