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分
祈
は
、
も
と
よ
り
な
お
不
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
以
上
の
分
析
結
果
を
綜
合

し
て
一
応
の
結
論
を
下
す
な
ら
ば
、
日
清
戦
争
が
計
画
さ
れ
た
戦
争
で
あ
っ
た

と
す
る
限
り
、
そ
の
計
画
者
は
政
府
・
軍
部
で
あ
り
、
産
業
・
商
業
資
本
、
地

・
王
は
、
少
く
と
も
積
極
的
に
は
…
開
戦
に
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
わ
が
国
資
本
主
義
は
、
ま
だ
帝
国
主
義
戦
争
を
行
わ
し
め
る
ほ
ど
に
は

発
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
村
丁
々
）

清
国
側
か
ら
み
た
日
清
職
逐

一

　
臼
清
戦
争
は
、
知
ら
る
る
通
り
、
列
強
帝
国
主
義
の
中
国
に
対
す
る
侵
略
過

程
に
お
い
て
、
一
つ
の
跳
躍
台
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
、
中
国
証
す
な
わ
ち
清
国
側
に
ど
の
よ
う
な
動
き
が
み
ら

れ
た
か
、
を
明
か
に
す
る
の
が
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
課

題
に
対
し
て
全
面
的
に
応
え
る
こ
と
は
、
筆
者
等
の
と
う
て
い
よ
く
す
る
と
こ

ろ
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
た
だ
、
日
清
戦
争
前
後
に
お
い
て
李
鴻
章
等
洋
務
派
、

が
溝
し
た
主
和
派
的
な
動
き
と
、
と
り
わ
け
こ
の
洋
務
派
の
動
き
を
批
判
し
つ

つ
叫
ば
れ
た
と
こ
ろ
の
変
法
派
の
主
戦
論
を
中
心
に
の
べ
て
み
た
い
と
思
5
の

で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
一
応
当
時
の
清
国
の
お
か
れ
て
い
た
世
界
史
的
鳶
景

四
四

お
よ
び
国
内
情
勢
に
間
し
て
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
西
欧
列
強
の
ア
ジ
ア
に
製
す
る
愛
煙
地
的
侵
賂
は
、
い
5
ま
で
も
な
く
、
す

で
に
早
く
開
始
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
一
九
世
紀
の
後
半
に
及
ん
で
は
、

産
業
箪
命
の
影
響
に
よ
る
交
通
手
駿
の
発
達
、
武
器
の
進
歩
、
さ
ら
に
新
し
い

強
国
の
登
場
も
あ
っ
て
、
極
東
に
位
置
す
る
中
国
を
め
ぐ
っ
て
の
列
強
の
侵
略

の
環
は
い
よ
い
よ
せ
ば
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
清
国
の
専
属
で
あ
り
勢
力

範
黙
で
あ
っ
た
諸
地
方
は
、
列
強
の
攻
撃
を
う
け
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
奮
い
取
ら

れ
て
い
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
イ
ン
ド
を
直
領
と
し
た
の
ち
、
ビ
ル
マ
に
手
を
つ

け
、
一
八
二
四
年
よ
り
三
次
に
わ
た
る
ビ
ル
マ
戦
役
に
よ
っ
て
、
一
八
八
五
年

に
は
ビ
ル
マ
を
併
呑
し
、
更
に
西
蔵
へ
進
出
し
は
じ
め
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
印
度

支
那
に
手
を
つ
け
、
ま
ず
交
趾
支
那
を
安
南
か
ら
奮
い
、
カ
ン
ボ
ヂ
ャ
を
保
護

領
と
し
た
の
ち
、
一
八
八
四
年
清
仏
戦
争
を
お
こ
し
、
安
南
を
保
護
領
と
す
る

こ
と
を
清
国
に
認
め
さ
せ
た
。
更
に
ロ
シ
ア
は
、
シ
ベ
リ
ア
を
東
進
し
て
沿
海

州
を
併
合
し
た
後
、
た
ま
た
ま
薪
藤
省
に
お
こ
っ
て
い
た
嗣
教
徒
の
乱
に
干
渉

し
て
傍
梨
事
件
を
お
こ
し
、
一
八
八
一
年
伊
型
条
約
を
結
ん
で
、
こ
の
地
方
の

一
部
を
清
国
か
ら
劇
譲
せ
し
め
た
外
に
、
燃
犀
省
に
た
い
す
る
勢
力
を
強
化
し

た
。
日
本
は
六
輝
年
に
明
治
署
長
と
な
り
、
七
一
年
に
は
廃
藩
置
県
を
名
目
と

し
て
疏
球
の
併
合
を
強
行
し
た
。
こ
う
し
て
朝
鮮
は
、
い
蜜
や
清
国
に
残
さ
れ

た
る
唯
畜
の
藩
属
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
お
そ
か
れ
早
か
れ

列
強
侵
略
の
姐
上
に
の
せ
ら
れ
ん
と
す
る
形
勢
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
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ま
ず
こ
れ
に
臼
を
む
け
た
の
が
、
い
5
ま
で
も
な
く
い
ま
や
絶
対
主
義
的
改
革

の
過
程
に
あ
っ
た
臼
本
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
清
国
の
国
内
に
お
い
て
は
、
一
八
世
紀
以
来
た
か
ま
り
っ
つ
あ
っ
た
民
衆
の

不
満
は
、
五
口
開
港
の
影
響
も
あ
っ
て
、
一
八
五
〇
年
太
平
天
国
の
乱
と
な
っ

て
現
わ
れ
、
こ
れ
よ
り
一
五
年
に
わ
た
る
大
乱
と
な
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
が
鎮

圧
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も
、
民
衆
の
抵
抗
は
決
し
て
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
太
平
天
国
と
時
を
同
じ
く
し
て
華
北
に
お
い
て
は
捻
匪
の
乱
が
あ
り
、

前
者
に
や
や
お
く
れ
て
鎮
圧
せ
ら
れ
る
ま
で
続
い
た
。
そ
の
後
、
薪
彊
に
お
こ

っ
た
回
琶
の
乱
を
一
応
別
と
す
れ
ば
、
清
国
内
に
お
い
て
民
衆
の
反
抗
を
示
す

二
つ
の
現
象
は
教
案
と
会
匪
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
、
義
和
団
を
経
て
清
末
に

歪
る
ま
で
、
民
衆
の
運
動
の
二
つ
の
潮
流
を
な
す
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
こ
う

い
5
民
衆
の
激
し
い
反
抗
の
力
、
と
り
わ
け
太
平
天
国
の
乱
に
示
さ
れ
た
巨
大

な
農
民
暦
の
力
は
、
外
か
ら
加
え
ら
れ
る
帝
国
主
義
列
強
の
圧
力
と
共
に
、
当

時
の
為
政
者
お
よ
び
麦
配
腰
で
あ
る
官
僚
、
地
主
層
を
動
揺
さ
せ
ず
に
は
お
か

な
か
っ
た
。
か
か
る
動
揺
の
中
か
ら
、
支
配
層
の
閲
に
新
し
い
動
き
が
生
れ
て

ぎ
た
こ
と
は
詣
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
い
う
玄
で
も
な
く
、

旧
支
配
魍
に
代
っ
て
太
平
天
国
の
鎮
圧
に
直
接
当
っ
た
と
こ
ろ
の
曾
玉
響
、
李

鴻
章
等
い
わ
ゆ
る
洋
務
派
の
動
き
で
あ
り
、
い
ま
一
．
つ
は
、
更
に
こ
の
洋
務
派

の
即
詠
を
批
判
し
つ
つ
、
や
や
お
く
れ
て
現
わ
れ
て
き
た
変
法
派
の
動
き
で
あ

る
。
こ
れ
よ
り
日
清
戦
争
に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ
三
〇
年
に
わ
た
る
政
局
を
、

　
　
　
　
　
疑
　
浦
　
戦
　
争
（
北
村
）

事
実
上
担
当
し
た
の
は
洋
務
派
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
北
洋
軍
閥
の
創
始
者
で

あ
る
李
鴻
章
お
よ
び
そ
の
一
派
は
、
「
困
難
を
極
め
た
外
交
面
を
殆
ん
ど
一
手
に

引
き
う
け
た
感
が
あ
り
、
朝
鮮
問
題
を
め
ぐ
る
洋
務
派
の
動
き
は
、
李
派
を
も

つ
て
代
表
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
変
法
派
は
、
日
清
戦
争
後
に
な

っ
て
は
じ
め
て
そ
の
動
き
を
政
治
面
に
具
体
化
さ
せ
た
。
ナ
な
わ
ち
変
法
運
鋤

で
あ
る
。
し
か
し
戦
前
に
お
い
て
は
、
ま
だ
そ
の
動
き
は
議
論
の
域
を
嵐
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
彼
等
の
主
戦
論
を
と
り
あ
げ
る
に
止

め
ざ
る
を
得
な
い
。二

　
さ
て
朝
鮮
に
対
歩
る
清
國
の
働
き
か
け
が
い
ち
ぢ
る
し
く
強
化
さ
れ
た
の
は
、

一
八
八
二
年
い
わ
ゆ
る
壬
午
事
変
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
ま
で
、
洋
務
派
は
国

内
に
お
い
て
西
欧
の
技
術
を
翰
些
し
、
安
慶
、
上
海
、
爾
京
、
天
津
な
ど
に
兵

器
工
場
を
つ
く
っ
て
軍
隊
の
近
代
化
を
は
か
り
、
政
治
上
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ

る
同
治
要
興
を
現
出
し
て
い
た
が
、
朝
鮮
に
対
す
る
政
策
に
お
い
て
は
日
本
に

一
歩
お
く
れ
を
取
っ
て
お
り
、
と
く
に
七
六
年
の
江
華
条
約
を
清
国
側
が
黙
認

さ
せ
ら
れ
て
か
ら
は
、
朝
鮮
は
殆
ん
ど
臼
本
人
の
独
璽
場
た
る
の
感
が
あ
っ
た
。

し
か
る
に
壬
午
事
変
の
直
前
、
清
国
側
は
米
國
と
韓
国
と
の
条
約
締
結
を
嘗
ら

仲
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
米
国
に
朝
鮮
の
清
国
属
領
た
る
こ
と
を
認
め
さ
せ

る
こ
と
に
成
功
し
、
他
の
列
強
ま
た
こ
れ
に
倣
い
、
更
に
壬
午
事
変
お
よ
び
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
五
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四
年
の
甲
申
事
変
に
お
い
て
朝
鮮
に
対
す
る
軍
事
的
圧
力
を
強
化
し
、
そ
の
後

天
津
条
約
に
よ
っ
て
一
時
日
本
と
妥
協
し
て
両
國
の
撤
兵
を
約
し
は
し
た
も
の

の
、
李
胸
章
の
配
下
で
あ
る
震
世
凱
は
そ
の
後
も
依
然
清
国
を
代
表
し
て
京
城

に
駐
在
し
、
閾
派
政
権
に
対
す
る
探
題
た
る
の
役
目
を
果
し
た
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
よ
り
清
国
の
朝
鮮
に
お
け
る
勢
力
は
着
々
強
め
ら
れ
て
い
う
た
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
李
鴻
章
一
派
の
朝
鮮
に
対
す
る
か
よ
5
な
急
速
な
進
出
は
、
一
方
に

お
い
て
露
国
に
対
す
る
警
戒
心
亀
働
い
て
い
た
こ
と
は
当
時
の
李
鴻
章
の
言
葉

か
ら
も
明
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
李
派
の
第
ガ
の
目
標
が
ま
ず
日
本
の
進
出
防

止
に
あ
っ
た
こ
と
は
書
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
李
派
の
朝
鮮

進
出
の
動
き
は
、
と
り
わ
け
経
済
面
に
お
い
て
如
実
に
派
さ
れ
て
い
る
。
一
八

入
三
年
、
壬
午
事
変
の
翌
年
に
清
国
は
朝
鮮
と
貿
易
章
程
を
結
ん
で
い
る
が
、

そ
の
条
文
に
は
、
治
外
法
権
の
設
定
（
第
二
条
）
を
は
じ
め
、
従
価
五
分
の
海

関
税
（
た
だ
し
紅
人
参
を
除
く
）
（
第
三
条
）
、
土
地
家
屋
の
所
有
（
第
四
粂
）

が
あ
り
、
更
に
第
七
条
に
お
い
て
清
朝
貿
易
に
は
清
国
心
血
局
の
汽
船
を
も
つ

て
毎
月
一
回
往
復
せ
し
め
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
「
妥
議
朝
鮮

通
上
間
鷺
・
程
…
摺
附
章
程
し
憲
工
久
忠
公
全
謝
隼
…
悲
一
篇
脚
巻
四
四
、
右
の
翻
剛
訳
は
鞭
ド
黒
劉
歴
史

大
系
第
九
巻
三
六
八
頁
野
原
四
郎
氏
「
近
世
麦
那
朝
鮮
を
象
る
臼
露
醜
係
」
）
。

同
じ
く
同
年
日
本
と
朝
鮮
と
の
聞
に
結
ば
れ
た
貿
易
章
程
と
比
較
し
て
み
る
に
、

そ
の
闘
税
に
お
い
て
目
本
は
五
分
よ
り
三
段
に
及
び
、
土
地
家
屋
の
所
有
権
は

綴
本
に
は
な
く
、
清
国
側
が
朝
鮮
に
お
い
て
優
位
に
立
つ
た
こ
と
は
明
か
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圏
撮

る
。
加
う
る
に
李
鴻
章
は
独
人
メ
レ
y
ド
ル
フ
を
派
遣
し
て
朝
鮮
海
関
の
総
税

務
司
の
地
位
に
つ
け
、
潮
鮮
貿
易
の
実
権
を
握
っ
た
。
こ
れ
よ
り
周
知
の
如
く
、

朝
鮮
貿
易
に
お
い
て
日
本
側
の
後
退
、
清
国
側
の
進
出
と
い
う
現
象
が
日
清
戦

争
に
至
る
ま
で
続
い
て
ゆ
く
。
対
朝
鮮
翰
入
に
お
け
る
日
清
両
国
の
比
重
は
一

八
八
五
年
の
入
一
対
一
九
よ
り
九
二
年
に
は
五
五
鰐
四
五
に
ま
で
接
近
し
、
こ

れ
を
仁
川
一
港
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
七
五
対
二
五
か
ら
四
四
対
五
六
と
両
国
の

比
重
は
ま
さ
に
逆
転
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
清
国
商
人
の
朝
鮮
進
鐵
に
つ
い

て
は
、
当
時
の
日
本
人
も
次
b
如
く
述
べ
て
い
る
。
　
「
今
日
は
、
此
の
輪
…
入
商

売
上
に
於
て
も
、
本
邦
人
は
漸
く
支
那
商
人
の
為
に
範
囲
を
侵
し
込
ま
れ
ん
と

す
る
の
笑
あ
る
は
、
尤
も
憂
ふ
へ
き
こ
と
に
し
て
、
其
の
勢
京
城
に
於
て
尤
も

甚
だ
し
く
、
仁
川
に
於
て
も
墨
流
り
と
す
、
今
臼
の
本
邦
人
は
、
以
前
の
如

く
西
洋
及
ひ
北
米
所
薩
の
商
品
を
直
接
輸
入
し
以
て
之
を
売
捌
く
の
力
な
く
、

金
巾
の
如
き
は
、
多
く
は
麦
那
商
人
よ
り
之
を
受
売
す
る
唐
様
に
な
り
た
る
者

の
如
し
、
即
ち
金
巾
の
如
き
、
支
那
人
は
上
海
等
の
西
洋
問
屋
よ
り
直
に
之
を

買
入
る
れ
と
も
、
本
邦
人
は
、
右
等
問
屋
よ
り
受
売
す
る
も
の
手
を
二
度
も
三

度
も
経
て
之
を
買
入
る
㌧
位
の
事
な
る
か
故
に
、
支
螂
人
の
如
く
、
廉
価
に
之

を
鶴
く
こ
と
能
は
さ
る
な
り
…
…
我
が
商
館
は
、
今
日
の
有
様
に
て
安
堵
す
る

こ
と
能
は
す
、
現
に
今
臼
に
て
も
彼
等
支
那
商
人
な
る
者
は
藩
々
地
位
を
固
め

て
、
我
か
物
産
を
も
輸
…
入
し
、
実
に
我
か
清
酒
ま
て
も
、
彼
等
の
手
に
て
輸
入

す
る
に
至
れ
り
」
（
中
川
恒
次
郎
「
朝
鮮
ノ
外
国
貿
易
」
朝
鮮
彙
報
明
治
二
六
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年
）
。

　
こ
の
様
に
対
朝
鮮
貿
易
に
お
い
て
清
國
側
が
進
出
し
た
の
み
な
ら
ず
貿
易
章

程
に
よ
っ
て
招
商
業
汽
船
に
独
占
せ
し
め
た
と
い
う
こ
と
も
注
目
す
べ
き
事
柄

で
あ
る
。
招
商
局
は
一
八
七
二
年
、
李
鴻
章
の
奏
請
に
よ
っ
て
設
立
せ
ら
れ
た

官
商
合
弁
の
汽
船
会
社
で
あ
っ
て
、
そ
の
経
三
毛
の
実
権
は
李
派
が
握
っ
て
お

り
、
設
立
よ
り
一
〇
年
を
経
た
八
二
、
三
年
頃
に
は
所
膚
汽
船
は
三
〇
隻
近
く

と
な
紅
、
英
系
汽
船
会
社
の
競
嶺
に
も
よ
く
堪
え
て
、
中
国
海
運
に
お
い
て
陰

然
た
る
勢
力
を
も
つ
大
会
社
に
豪
で
発
展
し
て
い
た
。
　
（
宮
晦
教
授
「
招
商
局

の
略
史
」
東
洋
史
研
究
第
一
一
巻
二
号
）
。
招
商
局
が
か
く
も
急
速
に
発
達
し

た
こ
と
は
、
政
欝
か
ら
巨
額
の
資
本
援
助
が
あ
っ
た
外
に
・
も
、
官
物
の
独
占
的

運
搬
、
関
税
上
特
別
の
便
宜
を
得
た
こ
と
等
、
要
す
る
に
清
国
政
府
よ
り
与
え

ら
れ
た
特
権
的
保
護
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
招
商
局
の
あ
げ
た
利

潤
は
毎
年
梱
当
な
額
に
上
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
事
案
は
政

」
府
へ
還
附
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
李
派
の
中
飽
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
政
府
に
対

し
て
は
引
続
き
保
謹
と
援
助
の
要
請
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
戸
部

「
細
隙
維
持
招
商
局
事
宜
硫
一
光
緒
十
二
年
i
」
皇
朝
道
議
同
光
電
議
巻

一
〇
）
。
こ
う
し
て
国
家
資
本
に
よ
っ
て
工
場
な
い
し
会
社
を
運
営
し
つ
つ
、

そ
の
あ
げ
た
利
益
を
経
営
に
論
る
官
僚
が
中
飽
す
る
と
い
う
現
象
は
、
招
番
謡

め
み
な
ら
ず
、
当
時
す
で
に
栢
当
の
数
に
の
ぼ
っ
て
い
た
二
藍
お
よ
び
富
督
正

心
の
事
業
に
み
ら
れ
る
普
遍
晒
現
｛
象
で
あ
っ
て
、
こ
れ
等
の
事
業
が
濁
家
権
力

　
　
　
　
　
日
　
溶
　
戦
　
争
（
北
村
）

に
よ
り
賦
与
さ
れ
た
特
権
的
独
占
的
性
質
を
帯
び
て
い
た
事
と
共
に
、
当
時
の

洋
賢
母
官
僚
の
等
質
を
物
語
る
重
要
な
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
招
難
局
が
清
韓

貿
易
を
独
占
し
た
と
い
う
事
実
も
ま
た
そ
の
一
例
で
あ
っ
た
。

　
李
鴻
章
は
政
治
的
軍
事
的
に
朝
鮮
を
制
圧
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た

よ
ろ
で
あ
る
。
彼
が
隣
る
る
と
こ
ろ
は
北
の
露
国
、
南
の
B
本
の
武
力
侵
略
で

あ
っ
て
、
し
か
竜
朝
鮮
が
一
度
そ
の
手
に
落
ち
れ
ば
直
ち
に
東
三
省
を
失
う
結

果
に
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
日
露
両
国
の
朝
鮮
侵
陥
を
妨
げ
る
に

は
列
強
を
誘
っ
て
朝
鮮
に
入
れ
、
そ
こ
に
列
強
の
網
互
牽
欄
、
勢
力
均
衡
を
作

り
幽
す
と
共
に
、
清
韓
の
藩
運
開
係
を
紐
帯
と
し
て
朝
鮮
操
縦
を
行
え
ば
足
り

る
と
の
見
通
し
を
つ
け
て
い
た
（
「
密
勧
朝
鮮
通
商
西
国
摺
」
「
朝
鮮
通
商
西
国

片
」
李
丁
田
公
全
集
奏
葉
巻
三
四
、
三
八
）
。
懐
た
事
実
、
当
時
の
清
国
の
武

力
を
も
つ
て
し
て
は
、
か
か
る
手
段
に
訴
え
る
以
外
に
は
方
法
は
な
か
っ
た
し
、

彼
は
ま
た
そ
れ
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
李
下
章
と
し
て
は
、
政
治
的

に
列
強
と
極
力
妥
協
に
務
め
つ
つ
も
、
経
済
的
に
は
朝
鮮
を
独
占
的
に
支
配
す

る
こ
と
に
素
的
が
あ
っ
た
と
見
て
誤
り
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
な
お
筆
者
の
理
解
は
不
充
分
で
あ
る
が
、
も
し
こ
う
考
え
て
誤
り
が
な

い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
洋
素
意
と
り
わ
け
李
派
の
朝
鮮
経
済

支
配
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
清
国
に
列
強
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ

た
不
平
等
条
約
を
、
と
っ
て
も
っ
て
朝
鮮
に
再
輸
出
し
、
自
派
を
も
つ
て
朝
鮮

海
関
を
お
さ
え
そ
の
貿
易
は
直
ち
に
由
H
派
の
招
絹
地
に
よ
っ
て
独
占
す
る
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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口
　
溝
　
戦
　
争
（
北
村
）

の
動
き
か
ら
み
て
、
清
国
の
朝
鮮
進
出
は
、
溝
国
と
い
う
よ
り
は
ま
さ
し
く
鵜

島
章
一
派
の
朝
鮮
進
出
で
あ
る
と
い
う
傾
向
が
甚
だ
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三

　
こ
う
い
5
洋
務
派
の
動
き
を
激
し
く
非
難
し
た
の
が
変
法
派
で
あ
っ
た
。
変

法
派
あ
る
い
は
変
法
結
露
者
と
目
せ
ら
れ
る
者
に
は
、
翁
同
縣
を
は
じ
め
李
鴻

藻
、
張
讐
、
康
有
為
、
文
延
式
、
志
鋭
な
ど
が
い
る
が
、
こ
こ
で
は
張
轡
と
康

有
為
の
論
を
と
り
あ
げ
よ
5
。
愚
闇
は
一
八
七
九
年
は
や
く
も
洋
務
派
批
判
の
’

声
を
あ
げ
て
、
中
国
の
大
患
は
外
侮
が
紛
起
す
る
こ
と
に
は
な
く
自
強
の
爽
が

な
い
こ
と
に
あ
る
、
〈
洋
務
派
は
）
太
平
乱
鎮
圧
以
来
十
余
野
間
、
工
場
を
立

て
兵
器
を
購
入
し
、
江
海
に
防
備
を
設
け
て
年
々
百
千
万
の
金
銭
を
費
し
、
日

々
自
強
を
論
じ
て
い
る
の
に
、
一
慶
事
が
あ
る
と
こ
載
も
繊
来
ず
に
数
百
万
両

を
仇
敵
に
与
え
、
辞
を
纏
う
し
て
和
を
請
う
有
様
だ
と
い
っ
て
、
洋
務
派
の
薪

式
軍
事
工
業
が
役
に
立
た
な
い
こ
と
や
、
彼
等
の
軟
弱
外
交
を
攻
撃
し
た
（
「
代

夏
学
政
渥
陳
足
止
疏
」
張
季
子
九
録
、
政
聞
録
巻
一
）
。
更
に
日
清
戦
争
の
頃
に

な
る
と
、
彼
の
攻
撃
は
李
鴻
章
に
向
け
ら
れ
て
、
李
は
北
洋
大
臣
に
任
じ
て
以

来
、
外
洋
が
中
国
を
侵
幸
す
る
の
に
遇
5
毎
に
和
議
を
堅
持
し
な
か
っ
た
こ
と

は
な
い
、
．
し
か
し
二
〇
年
来
和
局
を
敗
壊
し
た
者
は
李
受
章
一
入
で
あ
る
と
て
、

幽
翠
章
が
朝
鮮
を
一
片
の
肉
の
如
く
各
國
の
瞼
に
委
ね
た
と
い
っ
て
い
る
（
「
空

輸
林
院
掌
院
重
奏
劾
大
学
帳
壁
記
章
章
疏
」
張
季
子
九
録
、
政
踊
録
巻
一
）
。
張

四
八

脚蕾

ﾍ
も
と
霊
長
慶
の
霧
幕
の
｛
出
で
、
李
に
も
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
、

そ
の
論
説
と
の
聞
が
聞
く
な
っ
た
関
孫
か
ら
、
彼
の
李
攻
繋
に
は
多
分
に
二
黒

も
混
っ
て
い
る
と
愚
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
彼
の
李
攻
撃
は
、
た

だ
そ
の
軟
弱
外
交
を
責
め
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
反
回
に
お
い
て
得

列
強
抗
戦
す
な
わ
ち
主
戦
論
と
い
5
一
貫
し
た
主
張
の
裏
付
を
も
つ
て
い
た
の

で
あ
る
。
も
と
よ
り
主
戦
論
は
か
な
ら
ず
し
も
変
法
論
者
に
止
ま
ら
ず
し
て
、

洋
務
派
で
も
左
宗
粟
の
如
き
す
こ
ぶ
る
対
外
強
硬
論
者
が
あ
り
、
そ
の
他
に
も

揚
盤
、
端
方
の
如
き
主
戦
論
者
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
等
が
一
般
に
夷

を
以
て
夷
を
制
す
る
式
の
、
揚
農
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
遠
交
近
攻
」
式
の
主
戦

論
者
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
，
変
法
論
者
の
主
戦
論
は
、
対
外
抗
戦
と
併
せ
て

国
内
改
革
を
も
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。

　
変
法
論
者
の
国
内
改
叢
論
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
た
と
え
ば
張

警
、
康
膚
為
の
意
見
を
み
れ
ば
ほ
ぼ
明
か
に
な
る
。
落
磐
は
日
清
戦
争
敗
北
後

に
立
国
唐
強
論
を
主
張
し
て
い
る
が
　
（
「
代
郷
督
条
陳
立
国
密
強
磁
」
張
季
子

九
録
、
政
踊
録
巻
一
）
、
そ
の
内
容
は
、
陸
海
軍
再
建
は
も
と
よ
り
、
各
省
に

巳
ハ
羅
工
場
を
分
思
す
る
こ
と
、
掌
校
を
開
設
す
る
こ
と
、
商
務
を
講
じ
工
政
を

請
求
す
る
こ
と
、
留
学
生
を
派
乾
す
る
こ
と
な
ど
、
要
す
る
に
国
内
の
近
代
化

政
策
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
康
膚
為
の
冨
岡
論
を
み
て
も
（
一
八
九

五
年
第
二
上
書
）
、
彼
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
は
、
紗
法
、
鉄
路
、
機
器
輪
舟
、
開

鉱
、
鋳
銀
、
郵
政
な
ど
、
縁
ぼ
聞
様
で
あ
る
が
、
た
だ
彼
の
第
三
策
に
お
い
て
、
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洋
務
派
の
特
権
的
官
営
工
業
を
排
し
て
工
業
民
営
を
主
張
し
、
且
つ
そ
の
民
営

工
業
に
対
し
て
国
家
の
保
護
育
成
を
要
求
し
た
と
こ
ろ
な
ど
は
注
目
に
値
す
る

と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
．
洋
務
派
は
、
廉
価
優
秀
な
る
外
国
機
械
製
商
品
に

対
抗
し
、
そ
の
利
益
の
分
け
前
に
あ
ず
か
る
必
要
か
ら
、
国
家
権
力
に
依
存
し

つ
つ
特
権
的
独
占
的
近
代
工
業
を
建
設
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
変
法
派
は
、

洋
務
派
の
近
代
化
政
策
が
笑
は
彼
等
官
僚
の
私
利
を
は
か
る
に
過
ぎ
な
い
点
を

見
ぬ
い
て
、
冨
国
豊
強
を
達
成
す
る
た
め
に
は
官
冨
よ
り
民
富
が
必
要
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
民
器
す
な
わ
ち
民
営
工
業
発
展
の
た
め
に
は
、
外
国
の
経
済
的

圧
迫
を
排
除
し
、
洋
務
派
の
特
権
的
工
業
を
も
排
除
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ

て
、
そ
の
た
め
に
民
鴬
工
業
に
対
す
る
国
家
の
保
護
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

こ
5
い
う
経
済
的
改
革
を
行
弓
に
は
、
も
ち
ろ
ん
政
治
的
改
革
も
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
康
膚
為
は
政
治
的
改
革
を
も
主
張
し
、
こ
れ
ま
で
の
専
制
主
義
的
官
僚

政
治
が
官
僚
の
幾
層
も
積
み
重
っ
た
支
配
機
構
に
よ
っ
て
皇
帝
と
人
罠
と
の
間

が
「
上
下
隔
絶
」
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
官
僚
の
か
か
る
「
分
権
」
的

支
配
を
改
め
て
、
鋼
帯
の
も
と
近
代
的
官
僚
組
織
に
改
革
し
て
中
央
集
権
　
的
近

代
政
治
を
実
現
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
（
第
四
上
書
、
そ
の
他
）
。

　
こ
5
い
ろ
変
法
派
の
国
内
改
革
論
は
、
そ
の
ま
ま
彼
等
の
対
日
主
戦
論
に
つ

な
が
る
も
の
で
あ
る
。
洋
務
派
は
、
さ
き
に
も
の
べ
た
如
く
、
清
国
と
朝
鮮
と

の
藩
属
関
係
を
列
強
と
の
外
交
的
妥
協
政
策
に
よ
っ
て
存
続
せ
し
め
、
こ
れ
に

よ
っ
て
朝
鮮
を
彼
等
の
利
蓋
範
囲
に
つ
な
ぎ
と
め
て
お
こ
う
と
し
た
。
し
か
し

　
　
　
　
　
日
　
濤
　
戦
　
争
（
北
村
）

変
法
派
た
と
え
ば
鳥
撃
は
、
も
っ
と
露
骨
な
朝
鮮
支
配
を
考
え
て
い
た
．
、
彼
は

朝
鮮
を
清
国
の
郡
県
と
し
、
上
国
を
置
き
、
清
国
の
軍
隊
を
も
つ
て
海
口
を
守

ら
せ
、
内
政
を
改
革
し
、
近
代
軍
隊
を
つ
く
り
、
東
三
雀
に
つ
ら
ね
て
一
地
卵

と
せ
よ
と
主
張
し
て
い
る
（
張
季
子
九
録
、
政
界
録
巻
三
）
．
．
更
に
日
本
に
対

し
て
も
、
張
讐
は
、
三
道
よ
り
出
師
し
て
琉
球
を
奮
い
返
せ
と
疑
い
、
康
有
為

は
ま
た
琉
球
を
恢
復
し
、
日
本
を
掃
蕩
し
、
大
い
に
国
恥
を
雪
ぎ
、
我
が
威
稜

を
輝
か
さ
ん
と
か
、
爾
は
海
農
を
収
め
て
波
噺
印
度
に
追
り
、
北
は
西
伯
利
を

収
め
て
回
部
強
俄
に
臨
ま
ん
と
か
言
い
（
第
二
上
書
、
第
四
上
書
）
、
か
よ
5

に
朝
鮮
、
日
本
は
も
と
よ
り
、
こ
れ
ま
で
列
強
に
奪
い
取
ら
れ
た
踏
舞
を
奪
い

返
す
の
み
な
ら
ず
、
清
国
を
一
大
強
国
に
改
革
し
た
上
は
、
列
強
と
同
様
に
海

外
諸
国
の
武
力
征
服
を
す
ら
夢
み
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
康
有
為
が
、
こ
・
り
い

う
主
張
に
も
と
ず
い
て
、
日
清
戦
争
の
後
に
極
力
購
和
に
反
対
し
て
徹
底
抗
戦

を
叫
ん
だ
こ
と
は
い
5
象
で
も
な
い
。
彼
の
対
日
主
戦
論
は
第
二
上
書
に
詳
し

い
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
対
B
抗
戦
を
主
張
す
る
第
一
の
理
由
は
領
土
割
譲
が

亡
国
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
点
す
な
わ
ち
、
話
本
を
は
じ
め
列
強
は
今
後
ま
す
ま

す
中
国
侵
略
に
乗
り
出
す
で
あ
ろ
5
と
い
弓
こ
と
で
あ
り
、
第
二
の
理
肉
は
、

賠
償
金
二
億
両
は
現
在
の
清
国
財
政
を
も
つ
て
し
て
は
支
払
困
難
で
あ
り
、
・
結

局
外
國
か
ら
の
借
款
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
か
く
て
は
百
年
た
っ
て

も
借
款
を
償
う
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
は
自
邸
の
道
に
的
な
ら
な
い
こ
と
、
第

三
の
理
由
は
今
後
日
本
は
蘇
杭
、
重
慶
、
杭
州
に
通
商
に
乗
り
出
し
、
二
億
の
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賠
償
と
共
に
、
こ
れ
は
中
国
人
民
の
苦
し
み
を
激
化
す
る
と
い
う
の
で
あ
っ

た
。

　
こ
こ
で
変
法
派
の
考
え
が
洋
務
派
と
網
違
す
る
点
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次

の
如
く
な
る
で
あ
ら
う
。
洋
務
派
（
と
い
っ
て
も
李
鴻
動
派
で
あ
る
が
）
は
、
列

強
の
侵
略
に
対
し
て
は
、
こ
れ
と
妥
協
し
、
こ
れ
に
譲
歩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

清
国
を
維
持
し
、
宮
僚
の
地
位
を
守
り
得
る
と
考
え
、
列
強
と
抗
戦
す
る
こ
と

は
溶
国
を
亡
ぼ
す
も
と
で
あ
る
と
考
え
た
。
内
に
お
い
て
は
官
僚
の
指
導
の
下

に
極
め
て
皮
相
的
な
近
代
工
業
化
を
行
っ
て
、
官
僚
層
の
勢
力
維
持
に
役
立
て

よ
う
と
企
て
た
。
こ
れ
に
対
し
て
変
法
派
は
、
列
強
に
譲
歩
す
る
こ
と
こ
そ
国

を
亡
ぼ
し
、
民
を
亡
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
列
強
の
侵
略
に
対
し
て
は
極

力
抗
戦
し
、
内
に
お
い
て
は
国
家
の
保
護
の
下
に
属
営
工
業
を
興
し
て
冨
国
自

強
の
実
を
あ
げ
る
べ
し
と
主
張
し
た
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
し
だ
い
に
迫
り
来
る

列
強
の
政
治
的
経
済
的
圧
力
に
対
し
て
、
洋
務
派
と
変
法
派
と
で
は
、
明
か
に

そ
の
受
け
取
り
方
が
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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洋
務
派
の
考
え
は
、
当
時
の
官
僚
層
と
り
わ
け
大
宮
僚
麟
の
利
害
関
係
の
上

に
立
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
彼
等
が
行
っ
た
官
辮
、
官
督
商
辮
工
業
の

特
権
的
独
占
的
性
質
か
ら
、
ま
た
李
鴻
章
一
派
の
朝
鮮
に
対
す
る
政
策
か
ら
も

そ
う
言
え
る
し
、
彼
等
の
列
強
に
対
す
る
譲
歩
政
策
が
、
実
は
列
強
と
の
暗
黙

五
〇

の
結
び
つ
き
の
上
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
そ
う
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
に
対
し
て
、
変
法
派
は
常
に
官
僚
の
私
利
を
排
し
て
罠
利
を
言
い
、
民
の
工

業
化
を
言
い
、
君
民
一
体
を
言
っ
た
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は

あ
る
が
、
彼
等
の
言
う
民
と
は
決
し
て
い
わ
ゆ
る
人
民
で
は
な
か
っ
た
。
彼
等

は
ま
た
商
と
も
言
っ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
彼
等
の
民
と
言
い
、
商
と
言
う
の

は
、
列
強
経
済
侵
略
の
圧
力
、
そ
し
て
い
ま
や
変
貌
し
つ
つ
あ
る
大
官
僚
層
の

経
済
的
圧
力
が
集
中
的
に
し
わ
寄
せ
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
下
級
官

僚
、
申
楽
地
主
商
人
の
階
層
を
意
昧
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
彼
等
は
、
た

と
え
ば
康
有
為
の
如
く
、
列
強
の
武
力
と
共
に
、
「
王
民
」
「
乱
匪
」
「
急
変
」

な
ど
い
わ
ゆ
る
人
民
の
力
を
簸
も
深
く
恐
れ
て
い
る
。
変
法
派
が
、
自
ら
の
主

張
す
る
改
革
を
実
行
す
る
の
に
必
ず
国
家
の
保
護
を
求
め
て
い
る
の
も
、
こ
う

い
う
彼
等
の
階
級
的
基
礎
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
変
法
派
の
主
戦
論
は
、

上
か
ら
し
わ
寄
せ
さ
れ
る
経
済
的
矛
盾
を
受
け
つ
つ
彼
等
な
り
に
近
代
的
変
碗

を
と
げ
よ
・
つ
と
す
る
、
そ
の
苦
悶
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
た
が

っ
て
彼
等
の
列
強
帝
国
主
義
に
対
す
る
批
判
は
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
彼
等
が
列
強
侵
略
に
反
対
し
つ
つ
、
一
方
で
は
朝
鮮
、
日
・
本
の
征
服
を
説

い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
る
．
．
変
法
派
の
主
戦
論
と
は
こ
う
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
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