
な
っ
て
い
る
竹
島
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
が

特
に
情
意
を
ひ
く
。
こ
の
研
究
は
外
務
省
の
身
上
健

三
氏
等
に
引
き
つ
が
れ
、
わ
が
属
の
領
土
権
主
張
の

膚
力
な
綴
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
臼
ソ

聞
の
千
島
帰
属
の
問
題
に
も
著
者
の
提
供
し
た
資
料

が
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
と
聞
く
。
骨
董
扱
い
も
さ

れ
か
ね
な
い
古
地
図
が
今
ほ
の
切
実
な
問
題
と
現
笑

に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
生
き
た
例
の
一
つ

だ
と
い
え
よ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
書
に
よ
っ
て
、
少
く
と
も

臼
本
全
国
に
関
す
る
限
り
、
序
し
い
貴
重
な
資
料
が

み
ご
と
に
整
理
さ
れ
て
研
究
者
た
ち
の
前
に
提
示
さ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
昧
で
こ
の
労
作
は
日
本
地
図

学
史
上
に
朽
ち
る
こ
と
の
な
い
記
念
碑
と
な
る
だ
ろ

う
。
未
墾
の
沃
野
は
よ
う
5
5
、
く
美
田
と
化
し
た
。
そ

の
実
り
を
い
か
に
収
穫
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
む

し
ろ
こ
の
書
に
啓
発
さ
れ
る
読
者
に
与
え
ら
れ
た
課

題
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
昧
か
ら
も
、
著
轟
4
1
の
構
想
さ

れ
る
未
発
表
の
論
著
が
引
き
つ
づ
き
刊
行
さ
れ
る
臼

を
待
望
し
て
や
ま
な
い
。

　
な
お
本
轡
一
一
〇
頁
に
地
理
学
史
研
究
第
一
輯
と

あ
る
の
は
入
文
地
理
七
ノ
六
の
誤
で
あ
る
。
こ
れ
は

私
自
身
に
閾
係
あ
る
こ
と
な
の
で
、
著
者
に
お
詑
び

か
た
が
た
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
　
（
8
5
、
二
一

六
亘
、
折
込
爵
版
二
薄
｛
㌔
ア
ー
ト
薫
習
七
二
頁
知
七

〇
〇
円
、
河
出
書
房
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
－
－
蜜
賀
儒
夫
一

京
大
西
洋
皮
研
究
室
編

傭
兵
制
度
の
歴
史
的
研
究

’

　
敗
戦
後
い
ち
早
く
、
薪
海
法
に
基
づ
く
平
和
体
制

を
実
施
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
現
在
我
が
隅
は
、
再
軍

備
…
体
制
を
強
要
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
費
本
主
義
薦

ア
メ
リ
カ
の
事
笑
上
の
従
羅
融
と
し
て
、
我
が
田
自

体
が
他
な
ら
ぬ
そ
の
前
衛
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も

傭
…
兵
事
の
一
現
象
と
い
う
も
、
決
し
て
過
言
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
視
國
の
現
状
を
直
視
す
る

暗
、
我
々
歴
史
研
究
に
携
わ
る
者
は
、
こ
の
冶
3
7
厳
な

る
事
実
に
、
眼
を
覆
う
事
は
綴
来
な
い
。
所
謂
転
換

期
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
一
鶏
傭
丘
ハ
化
の
事
実
を
幽
く

省
察
す
る
時
、
そ
れ
は
根
魚
き
歴
史
必
然
性
を
択
っ

て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
い
ま
京
都
大
学
西
母
げ
更
研

究
室
の
方
々
が
、
震
害
を
編
纂
黄
こ
れ
た
こ
と
は
、
こ

の
意
昧
か
ら
も
ま
こ
と
に
、
煮
羨
渓
き
こ
と
と
い
わ

、
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
笑
こ
の
書
物
の
「
あ
と
が
き
」

に
、
執
筆
者
代
表
渚
も
、
「
い
ろ
い
ろ
と
論
じ
あ
っ
て

い
る
う
ち
に
、
社
会
の
大
き
な
変
化
と
傭
兵
翻
身
の

早
立
と
の
騰
に
、
必
然
酌
な
関
係
が
あ
る
の
で
に
な

い
か
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
」
と
さ
れ
－
、
こ
の

研
究
開
始
の
問
題
…
関
心
も
、
は
っ
き
り
う
た
っ
て
い

ら
れ
る
。
さ
れ
ば
研
究
の
基
本
方
向
は
、
　
「
ω
雨
幽
霊

来
期
か
ら
近
世
初
期
に
お
け
る
傭
兵
制
度
に
研
究
隠

象
を
限
定
す
る
こ
と
、
図
純
紳
な
軍
叢
蓮
的
考
察
で

は
な
く
、
傭
兵
制
度
の
成
立
の
社
会
経
済
雨
声
盤
、

政
治
権
力
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
視
野
か
ら
、
」
（
あ

と
が
き
）
進
め
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
転
換
期

に
お
け
る
鱗
兵
制
度
を
ば
、
そ
の
社
会
経
浩
的
基
盤

の
漢
み
か
ら
、
政
治
権
力
と
の
心
違
に
お
い
て
、
把

握
さ
れ
て
い
る
。

　
更
に
こ
の
研
究
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
成
果
が

才
人
の
署
作
で
は
な
く
、
多
く
の
人
々
の
共
同
研
究

か
ら
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
最
近
共
同
研
究
は
社

会
科
学
の
部
面
で
も
、
此
処
彼
処
で
随
分
流
行
し
て

い
る
。
勿
論
そ
れ
は
、
比
較
的
短
期
聞
に
綜
合
的
空

巣
を
あ
げ
う
る
、
絶
好
の
方
法
で
は
あ
ろ
う
。
然
し

乍
ら
往
々
に
し
て
、
研
究
渚
の
自
主
的
立
場
が
失
わ

れ
、
羅
究
に
お
け
る
立
体
的
矯
像
を
え
難
い
嫌
い
が

あ
る
。
勿
論
、
　
「
共
同
講
究
と
し
て
は
、
た
ん
に
テ

ー
マ
を
共
通
に
す
る
だ
け
で
、
研
究
考
個
人
が
パ
ラ

パ
ラ
に
研
・
聴
し
た
の
で
は
煮
昧
が
な
い
」
　
（
あ
と
が

き
）
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
共
同
研
究
上
に
横
た
わ
る

76 （164）：



評轡

ア
ポ
リ
ア
が
ひ
そ
む
。
然
し
乍
ら
こ
の
傭
兵
研
究
に

あ
っ
て
は
、
　
「
研
究
者
個
人
の
研
究
を
中
心
と
し
つ

つ
も
、
た
え
ず
共
同
に
討
論
し
て
万
機
的
先
込
を
保

つ
と
い
う
方
法
」
　
（
あ
と
が
き
）
を
も
っ
て
、
ユ
ニ

ー
ク
な
研
究
方
漁
を
提
示
し
て
い
ら
れ
る
。
こ
の
点

は
こ
の
書
物
の
も
つ
大
き
い
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ

㌔
り
。

　
研
究
は
そ
の
目
次
を
通
覧
し
て
分
る
よ
う
に
、
序

論
に
始
ま
る
総
計
十
一
の
論
交
を
も
つ
て
、
構
成
さ

れ
て
い
る
。
序
論
は
理
論
的
な
把
握
で
、
鯵
酬
又
は
ド

イ
ツ
を
主
題
と
す
る
も
の
三
、
イ
タ
リ
ア
の
そ
れ
が

同
じ
ぐ
三
、
ス
ウ
イ
ス
一
、
フ
ラ
ン
ス
｝
、
イ
ギ
リ

ス
一
、
ア
メ
リ
カ
一
、
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ

ア
の
諸
国
に
主
題
の
多
く
が
割
か
れ
て
い
る
の
は
、

傭
兵
化
な
る
現
象
が
こ
れ
ら
の
国
に
、
よ
り
多
く
み

ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
こ
れ
ら

の
国
が
統
｝
国
家
の
形
成
に
、
著
し
い
立
遅
れ
を
示

し
た
点
を
考
え
合
せ
る
時
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。

逆
か
ら
み
れ
ば
こ
れ
は
、
絶
対
王
政
の
成
立
が
早
熟

ひ
附
・
な
る
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
に
、
面
相
丘
ハ
現
「
象
が
畑
四

対
的
に
稀
薄
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
示
す
も
の
で
も
あ

ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
夫
々
の
国
を
特
殊
専
門
領
域

と
し
て
い
る
筆
者
達
が
、
時
期
的
に
は
ほ
ぼ
、
絶
対

王
政
成
立
期
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
研
究
の
共
同
を
積

ん
で
い
ら
れ
る
。
次
い
で
こ
れ
ら
の
個
々
に
つ
き
、

紹
介
を
進
め
よ
う
。

　
先
づ
序
論
。
隠
題
と
し
て
「
、
傭
兵
綱
慶
の
歴
史
的

類
型
」
と
あ
る
。
前
川
氏
は
執
筆
者
を
代
表
し
て
、

理
弧
裾
的
概
観
を
試
み
る
。
ク
ラ
ウ
ぜ
ヴ
ィ
ツ
の
「
戦

争
諭
」
を
引
用
し
つ
つ
、
戦
争
と
政
治
の
深
き
関
連
を

指
摘
す
る
。
「
戦
争
は
政
治
の
一
手
段
で
あ
る
」
（
℃
．
。
。
）

な
る
提
言
が
そ
れ
で
あ
り
、
政
治
体
制
の
変
貌
の
中

に
、
傭
兵
剃
度
の
歴
史
過
程
を
追
及
す
る
。
即
ち
、

囚
傭
兵
化
し
た
封
建
軍
隊
、
こ
れ
は
「
封
建
軍
隊
の

中
で
の
『
傭
兵
で
は
な
い
が
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る

補
助
軍
』
的
存
在
」
（
ワ
9
。
偉
傭
兵
軍
団
、
「
国
内
各

地
に
散
在
し
、
も
つ
ぼ
ら
金
銭
の
獲
得
を
習
的
と
し

て
、
求
め
に
応
じ
て
軍
団
と
し
て
留
筆
諸
候
に
傭
わ

れ
て
出
，
陣
す
る
」
（
℃
■
O
）
。
に
傭
野
晒
的
常
備
軍
、
こ
れ
は

「
傭
兵
軍
団
を
ば
い
わ
ば
常
備
軍
化
す
る
こ
と
で
あ

り
」
へ
？
」
、
「
鼠
王
の
軍
隊
」
で
は
あ
っ
て
も
、
「
青

息
の
軍
隊
」
で
は
な
い
。
こ
の
意
訳
で
市
民
箪
倫
後

の
「
国
民
的
常
備
軍
」
と
は
一
線
を
劃
し
た
存
在
で

あ
る
。
こ
の
前
川
氏
の
理
臨
商
的
考
察
は
、
簡
に
し
て

要
を
え
て
お
り
》
こ
れ
に
続
く
各
菰
趨
文
の
、
．
大
前
提

た
る
役
割
を
果
し
て
い
る
。

　
次
い
で
鯖
田
豊
之
「
十
四
世
紀
の
盗
賊
騎
士
団
に

つ
い
て
し
。
　
と
の
論
丈
鳳
そ
の
根
幹
を
な
す
論
理
酌

展
開
、
誰
び
に
実
証
卜
酌
史
料
操
作
に
お
い
て
、
質
量

丘
ハ
に
本
書
中
の
白
眉
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

副
題
に
「
，
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
運
鋤
を
通
じ
て
」
と

あ
り
、
最
近
喧
伝
さ
れ
て
い
る
掘
米
屠
一
二
教
授
、

旨
0
8
詫
韓
O
o
9
剛
旦
暮
窪
の
成
果
に
立
脚
し
、
そ
こ
か
ら

問
題
を
展
開
す
る
所
謂
寓
弾
傷
奪
。
衛
。
運
動
が
そ
れ

で
あ
り
、
盗
賊
騎
士
団
を
こ
れ
と
関
連
せ
し
め
つ
つ
、

　
「
巾
・
世
h
的
秩
序
か
ら
近
代
酌
秩
序
へ
の
転
換
」
へ
℃
』
3

を
読
み
取
る
。
こ
の
観
点
の
下
に
盗
賊
騎
士
団
の
活

動
、
構
成
、
成
立
、
消
滅
が
分
析
さ
れ
る
。
灰
は
そ

の
活
動
に
つ
い
て
、
　
「
掠
懇
、
暴
行
、
放
火
を
こ
と

と
し
て
、
野
盗
の
ご
と
き
振
舞
を
な
し
て
い
た
こ
と

は
否
定
し
え
な
い
と
し
て
も
、
彼
ら
は
同
時
に
、
傭
兵

と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
の
よ
り
広
い
活
動
の
場

を
見
出
し
て
い
た
」
な
ワ
こ
。
同
：
鱒
）
と
さ
れ
る
。
し
か
も

そ
の
構
成
は
、
　
「
封
建
的
階
層
秩
序
を
止
揚
し
た
、

い
わ
ば
成
員
の
粟
・
等
を
原
則
と
す
る
、
同
志
的
結

合
」
（
ワ
ω
U
＞
で
、
騎
士
身
分
の
外
に
非
縞
士
身
分
耶
ち
、

コ
般
の
市
民
や
農
民
を
も
、
積
極
的
な
戦
闘
要
素

と
し
て
、
そ
の
中
に
抱
き
込
ん
」
（
℃
．
。
。
9
で
い
る
。
「
芸

無
の
鋤
員
」
　
象
。
≧
a
謡
臼
轟
鵬
餌
費
レ
貞
p
い
〕
。
o
が
こ

れ
に
禦
ら
な
い
．
そ
れ
故
そ
の
成
歯
、
単
層
瑚

の
没
落
に
伴
う
非
騎
士
身
分
の
向
上
な
る
契
機
が
考
　
（

・
X
ら
肌
ね
隷
な
ち
な
い
。
換
言
す
れ
籔
、
和
世
末
期
町



テ
リ
ト
リ
ウ
ム
臨
家
発
展
の
諸
条
件
こ
そ
、
そ
の
成

立
の
主
要
原
因
で
あ
ろ
う
。
　
「
テ
リ
ト
リ
ウ
ム
成
立

期
に
、
彼
ら
盗
賊
騎
士
団
を
傭
兵
と
し
て
使
用
し
た

の
は
、
実
は
テ
リ
ト
リ
ウ
ム
領
主
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
と
の
臆
測
を
可
能
に
し
、
逆
に
、
彼
ら
盗
賊
騎
士

団
の
活
動
こ
そ
、
テ
リ
ト
リ
ウ
ム
の
発
展
を
強
化
し
、

そ
れ
が
さ
ら
に
彼
ら
自
身
の
滅
亡
を
も
は
や
め
た
の

で
は
な
い
か
」
（
喝
．
α
9
と
氏
は
こ
の
間
の
弁
証
法
的
発

展
を
ば
、
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。
い
わ
ば
盗
賊
騎
士

団
は
、
そ
の
浮
動
性
の
故
に
容
易
に
動
員
可
能
で
、
ラ

ン
ト
・
フ
リ
ー
デ
を
有
効
に
実
施
せ
ん
と
す
る
テ
リ

ト
リ
ウ
ム
領
主
に
と
っ
て
、
二
画
好
ま
し
い
存
在
で

あ
っ
た
。
が
然
し
他
面
、
組
織
的
軍
事
訓
練
の
欠
如

は
、
新
し
き
軍
制
の
中
核
と
は
、
強
底
な
り
え
な
か

っ
た
へ
娼
・
刈
O
）
。
我
々
は
こ
こ
に
テ
リ
ト
リ
ウ
ム
R
国
憲
瓢

形
成
に
お
け
る
、
彼
等
の
否
定
約
役
割
と
、
そ
の
悲

劇
的
運
命
を
学
び
え
よ
う
。

　
瀬
原
義
生
「
農
民
戦
争
と
傭
兵
」
。
　
ド
イ
ツ
農
民

戦
争
に
つ
き
、
斬
薪
な
立
場
を
表
萌
し
て
い
ら
れ
る

氏
は
、
　
「
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
同
盟
の
場
合
」
と
副
馬
｝
し

て
、
テ
リ
ト
リ
ウ
ム
体
制
下
に
お
け
る
傭
兵
事
情

と
、
そ
の
祉
会
的
役
割
を
分
析
し
て
い
る
。
先
づ
そ

の
同
盟
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
繭
芽
的
な
近
代
的
国

家
権
カ
ー
領
邦
国
家
の
利
益
擁
護
機
闘
囲
と
し
て
の
性

格
L
（
℃
や
○
◎
O
凝
）
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
る
点
を
指
摘
す

る
。
そ
の
限
り
同
盟
の
着
痩
兵
は
、
階
級
支
蔚
の
道

具
と
し
て
の
役
割
を
果
す
。
同
盟
軍
の
指
導
者
U
5

い
o
o
巳
首
轟
く
。
⇒
国
集
こ
そ
、
農
民
弾
圧
の
指
導
者

と
し
て
、
多
く
の
傭
兵
就
中
、
外
国
人
傭
兵
を
動
最
し

（
ワ
リ
」
、
コ
撲
鎮
圧
の
最
良
の
手
段
」
ヘ
マ
環
9
を
見
繁

し
て
い
た
。
然
し
乍
ら
農
民
戦
争
に
対
抗
す
る
同
盟

軍
の
実
情
は
、
　
「
つ
ね
に
分
裂
の
危
機
を
内
在
し
て

い
た
」
と
見
倣
す
（
や
¢
ご
。
何
故
な
ら
、
「
そ
れ
は
、
お
そ

ら
く
同
盟
軍
の
大
多
数
を
占
め
た
と
思
わ
れ
る
農
民

兵
が
、
霞
己
と
同
じ
階
…
級
で
あ
る
蜂
起
農
民
に
対
し

て
い
さ
さ
か
の
敵
淫
心
を
も
持
た
な
か
っ
た
、
持
ち

え
な
か
っ
た
」
（
℃
・
Φ
9
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
氏
は
、

シ
ュ
ワ
τ
ペ
ソ
同
盟
を
遍
じ
、
階
級
史
観
に
立
脚
し

て
、
絶
対
主
義
形
成
期
の
傭
兵
軍
内
部
の
実
情
と
、

そ
の
階
級
的
役
割
を
分
析
し
て
い
ら
れ
る
。
賢
笑
な

手
堅
い
論
考
と
い
え
よ
う
。

　
中
村
賢
二
郎
「
傭
丘
ハ
隊
長
ヴ
ア
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ

と
麟
家
権
力
」
。
　
瀬
漂
氏
の
傭
兵
軍
内
部
の
縫
造
分

析
と
異
な
り
、
専
ら
傭
兵
隊
長
の
歴
史
的
役
割
を
、
国

家
権
力
と
の
関
連
に
お
い
て
販
扱
っ
て
い
る
。
先
づ

傭
兵
隊
長
は
本
質
的
に
、
「
戦
争
企
業
家
」
で
あ
り
、

一
種
の
…
撲
磯
業
者
し
で
あ
る
（
や
一
し
つ
一
）
。
そ
の
前
期

約
利
潤
析
出
の
基
盤
は
、
軍
隊
給
養
の
た
め
に
課
せ

ら
れ
る
臨
時
税
で
あ
り
、
所
謂
、
軍
税
旨
（
。
三
『
…
プ
露
－

ぎ
が
こ
れ
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
政
「
傭
兵
隊
長

は
国
家
権
力
の
側
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
拡
張
、

擁
護
の
た
め
の
軍
事
力
の
提
供
出
4
5
で
あ
る
に
対
し

て
、
傭
兵
隊
長
は
本
来
そ
の
雇
傭
渚
に
対
し
て
何
ら

忠
誠
の
概
念
を
持
た
ず
、
た
だ
軍
事
力
を
遙
じ
て
出

来
る
限
り
の
利
益
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
に
過
ぎ
な

い
。
…
…
彼
は
自
［
己
の
利
益
の
た
め
と
あ
ら
ば
、
國

家
権
力
自
体
を
も
侵
害
す
る
可
能
性
を
持
つ
の
で
あ

る
」
（
や
｝
論
）
。
こ
こ
に
中
村
氏
は
、
傭
兵
隊
長
ヴ
ァ
レ

ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
自
身
に
ひ
そ
む
自
己
否
定
の
契
機
を

見
出
し
、
そ
の
没
落
の
二
二
を
摘
出
す
る
。
し
か
も

歴
史
は
「
皮
肉
に
も
、
彼
の
創
始
に
な
る
と
の
意
義

す
ら
も
つ
都
税
制
度
が
、
や
が
て
皇
帝
軍
維
持
の
可

能
性
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
謀
反
の
失
敗
に

一
半
の
条
件
も
供
し
て
い
る
」
（
℃
」
零
）
と
。
傭
兵
隊

長
は
歴
史
的
展
開
の
虜
と
な
っ
て
、
自
ら
の
没
落
を

招
来
す
る
。
軍
門
制
度
の
歴
史
的
役
割
を
問
わ
れ
る

あ
た
り
中
村
氏
の
論
理
は
透
徹
し
た
鋭
さ
を
持
ち
、

傭
兵
隊
長
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ツ
シ
ュ
な
姿
態
は
、

剰
す
所
な
く
追
究
さ
れ
て
い
る
。
蓋
し
秀
作
と
い
え

よ
う
。

　
富
禺
両
次
’
郎
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る
民
丘
ハ
難
度

の
崩
壊
と
傭
兵
の
使
用
」
。
　
こ
れ
を
含
め
て
以
下
の
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評磐

三
論
文
は
、
舞
台
を
南
欧
イ
タ
リ
ア
に
移
す
。
富
岡

氏
の
扱
5
主
題
は
傭
兵
制
度
の
成
立
過
程
で
、
こ
れ

を
経
済
社
会
の
動
き
の
中
で
舞
え
て
い
る
。
即
ち
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
乱
に
お
け
る
霞
由
な
自
治
都
市
の
建
設

が
、
や
が
て
℃
o
℃
0
5
0
簿
湊
。
（
大
疑
罠
）
と
℃
o
℃
0
6

ぎ
汐
艮
。
（
小
市
民
）
に
階
層
分
化
す
る
（
℃
・
冨
9
。
や
が

て
「
富
裕
な
市
民
は
軍
役
奉
仕
に
従
事
す
る
代
り
に

金
を
甫
政
府
に
提
供
し
」
（
｝
）
．
寄
趙
、
兵
役
を
免
れ
る
。

地
方
小
市
民
は
、
大
市
民
の
為
の
み
の
戦
争
遂
行
に

は
反
対
で
あ
っ
た
。
軍
役
忌
避
が
み
ら
れ
る
所
以
で

あ
る
（
や
δ
9
。
今
や
市
民
々
兵
黒
馬
は
崩
れ
、
大
市

民
の
手
に
な
る
傭
兵
調
度
が
登
場
す
る
。
こ
う
し
た

都
市
国
家
内
部
の
寡
頭
専
制
政
の
裏
に
、
前
期
的
商

業
資
本
の
独
占
化
が
進
行
し
た
の
で
あ
り
、
軍
制
の

変
化
は
こ
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
。

　
会
田
雄
次
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ユ
傭
兵
制
と
商
人
政

権
」
。
本
論
文
は
時
期
的
に
は
、
欝
岡
氏
の
前
掲
論
文

に
続
く
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
酌
に
は
、
中
村
氏
の

問
題
意
識
に
近
い
。
氏
の
目
的
は
、
　
「
権
力
の
上
か

ら
の
よ
び
か
け
と
、
社
会
の
下
か
ら
の
応
答
と
が
歴

史
の
流
れ
の
中
で
如
何
に
か
ら
み
あ
い
つ
つ
傭
兵
制

度
を
展
開
さ
せ
て
行
っ
た
か
を
呉
体
幕
無
網
…
に
お
い

て
方
響
す
る
こ
と
」
す
お
り
｝
で
あ
る
。
分
析
の
場
を

都
市
国
家
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
求
め
、
何
故
に
こ
の
都

市
の
み
が
、
傭
兵
隊
長
の
下
剋
上
を
み
な
が
っ
た
か

を
問
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
共
和
政
か
ら
寡
頭
専
制
政

へ
の
移
行
と
共
に
、
　
罷
。
げ
且
①
蜂
p
象
（
淺
民
都
市
）
の

性
格
を
帯
び
つ
つ
も
、
通
念
に
反
し
て
、
傭
兵
に
よ

る
国
家
覆
滅
の
企
て
を
み
な
か
っ
た
の
は
何
故
で
あ

ろ
う
か
～
こ
の
設
問
を
め
ぐ
り
色
々
な
解
釈
が
可
能

で
あ
ろ
う
。
就
中
有
力
な
の
は
、
優
秀
な
支
配
者
の

個
性
に
そ
の
要
因
を
求
め
る
仕
方
で
あ
ろ
う
。
　
「
し

か
し
問
題
は
個
性
に
帰
即
せ
し
め
る
以
前
の
段
階
に

お
い
て
、
な
ぜ
に
個
性
の
活
躍
が
可
能
で
あ
り
且
つ

成
功
し
た
か
と
い
う
よ
り
普
遍
的
な
前
提
を
設
定
し

得
る
か
否
か
に
あ
る
」
（
や
器
9
と
さ
れ
る
。
か
く
て
氏

は
古
い
政
治
史
的
叙
述
と
の
絶
縁
を
強
調
し
つ
つ
、

比
較
史
的
視
野
を
導
入
し
て
、
分
析
的
解
題
に
入

る
。
畢
寛
、
武
士
に
対
す
る
市
民
の
優
越
が
、
末
端
民

衆
を
常
に
把
握
し
て
い
た
ゆ
え
に
、
傭
兵
隊
長
に
叛

乱
の
余
地
を
与
え
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
へ
℃
面
。
。
0
）
。

「
麦
義
者
の
民
衆
把
握
程
度
如
何
が
傭
兵
叛
乱
の
契

機
な
ら
び
に
成
否
を
決
定
す
る
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
」
ヘ
ワ

蕊
忠
で
あ
る
と
、
本
広
覧
叉
は
貴
傍
近
に
、
本
書
の
重
心

を
形
作
っ
て
お
り
、
正
に
そ
の
ピ
ー
ク
で
あ
る
。
比

較
史
的
視
野
の
下
に
、
立
体
的
、
多
角
的
な
設
問
方

法
を
と
っ
て
の
分
析
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
は
ま
こ
と
に

雄
大
で
あ
る
。

　
永
井
三
明
「
十
五
世
紀
イ
タ
リ
ア
社
会
と
傭
兵
熟

度
の
展
開
…
」
。
こ
れ
は
視
野
を
全
イ
タ
リ
ア
に
拡
大
。

先
づ
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ル
リ
神
話
一
中
…
兵
軍
依
存
を
国
家

没
落
の
主
要
原
因
と
み
る
一
を
打
破
、
移
動
的
傭
丘
ハ

の
常
備
軍
傭
兵
化
へ
の
移
行
を
指
摘
す
る
（
ワ
魅
O
）
。

こ
れ
も
生
産
過
剃
に
伴
う
国
内
市
場
の
獲
得
闘
争
に

由
来
す
る
と
見
倣
し
、
サ
ポ
ー
り
の
「
十
五
世
紀
衰

退
説
」
を
退
け
、
傭
兵
制
変
質
の
理
由
を
、
照
会
経

済
的
基
礎
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
も
更
に
、
こ
れ
を

ば
北
部
と
南
部
と
い
う
地
域
差
と
し
て
示
さ
れ
、
イ

タ
リ
ア
全
土
に
お
け
る
多
彩
な
あ
り
方
を
提
示
す

る
。
堅
実
な
論
究
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
絨
｛
智
武
臣
「
『
イ
ン
デ
ン
チ
ュ
ア
』
　
伽
制
度
に
つ
い

て
」
。
眼
を
「
イ
ギ
リ
ス
傭
兵
制
の
一
形
態
」
に
向
け

よ
う
。
封
建
末
期
の
政
治
情
勢
の
中
で
、
従
来
の

封
建
的
軍
役
制
度
に
代
る
募
集
方
法
と
し
て
登
場
。

そ
の
本
質
を
ば
、
ω
主
従
閾
係
が
金
銭
を
媒
介
と
し

た
双
務
的
な
も
の
、
②
契
約
が
長
た
る
一
人
の
契
約

主
体
を
通
じ
て
諸
侯
あ
る
い
は
国
王
と
な
さ
れ
た
も

の
、
㈲
大
抵
の
場
合
、
契
約
主
体
が
下
級
封
建
身
分
た

る
こ
と
、
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
（
ワ
Q
。
0
9
。
か
く
て

下
級
騎
士
、
逃
散
農
民
の
傭
兵
化
を
分
析
し
、
危
機

下
の
領
主
の
姿
態
を
ば
、
流
歪
な
筆
致
で
画
か
れ

る
。
兎
も
す
れ
ば
経
済
史
的
理
解
の
み
に
隔
適
し
勝
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ち
な
学
界
に
、
新
羅
囲
な
る
視
角
を
与
え
ら
れ
た
と
い

詳
ん
よ
、
り
。

　
川
口
繍
け
「
三
層
－
戦
争
期
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
健
…
丘
ハ

の
問
題
」
。
　
鯖
田
氏
の
テ
ー
マ
と
類
似
し
た
性
格
の

も
の
で
、
傭
兵
野
武
士
団
の
歴
・
堤
的
役
割
を
級
つ
た

も
の
。
野
武
士
団
は
、
封
建
的
軍
事
畑
制
度
の
補
強
と
し

て
登
場
し
つ
つ
も
（
ワ
Q
。
①
ご
、
こ
の
買
収
と
内
部
分
裂
．

を
利
爾
…
し
た
国
王
に
よ
っ
て
否
定
せ
し
め
ら
れ
（
ワ

亀
9
「
勅
令
騎
士
団
」
（
O
。
H
考
お
三
ぐ
・
い
角
。
乙
。
弓
p
琴
。
）

に
そ
の
席
を
譲
る
。
傭
兵
野
武
士
団
の
も
つ
経
過
的

な
運
命
を
、
手
際
よ
く
纏
め
て
い
ら
れ
る
。

　
瀬
原
義
生
「
ス
ウ
ィ
ス
傭
…
丘
ハ
の
成
立
」
。
　
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
近
代
国
家
の
形
成
期
ー
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
戦
争
、

イ
タ
リ
ア
戦
争
、
フ
ラ
ン
ス
絶
対
主
義
i
を
、
詳
…
細
…

に
分
析
し
つ
つ
、
傭
兵
雇
主
側
の
国
際
情
勢
を
論
究
、

こ
れ
と
対
外
的
に
雇
、
わ
れ
る
ス
ウ
ィ
ス
傭
兵
の
密
ハ

管
を
摘
出
。
傭
兵
に
お
け
る
農
民
兵
の
電
き
比
電
を

舌
毒
為
し
（
や
雲
こ
つ
）
、
こ
れ
が
ス
ゥ
ィ
ス
偲
封
建
的
危
機

の
表
白
に
他
な
ら
な
い
点
を
三
二
す
る
。

蛤
薪
響
・
一
・
二
三
雪
・
イ
・
入
傭

兵
」
。
　
先
づ
今
津
氏
は
、
ド
イ
ツ
人
傭
兵
使
用
が
、

独
立
論
を
刺
戟
し
た
米
国
側
の
事
情
と
、
他
方
、
劣

弱
ド
イ
ツ
兵
雇
傭
を
断
行
し
た
英
本
国
内
部
の
政
情

を
分
祈
す
る
。
こ
れ
に
続
き
出
本
氏
は
、
革
命
戦
争

に
お
け
る
軍
事
輿
の
概
酪
を
述
べ
る
。
か
く
し
て
英

国
が
窮
余
の
策
と
し
て
課
購
…
し
た
ド
イ
ツ
人
傭
兵
は

コ
方
で
戦
闘
力
供
給
の
側
面
か
ら
、
他
方
…
…
反

英
国
・
感
情
の
醸
成
と
い
う
側
面
か
ら
、
　
『
箪
命
』
の

収
拾
を
か
え
っ
て
『
独
立
』
達
成
の
方
向
に
と
き
は

な
っ
て
ゆ
く
｝
つ
の
契
機
を
提
供
し
て
い
っ
た
L

（
マ
罵
9
と
。
論
旨
明
瞭
で
あ
る
が
、
敢
え
て
蜀
望
の

念
を
抱
く
な
ら
ば
、
傭
兵
問
題
を
中
心
に
据
え
、
遠

交
を
立
体
的
に
構
成
し
て
欲
し
か
っ
た
。

　
以
上
十
一
論
文
に
亙
っ
て
、
未
熟
を
も
省
み
ず
蕪

雑
な
紹
介
の
筆
を
と
っ
て
み
た
。
勿
論
そ
の
批
判
は

他
日
を
期
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
元
来
批
判

は
、
原
害
、
原
史
料
に
署
す
る
充
分
な
知
識
と
、
且

つ
そ
れ
を
貫
く
史
観
を
持
し
て
、
始
め
て
可
能
で
あ

ろ
う
か
ら
、
寧
ろ
私
は
、
泰
西
の
研
究
に
お
い
て
も

稀
な
こ
の
分
野
の
分
析
を
、
一
碧
に
纏
め
上
げ
ら
れ

た
共
生
の
成
果
に
、
満
腔
の
敬
意
を
表
し
た
い
。
と

り
わ
け
政
治
…
過
程
と
社
会
経
済
過
程
と
の
綜
ム
瓜
と
い

う
形
で
、
傭
兵
研
究
に
新
た
な
る
道
標
を
示
さ
れ
た

こ
と
は
、
大
い
な
る
成
果
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

兎
も
角
本
書
は
、
独
り
西
洋
史
学
徒
の
み
で
な
く
、

広
く
歴
史
科
掌
を
学
ぶ
考
の
良
き
伴
侶
で
あ
る
。
と

り
わ
け
現
下
日
本
の
直
面
す
る
再
軍
備
論
を
前
に
し

て
、
傭
兵
制
度
の
辿
っ
た
悲
劇
的
連
命
は
、
充
分
省

察
を
要
す
る
で
虫
5
2
ろ
う
。
本
書
の
一
読
を
御
心
め
す

る
次
第
で
あ
る
。
　
（
昭
和
三
ナ
年
三
月
三
ナ
一
蕪
発

行
比
叡
書
房
刊
、
薫
二
八
頁
、
髭
議
題
○
○
円
）
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・
本
書
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
極
由
果
。
ロ
シ
ア
研
究

所
で
行
わ
れ
て
い
る
申
国
近
代
筆
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
、
ク

ト
の
一
業
績
で
あ
る
。
署
者
は
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
が
、
紙
工
に
よ
れ
ば
、
数
名
の

ス
タ
ッ
フ
の
畿
台
同
研
究
の
成
単
小
が
盛
り
こ
ま
▼
肌
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
プ
胃
ジ
マ
ー
ク
ト
の
鼠
酌
は
、

伝
統
的
中
國
社
会
の
分
析
、
お
よ
び
近
代
に
お
い
て

西
欧
と
ソ
ヴ
ェ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
三
遍
が
も
た

ら
し
た
中
国
社
会
の
変
化
の
究
瞬
に
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
本
書
は
十
九
世
紀
に
重
点
が
お
か
れ
、
西
欧
勢

力
の
圧
迫
の
下
に
、
中
国
社
会
が
ど
の
よ
う
な
変
化

8，0 （168）


