
舳
難
翻
羅
蹴
燐
肥
著

『
移
　
　
　
民
」

（
望
田
幸
男
・
村
岡
健
次
監
修

欄
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
探
究
睡
1
）

田
中
き
く
代

　
近
代
の
移
民
は
、
社
会
経
済
的
な
人
口
移
動
で
あ
る
。
地
域
移
動
の
形
態

を
取
る
に
し
て
も
、
さ
ら
に
国
際
移
動
の
形
態
を
取
る
に
し
て
も
、
慢
界
シ

ス
テ
ム
論
が
示
す
よ
う
に
、
巨
視
的
に
は
資
本
主
義
化
の
諸
等
に
押
し
流
さ

れ
る
過
程
で
あ
り
、
人
々
に
は
抗
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
ま

た
、
移
民
個
人
の
動
機
を
考
え
る
に
し
て
も
、
ま
ず
は
経
済
的
動
機
が
優
先

さ
れ
る
。
し
か
し
、
移
民
史
家
を
魅
了
す
る
の
は
、
生
ま
れ
た
土
地
を
去
り

新
し
い
約
束
の
土
地
を
め
ざ
す
人
々
が
、
資
本
主
義
化
の
波
に
受
動
的
に
押

し
流
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
移
民
の
多
く
は
、
「
普
通

の
人
々
」
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
移
住
は
む
し
ろ
可
能
性
へ
の
選
択

で
あ
っ
た
。
移
民
は
い
く
つ
か
の
選
択
肢
の
中
で
積
極
的
な
選
択
を
し
た
の

で
あ
り
、
そ
の
上
で
家
族
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
絆
を
頼
り
に
、
強
靱
な
生

命
力
を
示
し
様
々
な
生
を
生
き
た
。
移
民
に
よ
っ
て
、
出
身
地
の
文
化
が
移

民
先
に
移
動
さ
れ
、
そ
こ
で
再
創
造
さ
れ
、
時
に
は
出
身
地
に
ブ
イ
ー
ド
・

バ
ッ
ク
さ
れ
た
。
移
民
史
で
は
、
経
済
的
な
要
因
と
文
化
的
要
因
を
融
合
さ

せ
る
、
す
な
わ
ち
構
造
的
な
も
の
に
文
化
的
・
認
知
的
な
も
の
を
統
合
さ
せ

全
体
を
捉
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
そ
う
し
た
壮
大
な
目

的
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ブ
ロ
ー
デ
ル
は
、
フ
ェ
リ
ペ
ニ
世
時
代
の
地
中
海
を
全
体
と
し
て
捉
え
よ

う
と
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、
十
九
世
紀
初
頭
か
ら
一
一
〇
世
紀
初
頭
の
時
代
を

考
え
る
と
、
大
西
洋
は
こ
の
時
代
の
中
心
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
総
体
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
。
大
洋
と
そ
の
周
り
に
位
置
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
北
ア
メ
リ
カ
、

南
ア
メ
リ
カ
、
ア
フ
リ
カ
を
含
め
る
領
域
は
、
こ
の
時
代
に
未
曾
有
の
人
口

移
動
と
、
そ
れ
に
よ
る
共
通
の
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
的
交
差
を
経
験

し
た
。
こ
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
移
動
は
人
数
的
に
多
い
と
は
言

え
、
特
別
な
も
の
で
は
な
い
。
本
書
で
は
、
こ
の
大
西
洋
の
人
ロ
移
動
の
経

緯
を
克
明
に
た
ど
り
、
大
西
洋
を
ひ
と
つ
の
有
機
的
存
在
と
し
て
再
構
築
す

る
視
点
が
提
起
さ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
、
旧
大
陸
と
新
大
陸
を

繋
ぐ
歴
史
を
書
く
こ
と
自
体
が
ま
だ
充
分
と
は
言
え
な
い
現
状
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
本
書
の
視
点
は
そ
れ
を
大
き
く
越
え
た
と
こ
ろ
に
据
え
ら
れ

て
お
り
、
地
球
的
規
模
で
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

大
西
洋
領
域
を
全
体
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
経
済
的
人
口
移
動
の

道
筋
に
、
「
普
通
の
人
々
」
の
文
化
的
生
き
ざ
ま
を
盛
り
込
む
よ
う
な
視
角

は
、
歴
史
学
の
今
後
の
可
能
性
を
垣
間
見
せ
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
古
く

は
移
民
史
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
存
在
で
あ
る
ハ
ン
セ
ン
に
も
見
ら
れ
た
し
、
シ

ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
が
強
調
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
構
想
の
み
に
終

　
　
　
　
　
　
　
①

濡
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
最
近
で
は
、
ヌ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
著
作
な
ど
に
実
証
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
模
索
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
ブ
ロ
ー
デ
ル
の
世
界
か
ら
は
程
遠
い
。

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
中
で
、
最
先
端
の
目
的
意
識
を
持
っ
た
実
証
的
な

研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
の
西
洋
史
学
の
貴
重
な
成
果
で
あ

る
。

　
本
書
は
第
一
部
「
越
境
の
軌
跡
し
と
、
第
二
部
「
越
境
者
と
国
家
」
か
ら

構
成
さ
れ
る
。
第
一
部
に
お
い
て
は
、
第
一
章
で
イ
タ
リ
ア
の
移
民
と
し
て
、
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評書

「
ヴ
エ
ネ
ト
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
へ
～
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
移
民

の
｝
様
態
1
」
（
北
村
暁
夫
）
、
第
工
章
で
東
欧
の
移
民
と
し
て
、
「
ガ
リ

ツ
イ
ア
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
ア
メ
リ
カ
」
（
大
津
留
厚
）
、
第
三
章
で
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
へ
の
移
民
と
し
て
、
「
大
洋
を
渡
る
煮
た
ち
一
十
九
世
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
へ
の
移
民
t
」
（
藤
川
隆
男
）
の
諸
論
文
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
第

工
部
で
は
、
第
四
章
で
ド
イ
ツ
へ
の
移
民
と
し
て
、
「
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ

に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
」
（
柴
田
英
樹
）
、
第
五
章
で
米
国
へ
の
移
民
と
し

て
、
「
ホ
ワ
イ
ト
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
へ
の
道
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
移
民
の
ア
メ
リ

カ
化
一
」
（
山
田
史
郎
）
、
第
六
章
で
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
罠
と
し
て
、

「
約
束
の
大
地
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
と
メ
ノ
ナ
イ
ト
ー
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
再

洗
礼
派
メ
ノ
ナ
イ
ト
の
流
転
と
転
住
1
」
（
国
本
伊
代
）
の
諸
論
文
が
集

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
構
成
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
書
が
こ
の
｝

冊
で
、
大
西
洋
移
民
を
す
べ
て
描
き
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で

語
ら
れ
る
移
民
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
に
お
い
て
も
移
動
の
形
態
に
お
い
て

も
極
め
て
隈
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
諸
島
か
ら
オ
…

ス
ト
ラ
リ
ア
へ
と
な
る
と
、
厳
密
に
言
え
ば
大
西
洋
移
民
で
は
な
い
。
し
か

し
、
一
八
八
○
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
西
欧
か
ら
の
旧
移
民
の
う

ち
、
ド
イ
ツ
人
と
共
に
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
入
が
対
象

と
さ
れ
て
い
る
し
、
一
八
九
〇
年
代
以
降
の
新
移
民
の
う
ち
、
そ
の
主
流
で

あ
っ
た
南
欧
と
東
欧
か
ら
、
移
動
数
に
お
い
て
も
顕
著
な
イ
タ
リ
ア
人
と
ユ

ダ
ヤ
人
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
移
動
形
態
に
つ
い
て
も
、
大
西
洋
を
渡
る
だ
け

で
な
く
、
ド
イ
ツ
へ
の
移
民
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
の
移
動
も
射
程

に
入
れ
ら
れ
て
い
る
し
、
メ
ノ
ナ
イ
ト
の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
へ
と
流
転
し
転
柱
す
る
移
動
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
移
民
も
、
旧
大
陸
か
ら
新
大
陸
へ
の
大
量
移
民
時
代
の
、

よ
り
広
域
的
な
移
動
と
捉
え
る
な
ら
、
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
フ
レ
ー
ム
ワ
…

ク
を
与
え
て
く
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
書
で
は
移
民
を
総
体
的
に
捉
え
る
た
め
に
、
第
一
に
、
単

純
な
プ
ッ
シ
ュ
・
プ
ル
理
論
で
は
な
い
も
の
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
従
来
の

研
究
で
は
、
労
働
の
需
要
供
給
関
係
に
言
及
し
た
り
、
そ
れ
を
越
え
る
場
合

で
も
、
送
出
国
側
の
移
出
事
情
で
あ
る
プ
ッ
シ
ュ
要
因
か
、
受
入
側
の
受
入

事
情
で
あ
る
プ
ル
要
因
の
ど
ち
ら
か
に
偏
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
本
書
は
、
必

ず
し
も
す
べ
て
の
論
文
で
、
出
身
地
と
移
罠
先
の
要
因
が
と
も
に
描
き
出
さ

れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
が
プ
ッ
シ
ュ
・
プ
ル
要
因

に
よ
る
解
釈
を
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
明
白
で
あ
り
、
し
か
も
途
上
の

連
結
要
因
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
第
二
に
、
総
合
の
た
め
に

比
較
史
の
方
法
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
厳
密
に
書
え
ば
、
比
較
の
基
準
と
な

る
ス
ペ
ク
ト
ル
の
両
極
を
吟
味
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
間
の
ど
こ
に

位
置
す
る
か
を
決
定
す
る
作
業
が
求
め
ら
れ
る
が
、
あ
る
程
度
限
定
し
て
お

け
ば
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
焦
点
を
絞
っ
た
比
較
の
ほ
う
が
生
塵
的
で
あ
る
。

本
書
に
お
い
て
、
比
較
の
方
法
に
一
定
性
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
で

様
々
な
比
較
の
観
点
が
示
さ
れ
て
い
て
参
考
に
な
る
。
第
三
に
、
本
書
は
複

線
的
な
同
化
の
過
程
と
、
多
様
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
有
り
様
を
射
程
に

入
れ
て
、
移
民
集
団
の
戦
略
的
な
岡
化
と
反
発
の
姿
を
た
ど
っ
て
い
る
。
こ

と
に
、
本
書
が
取
り
扱
う
時
期
は
国
民
国
家
形
成
の
暗
君
で
あ
り
、
国
民
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
創
出
に
移
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
が
交
差

す
る
。
ま
た
、
植
民
地
獲
得
競
争
の
時
代
で
も
あ
り
、
宗
主
国
と
植
民
地
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
様
々
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
交
錯
す
る
。

　
次
に
、
上
記
の
三
つ
の
観
点
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
を
紹
介
し
、

私
見
を
述
べ
た
い
。
本
書
の
第
一
部
「
越
境
の
軌
跡
㎏
で
は
、
国
境
横
断
的
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に
出
身
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
移
住
の
道
筋
を
た
ど
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
だ
か
ら
、
移
民
送
出
国
側
の
要
因
で
あ
る
プ
ッ
シ
ュ
要
因
、
移
民
受

入
側
の
受
入
要
因
で
あ
る
プ
ル
要
因
、
さ
ら
に
移
動
途
上
の
要
因
で
あ
る
連

結
要
因
を
、
丁
寧
に
並
べ
て
い
く
作
業
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
北
村
論
文
で
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
肚
紀
初
頭
に
お
け
る
イ
タ
リ

ア
最
大
の
移
民
送
出
地
域
で
あ
っ
た
ヴ
ェ
ネ
ト
州
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
に
向
か
っ

た
移
民
を
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、
同
じ
ブ
ラ
ジ
ル
に
移
住
し
た
ヴ
ェ
ネ
ト
移

民
の
内
で
も
、
出
身
地
に
お
い
て
山
間
部
か
ら
の
移
民
と
沿
岸
部
・
平
野
部

か
ら
の
移
民
の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
前
者
は
土
地
所
有
の

小
・
中
規
模
農
家
が
多
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
へ
の
出
稼
ぎ
が
仕
事
の
ひ
と

つ
と
し
て
ほ
ぼ
慣
習
化
し
て
い
た
地
域
で
あ
る
。
後
者
は
、
大
借
地
経
営
農

場
で
雇
わ
れ
る
農
業
労
働
者
が
多
か
っ
た
地
域
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
グ

ル
ー
プ
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
の
入
植
先
は
異
な
り
、
前
者
は
南
部
三
州
の
ぶ
ど
う

栽
培
な
ど
で
勤
勉
に
励
み
、
権
威
と
秩
序
を
尊
重
す
る
伝
統
的
な
カ
ト
リ
ッ

ク
文
化
を
移
植
し
た
。
後
者
は
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
コ
ー
ヒ
ー
プ
ラ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
に
入
植
し
、
農
業
労
働
者
の
闘
争
の
伝
統
を
保
持
し
、
そ
こ
で
も
権
威

や
公
権
力
へ
の
嫌
悪
や
抵
抗
を
示
し
た
。
農
業
構
造
を
は
じ
め
と
す
る
社
会

的
経
済
的
環
境
と
共
に
、
移
民
の
生
活
世
界
や
社
会
的
結
合
に
も
注
意
を
向

け
る
優
れ
た
論
文
で
あ
る
。
た
だ
、
な
い
も
の
ね
だ
り
を
誉
え
ば
、
先
住
民

な
ら
び
に
ド
イ
ツ
系
と
の
関
係
に
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
以

外
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
ヴ
ェ
ネ
ト
か
ら
の
移
畏
と
の
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
。

「
ヴ
ェ
ネ
ト
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
に
向
か
っ
た
移
民
た
ち
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
、

先
住
民
、
奴
隷
か
ら
解
放
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
系
住
民
、
ド
イ
ツ
系
移
民
、
イ

タ
リ
ア
南
部
か
ら
の
移
民
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
多
元
的
な
ブ
ラ
ジ
ル
社
会

に
い
か
な
る
位
置
を
占
め
、
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
」
と
い

う
問
い
か
け
を
具
現
化
し
た
多
元
的
空
間
を
提
示
し
て
ほ
し
い
。

　
大
津
留
論
文
で
も
、
プ
ル
要
因
と
プ
ッ
シ
ュ
要
因
が
明
確
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
。
ま
た
、
船
会
社
な
ど
の
移
動
の
メ
デ
ィ
ア
を
取
り
上
げ
、
連
結
要
因

の
重
要
性
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
多
民
族
、
多
宗
教
の
社
会
で
あ
っ
た
ガ
リ

ツ
イ
ア
地
方
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
シ
ュ
テ
ト
ル
で
穏
や
か
な
生
活
を
送
り
な

が
ら
も
、
世
俗
国
家
へ
の
忠
誠
と
イ
デ
イ
ッ
シ
ュ
語
の
保
持
な
ど
で
将
来
を

模
索
し
て
い
た
が
、
ア
ウ
ス
グ
ラ
イ
ヒ
下
で
特
権
が
奪
わ
れ
、
隣
国
ロ
シ
ア

で
ポ
グ
ロ
ム
が
お
こ
る
よ
う
に
な
る
と
、
移
住
を
決
意
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
た
と
い
う
。
ポ
グ
ロ
ム
な
ど
当
時
の
状
況
が
史
料
に
基
づ
い
て
鮮
明
に
描

か
れ
て
お
り
、
こ
の
移
住
過
程
の
説
明
は
説
得
力
が
あ
る
。
彼
ら
の
移
住
先

は
と
い
う
と
、
主
た
る
も
の
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
あ
っ
た
が
、
帝
都
の
ウ

ィ
ー
ン
も
重
要
で
あ
っ
た
。
選
択
要
因
に
関
し
て
は
あ
ま
り
ふ
れ
ら
れ
て
い

な
い
が
、
筆
戦
の
意
図
は
移
住
先
で
の
社
会
状
況
と
変
容
の
差
異
と
の
関
係

に
あ
り
、
興
味
深
い
比
較
が
試
み
ら
れ
る
。
同
郷
人
団
体
を
軸
に
人
的
結
合

を
図
り
、
社
会
主
義
と
ア
メ
リ
カ
の
夢
を
同
時
に
描
く
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ユ

ダ
ヤ
人
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
語
世
界
に
同
化
し
た
先
人
の
ユ
ダ
ヤ
入
の
多
い

ウ
ィ
ー
ン
で
は
、
ガ
リ
ツ
イ
ア
か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
伝
統
と
変
容
の
閥
題
を

抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
筆
者
が
、
前
提
と
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ガ

リ
ツ
イ
ア
か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
を
、
東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
の
移
民
の
｝
環
と
し

て
見
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝

国
か
ら
の
移
民
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
も
単
純
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一

般
化
の
問
題
に
慎
重
に
対
処
し
た
本
論
文
で
は
、
「
迫
害
」
や
「
貧
困
」
だ

け
で
は
説
明
で
き
な
い
、
移
民
の
複
雑
な
諸
側
画
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
。

　
藤
川
論
文
は
、
連
結
要
因
で
あ
る
移
民
船
の
社
会
に
注
目
す
る
。
遮
結
要

因
と
し
て
は
、
従
来
、
奴
隷
貿
易
や
移
民
貿
易
に
関
す
る
研
究
は
存
在
し
た
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も
の
の
、
移
民
船
を
空
間
的
に
分
析
し
た
も
の
は
少
な
い
。
大
洋
と
い
う
国

境
を
長
い
時
間
か
け
て
越
え
る
姿
を
描
写
す
る
こ
と
で
、
移
民
が
移
民
先
に

持
ち
込
も
う
と
し
た
文
化
的
な
も
の
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
論
文

で
あ
る
。
移
民
船
で
の
生
活
は
、
新
世
界
の
住
人
と
な
る
た
め
の
通
過
儀
礼

で
は
な
く
、
出
身
国
で
の
階
級
秩
序
や
規
範
を
刻
印
し
、
移
民
先
に
移
植
す

る
儀
礼
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張
は
興
味
深
い
。
特
に
、
移
民
女
性
に
焦
点
が

置
か
れ
て
お
り
、
女
性
自
身
の
日
誌
や
手
紙
の
精
緻
な
分
析
に
基
づ
い
て
語

ら
れ
る
、
船
上
で
の
目
に
見
え
る
階
級
区
分
、
上
品
さ
を
有
徳
と
す
る
社
会

意
識
に
つ
い
て
、
説
得
力
の
あ
る
論
議
が
提
示
さ
れ
る
。
た
だ
、
極
め
て
少

人
数
の
キ
ャ
ビ
ン
客
側
か
ら
ほ
と
ん
ど
が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
で
圧
倒
的

多
数
の
下
級
の
ス
テ
ア
リ
ジ
客
を
ど
の
程
度
把
握
し
得
る
の
か
に
、
多
少
の

疑
問
が
残
る
。
イ
ギ
リ
ス
を
出
る
以
前
か
ら
移
民
は
既
に
大
き
な
構
造
的
な

も
の
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
拘
束
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
な

い
。
だ
か
ら
、
構
造
的
な
も
の
の
表
出
と
し
て
キ
ャ
ビ
ン
客
の
意
識
を
た
ど

る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
ま
た
、
一
般
の
移
民
に
と
っ
て
も
、
キ
ャ
ビ
ン
客

の
上
品
さ
は
成
功
の
証
と
し
て
の
手
本
で
も
あ
り
え
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
移
民
の
「
ウ
ェ
イ
ク
」
（
ア
メ
リ
カ
通
夜
）
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
一
般
の
移
民
は
意
図
的
に
自
ら
を
祖
国
と
切
断
し
、
積
極
的
に
通

過
儀
礼
的
な
も
の
を
受
け
入
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
移
民
は
、
長
期
間
で
は
あ
る
が
陸
地
近
く
を
通
り
、
寄
港

す
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
か
、
火
を
お
こ
す
こ
と
も
限
ら
れ
て
い
た
大
西
洋
の

移
民
と
比
べ
る
と
、
物
理
的
に
も
精
神
的
に
も
ゆ
と
り
が
あ
る
よ
う
に
思
え

る
。
入
聞
を
二
倍
も
三
倍
も
乗
せ
な
が
ら
、
定
員
分
以
下
の
粗
末
な
食
料
し

か
乗
せ
な
い
よ
う
な
移
民
船
の
場
合
と
は
、
決
定
的
に
異
な
る
点
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
本
書
の
第
二
部
「
越
境
者
と
国
家
」
で
は
、
国
民
統
合
の
視
点
か
ら
、
し

か
も
ホ
ス
ト
集
団
に
よ
る
上
か
ら
の
同
化
・
排
除
の
政
策
だ
け
に
視
野
を
限

定
し
な
い
で
、
越
境
者
の
側
か
ら
逆
照
射
す
る
こ
と
を
盈
的
と
し
て
い
る
。

　
柴
田
論
文
で
は
、
一
九
世
紀
末
に
移
民
送
出
国
か
ら
労
働
力
輸
入
国
に
移

行
し
た
ド
イ
ツ
に
焦
点
を
当
て
、
第
二
帝
政
期
の
国
家
形
成
過
程
に
お
け
る

入
移
民
の
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。
一
般
に
、
外
国
人
労
働
力
は
、
国
内
労

働
者
の
保
護
や
文
化
的
同
～
性
の
維
持
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
が
、
未
だ
統

一
国
家
と
し
て
不
安
定
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
れ
ら
は
国
家
な
い
し
民

族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
こ
で
、
政
治
的
に

は
、
海
外
移
出
を
促
進
し
な
が
ら
国
内
へ
の
移
入
に
関
し
て
は
市
民
権
・
定

住
権
取
得
資
格
を
厳
格
に
し
た
が
、
経
済
的
に
は
、
商
工
業
部
門
の
膨
張
す

る
労
働
力
需
要
を
満
た
す
た
め
に
、
安
価
な
外
国
人
労
働
力
を
積
極
的
に
導

入
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
政
治
的
利
害
と
経
済
的
利
害
の
相
克
の
中

で
、
外
国
人
労
働
力
を
底
辺
労
働
者
し
か
も
季
節
労
働
者
と
し
て
固
定
化
す

る
構
造
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
本
論
文
で
は
こ
の
過
程
が
、
東
部
甜
菜
栽

培
農
園
の
外
国
人
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
、
南
ド
イ
ツ
レ
ン
ガ
製
造
業
の
イ
タ
リ

ア
入
と
の
比
較
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
外
国
人
ポ
ー
ラ
ン
ド
入
と
国
内
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
の
明
確
な
線
引
き
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
東
部
地
域
の
方
が
、

法
的
規
制
が
厳
し
く
、
外
国
人
労
働
者
の
持
続
的
な
定
住
を
禁
止
し
、
そ
の

労
働
を
未
熟
練
の
単
純
な
作
業
に
限
定
し
た
。
イ
タ
リ
ア
人
移
民
の
場
合
も
、

底
辺
の
季
節
労
働
者
で
は
あ
っ
た
が
、
法
的
に
優
遇
さ
れ
定
住
も
可
能
で
あ

っ
た
か
ら
、
蓄
積
し
た
資
金
を
元
手
に
独
立
的
営
業
を
営
む
者
も
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
外
国
人
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
も
受
動
的
に
条
件
を
許
容
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
労
働
需
要
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
が
、
頻
繁
に
「
契
約
や

ぶ
り
」
と
い
う
抵
抗
が
な
さ
れ
、
妊
条
件
の
と
こ
ろ
に
移
り
え
た
こ
と
は
、
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逆
照
射
の
事
例
と
し
て
関
心
が
持
た
れ
る
。
外
国
人
問
題
を
考
え
る
と
き
、

「
よ
そ
者
扁
と
「
聖
な
る
者
偏
を
分
け
る
境
界
、
す
な
わ
ち
定
住
権
や
市
民

権
の
問
題
は
、
救
貧
の
問
題
を
含
め
て
地
域
レ
ベ
ル
で
克
明
に
跡
付
け
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
論
文
で
は
そ
う
し
た
成
果
が
比
較
の
視
点
を
持

ち
な
が
ら
、
経
済
的
要
因
と
政
治
的
要
因
と
の
結
合
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
。

　
山
田
論
文
で
は
、
米
国
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
移

民
に
焦
点
を
当
て
、
「
上
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
化
・
岡
化
の
強
制
」
と
し
て
よ

り
も
、
「
下
か
ら
の
白
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
統
合
の
探
求
」
に
注
目
す

る
。
新
着
移
民
へ
の
排
斥
運
動
と
、
劣
悪
な
労
働
条
件
の
下
で
、
例
え
ば
一

九
世
紀
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
入
は
、
ア
メ
リ
カ
で
意
図
的
に
「
白
人
」
と
な
り
、

劣
等
の
烙
印
を
拭
い
去
ろ
う
と
し
た
と
す
る
。
民
主
党
や
労
働
組
合
を
通
し

て
、
近
い
位
置
に
い
た
黒
人
と
の
問
に
線
引
き
を
す
る
こ
と
で
、
黒
人
の
徹

底
的
排
除
を
試
み
た
と
論
及
す
る
。
ま
た
、
社
会
上
昇
の
手
段
と
し
て
教
育

に
関
心
を
向
け
、
民
族
的
特
質
を
保
持
す
る
た
め
に
カ
ト
リ
ッ
ク
学
校
を
維

持
し
、
公
立
学
校
と
の
達
結
を
求
め
る
た
め
に
学
校
運
営
に
積
極
的
に
参
加

す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
移
民
の
中
で
も
、
ワ

ス
プ
で
は
な
い
最
初
の
大
量
移
民
で
あ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
を
中
心
に
論
及

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
白
入
駄
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
そ
の
後
の
ホ
ワ
イ
ト
・
エ

ス
ニ
ッ
ク
に
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
く
過
程
は
、
米
国
の
人
種
・
民
族
関
係
を

考
え
る
上
で
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
・
シ

ョ
ー
な
ど
娯
楽
空
間
に
も
誉
及
し
、
「
自
人
化
」
と
い
う
形
で
メ
デ
ィ
ア
に

見
ら
れ
た
権
力
構
造
の
表
出
に
注
意
を
向
け
る
。
ガ
ス
燈
の
導
入
で
真
昼
の

よ
う
な
舞
台
で
、
可
視
的
に
幕
営
を
椰
欲
す
る
演
芸
は
、
そ
れ
を
観
る
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
人
の
紐
帯
を
強
化
し
た
し
、
他
者
に
対
し
て
も
黒
人
と
一
線
を
擁

さ
せ
る
動
因
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
自
ら
の
民
族
的

文
化
と
黒
入
文
化
と
の
類
似
が
、
個
人
レ
ベ
ル
で
の
「
自
門
」
化
を
さ
ら
に

推
し
進
め
た
の
か
ど
う
か
、
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
な
側
面
も
含
め
て
今
後
さ
ら
に

教
え
て
ほ
し
い
。

　
さ
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
門
白
人
」
化
の
戦
略
を
、
前
工
業
的
な
農
村

社
会
か
ら
産
業
資
本
主
義
社
会
へ
の
移
行
と
適
応
を
、
ア
メ
リ
カ
で
強
く
迫

ら
れ
た
結
果
だ
と
強
調
す
る
こ
と
に
は
、
疑
問
が
残
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で

は
為
政
考
で
あ
る
ブ
リ
テ
ン
人
を
「
白
人
」
と
み
な
し
て
も
、
自
ら
を
そ
う

見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

人
の
移
民
の
慣
行
は
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
に
は
遡
る
こ
と
が
で
き
、
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
入
が
純
粋
な
前
工
業
的
農
村
社
会
の
価
値
観
を
持
っ
て
い
た
と
は

言
い
が
た
い
。
資
本
主
義
化
の
中
で
抑
圧
さ
れ
た
負
の
存
在
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
実
体
に
お
い
て
も
意
識
に
お
い
て
も
近
代
的
存
在
に
転
換
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
近
代
化
に
紐
み
込
ま
れ
て
い
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
が
、
ア

メ
リ
カ
で
か
つ
て
の
為
政
者
側
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
移
民
が
ア
メ
リ
カ
で
成
功
の
夢
を
見
る
と
き
、

そ
の
達
成
す
べ
き
穆
標
も
ま
た
伝
統
的
な
民
族
性
を
帯
び
て
創
造
さ
れ
る
の

が
歴
史
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
入
移
毘
の

特
徴
と
し
て
、
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
米
国
へ
の
忠
誠
心
の
融
合
が

最
初
か
ら
見
ら
れ
た
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
側
面
も
意
図
的
に

住
ま
う
「
場
」
を
求
め
た
結
果
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
祖
国
の

独
立
運
動
を
支
援
し
よ
う
と
す
る
、
従
属
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
民
族
の
過
去

が
見
え
る
。

　
国
本
論
文
は
、
メ
ノ
ナ
イ
ト
の
流
転
と
転
住
の
軌
跡
を
追
う
こ
と
で
、
最

終
地
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
ま
で
の
移
動
の
有
り
様
と
、
そ
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
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形
成
、
発
展
、
変
容
を
た
ど
る
も
の
で
あ
る
。
メ
ノ
ナ
イ
ト
は
幼
児
洗
礼
・

誓
言
・
兵
役
な
ど
を
拒
否
し
、
独
自
の
伝
統
的
習
慣
と
ド
イ
ツ
語
を
保
持
で

き
る
宗
教
共
同
体
の
実
現
を
目
指
し
て
、
流
転
と
転
住
を
繰
り
返
し
た
。
そ

の
逃
避
と
拡
散
は
、
一
六
世
紀
前
半
の
成
立
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
始
ま
っ
た

が
、
一
七
世
紀
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ

ア
へ
、
一
八
世
紀
に
は
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
、
そ
し
て
皿
九
世
紀
に
は

ロ
シ
ア
か
ら
北
米
へ
、
さ
ら
に
二
〇
世
紀
に
な
る
と
カ
ナ
ダ
か
ら
メ
キ
シ
コ

と
パ
ラ
グ
ア
イ
へ
、
さ
ら
に
メ
キ
シ
コ
か
ら
中
米
ベ
リ
ー
ズ
と
ボ
リ
ビ
ア
へ

と
言
う
長
い
流
転
の
旅
を
た
ど
る
。
本
論
文
で
は
、
そ
の
う
ち
低
地
諸
国
か

ら
バ
ル
ト
海
沿
岸
地
方
に
移
住
し
、
や
が
て
一
八
世
紀
の
末
に
ロ
シ
ア
へ
移

動
し
た
後
、
さ
ら
に
一
九
世
紀
後
半
に
カ
ナ
ダ
へ
転
住
し
た
集
団
の
軌
跡
が

克
明
に
跡
付
け
ら
れ
、
そ
の
経
緯
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
変
容
が
一
元
的
で
は

な
く
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
そ
れ
は
居
住
地
で
の
国
家
形
成
の
過

程
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
初
は
経
済
的
発
展
の
た
め
に
優

遇
さ
れ
て
も
、
や
が
て
は
国
民
形
成
の
中
で
異
質
な
る
も
の
と
し
て
統
合
を

余
儀
な
く
さ
れ
、
結
果
と
し
て
転
住
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ

で
、
メ
ノ
ナ
イ
ト
と
い
う
極
め
て
閉
鎖
的
な
宗
教
集
団
を
取
り
扱
う
利
点
は

ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
集
団
の
固
有
の
特
性
を
見
、
宗
教
集
団
が
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
を
形
成
す
る
過
程
を
知
る
の
み
で
も
、
関
心
は
尽
き
な
い
。
ま

た
、
メ
ノ
ナ
イ
ト
が
入
植
先
で
固
有
の
コ
ロ
ニ
…
を
形
成
し
な
が
ら
も
、
周

り
の
社
会
や
国
際
社
会
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
言
及
が
あ
る
。

だ
が
、
本
論
文
は
そ
れ
以
上
に
比
較
の
上
で
有
意
義
で
あ
る
。
メ
ノ
ナ
イ
ト

を
受
け
入
れ
た
諸
国
家
の
、
経
済
的
側
面
の
み
な
ら
ず
、
国
民
形
成
に
見
る

普
遍
的
側
面
と
特
有
の
側
面
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
相
互
の
比
較
が
興
味

深
い
。
ま
た
、
諸
国
家
の
営
営
政
策
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な

諸
関
係
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
独
自
の
伝
統
と
正
当
性
を
追
求
す
る
共
嗣

体
の
意
志
と
、
国
民
国
家
の
統
合
原
理
と
の
は
ざ
ま
で
流
転
を
繰
り
返
し
た

メ
ノ
ナ
イ
ト
の
軌
跡
は
、
近
代
の
移
民
史
を
貫
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に

地
球
的
規
模
で
諸
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
位
置
付
け
て
い
く
確
実
な
指
標
と
な
り

う
る
。

　
本
書
の
概
要
を
紹
介
し
、
私
見
を
付
け
加
え
て
き
た
が
、
本
書
が
移
民
史

の
あ
ま
り
に
多
様
な
諸
相
を
提
示
し
て
い
る
の
で
、
と
う
て
い
全
て
を
著
し

え
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
な
る
評
価
は
本
書
を
読
ま
れ
る
方
に
委
ね
ざ
る

を
え
な
い
。
た
だ
、
最
後
に
付
け
加
え
に
な
る
が
、
け
鑓
冨
鵠
け
δ
三
一
と
い

う
用
語
が
曖
昧
で
多
様
に
使
用
さ
れ
る
た
め
に
、
日
本
語
の
「
越
境
」
で
は

全
て
を
捉
え
き
れ
な
い
点
が
気
に
な
る
。
ま
た
、
チ
ェ
ー
ン
・
マ
イ
グ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
概
念
な
ど
、
筆
者
に
よ
っ
て
多
少
相
違
が
あ
る
の
も
気
に
な
る
。

し
か
し
、
複
数
の
筆
者
に
よ
る
共
著
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
し

て
統
～
が
取
れ
て
お
り
読
み
や
す
い
。
そ
の
他
に
も
随
所
に
読
み
や
す
い
本

作
り
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
お
り
、
丁
寧
な
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

ひ
と
え
に
コ
ン
ヴ
イ
ー
ナ
ー
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
え
る
。
特
に
、

コ
ラ
ム
が
穏
を
引
く
が
、
映
画
や
食
べ
物
な
ど
、
移
民
の
生
活
に
つ
い
て
の

秀
逸
な
解
説
が
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
者
に
よ
っ
て
添
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
広
い

読
者
に
本
書
が
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
移
民
史
の
裾
野
が
さ
ら
に
広

が
る
こ
と
が
予
見
で
き
、
う
れ
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。
よ
い
本
が
出
た
こ
と

を
感
謝
し
た
い
。
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