
中
華
民
国
第

一
回
国
昏
選
馨
に
お
け
る

国
民
薫
の
勝
利
に
つ
い
て

狭

間

直

樹

▲

中
華
民
国
は
､
い
う
ま
で
も
な
-
､

一
九

l
l
年

l
〇
月

一
〇
日
の
武
昌
蜂
起
に
は
じ
ま
る
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
共
和
国
で
あ
る
.

こ
の
新
し
い
共
和
国
に
お
い
て
は
'
衆
議
院
'
参
議
院
の
両
院
よ
-
構
成
さ
れ
る
園
舎
が
'
法
制
的
に
国
権
の
最
高
機
補
で
あ
り
､
同
時
に
唯

一
の

立
法
機
関
で
も
あ
っ
た
｡
開
合
は

一
九

二
二
年
四
月
に
開
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
､
以
後

l
九
二
四
年

二

月
に
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
'
北
洋
軍

閥
の
支
配
下
に
あ
っ
て
き
わ
め
て
数
奇
な
運
命
を
た
ど
っ
た
｡
す
な
わ
ち
t

l
九

一
四
年

一
月
に
は
衰
世
凱
に
よ
っ
て
解
散
さ
れ
､
蓑
の
帝
制
失
敗

の
の
ち

一
九

一
六
年
八
月
に
再
開
さ
れ
た
か
と
思
う
と
'
翌
年
六
月
に
は
再
度
､
段
頑
瑞
の
歴
力
に
屈
し
た
琴

冗
浜
の
手
に
よ
っ
て
解
散
さ
れ
る
｡

そ
し
て
'

一
九
二
二
年
八
月
'
第

一
次
奉
直
戦
争
に
お
け
る
直
隷
涯
軍
閥
の
勝
利
の
結
果
と
し
て
'

三
度
開
合
さ
れ

(
い
わ
ゆ
る
法
統
重
光
)､

や

が
て
第
二
次
奉
直
戦
肇
に
お
け
る
直
隷
涯
の
敗
北
の
結
果
と
し
て
'
三
度
取
り
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

北
洋
軍
閥
の
支
配
下
に
あ

っ
て
三
度
生
れ
'
三
度
殺
さ
れ
た
園
合
は
'
時
の
賓
際
の
権
力
者
に
正
統
な
統
治
者
と
し
て
の
保
護
を
輿
え
る
た
め
に

の
み
存
在
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
'
こ
の
現
蜜
に
武
力
を
有
す
る
支
配
者
す
な
わ
ち
軍
閥
と
法
制
的
に
腐
植
の
最
高
機
関
で
あ
る
は
ず
の
閉
合
と

は
つ
ね
に
対
立
抗
争
を
-
り
か
え
し
た
｡
両
者
の
対
立
関
係
の
枠
組
は
､
蜜
は
第

一
回
園
舎
選
挙
に
お
け
る
国
民
案
の
勝
利
に
よ
っ
て
作
-
だ
さ
れ

中
華
民
国
第

l
回
国
昏
選
馨
に
お
け
る
国
民
裳
の
畔
利
に
つ
い
て
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六
二
六

た
の
で
あ
-
'
そ
の
国
民
鴬
の
勝
利
は
辛
亥
革
命
の
〝

成
功
″

が
も
た
ら
し
た
ひ
と
つ
の
結
果
い
が
い
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
｡
軍
閥
に
と
っ

て
国
民
薬
が
多
数
を
首
め
た
園
舎
を
銃
創
の
力
で
捻
じ
ふ
せ
る
こ
と
は
そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
'
そ
れ
に
か
わ
る
'
正
統
性
を
有

す
る
立
法
機
関
を
作
り
だ
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
事
に
腐
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
｡
ゆ
え
に
へ
蓑
世
軌
は
共
和
国
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
し
ま
お

う
と
し
て
失
敗
し
､
段
棋
瑞
は
翼
賛
の
安
福
園
舎
を
お
手
盛
り
し
な
が
ら
野
望
を
貫
徹
で
き
ず
､
最
後
に
曹
鋸
が
賄
選
に
よ

っ
て
自
分
を
大
総
統
に

選
出
さ
せ
る
な
ど
'
間
合
を
こ
れ
以
上
墜
落
し
ょ
う
の
な
い
と
こ
ろ
ま
で
凌
辱
し
て
'
そ
の
結
果
､
開
合
と
北
洋
軍
閥
の
双
方
を
歴
史
の
舞
重
か
ら

退
場
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

北
洋
軍
閥
時
代
に
お
け
る
開
合
の
歴
史
は
'
民
図
政
治
史
の

一
重
要
課
題
た
る
を
失
わ
な
い
が
'
小
論
で
は
そ
の
封
立
抗
争
の
原
鮎
と
な

っ
た
第

1
同
園
合
選
挙
に
焦
鮎
を
し
ぼ
り
'
園
舎
組
織
法
等
の
内
容
'
国
民
裳
と
他
薬
の
封
抗
関
係
へ
選
撃
に
た
い
す
る
国
民
案
の
と
-
-
み
の
賓
態
'
そ

(1
)

し
て
国
民
裳
の
勝
利
の
も
つ
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
簡
単
な
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
｡

二

中
華
民
国
の
園
舎
は
臨
時
参
議
院
が
制
定
公
布
し
た
開
合
組
織
法
に
も
と
づ
い
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
臨
時
参
議
院
と
は
'
光
復
さ
れ

た
各
省
都
督
府
の
代
表
と
若
干
の
末
光
復
省
の
諮
議
局
代
表
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
臨
時
の
過
渡
的
な
立
法
機
関
で
あ
り
､
あ
た
か
も
行
政
機
関
と

し
て
の
中
華
民
国
臨
時
政
府
に
封
鷹
す
る
も
の
で
あ
る
｡

そ
の
成
立
過
程
を
ご
-
簡
単
に
述
べ
れ
ば
､
武
昌
蜂
起
後
に
光
復
さ
れ
た
渚
省
は
､
ま
ず
各
省
都
督
府
代
表
連
合
合
を
組
織
し
た
｡
革
命
諸
省
側

の
立
法
機
関
の
濫
鯨
で
あ
る
0
代
表
連
合
合
が
制
定
し
た

｢
中
華
民
国
臨
時
政
府
組
織
大
綱
｣
に
も
と
づ
い
て
'

l
九

二

一年

l
月

一
日
､
中
華
民

国
臨
時
政
府
す
な
わ
ち
南
京
臨
時
政
府
が
誕
生
し
､

つ
い
で

一
月
二
八
日
に
は
臨
時
参
議
院
が
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
｡

一
八
省
の
代
表
四
三

名
よ
り
な
る
臨
時
参
議
院
の
議
員
の
幾
分
か
は
代
表
連
合
合
の
代
表
だ

っ
た
人
物
が
そ
の
ポ
ス
ト
を
占
め
た
｡



臨
時
参
議
院
が
制
定
公
布
し
た
法
律
の
う
ち
'
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
は
､
三
月

一
一
日
に
臨
時
大
総
統
孫
文
に
よ
っ
て
公
布
施
行
さ
れ
た
中
華

民
閥
臨
時
的
法
で
あ
る
｡
約
法
と
は
孫
文
の
構
想
に
か
か
る
'
憲
法
制
定
以
前
の
国
家
の
根
本
法
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
革
命
後
の
一
時
期
へ
臨
時
憲

法
の
役
割
を
塘
う
も
の
な
の
で
あ
る
｡

(2)

臨
時
約
法
は
､
そ
の
第
二
候
に
お
い
て

｢
中
華
民
国
の
主
構
は
国
民
全
膿
に
属
す
る
｣
と
主
構
在
民
を
宣
言
す
る
｡
そ
し
て
三
橋
分
立
制
を
探
り
､

立
法
権
に
つ
い
て
は
､
そ
の
第
十
六
候
で

｢
中
華
民
国
の
立
法
横
は
参
議
院
を
以
て
之
を
行
う
｣
と
規
定
す
る
｡
こ
の
立
法
府
と
し
て
の
参
議
院
と
'

国
家
催
力
の
維
漂
着
で
あ
る
臨
時
大
総
統
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
臨
時
約
法
は
ほ
ぼ
立
法
府
が
優
越
す
る
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
0
よ
く
い
わ
れ

る
よ
う
に
'
孫
文
ら
が
衰
世
軌
を
法
律
の
力
で
縛
ろ
う
と
し
た
意
圏
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
｡
共
和
国
の
板
本
法
が
､
主
権
在
民
を
誼
い
'
立
法
府
の

優
越
を
定
め
て
い
る
と
す
れ
ば
､
そ
こ
で
の
優
位
を
寛
質
的
に
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
な
政
治
課
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
'
第
二
代
臨
時
大
絶
統
蓑
世
凱
の
就
任
へ
初
代
臨
時
大
繰
統
孫
文
の
解
職
に
あ
わ
せ
て
､
南
京
の
諸
政
権
機
構
も
北
京

へ
違
っ
た
｡
臨
時
参

議
院
は
四
月
八
目
か
ら
休
脅
し
'
二

一
日
に
北
京
で
開
合
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
｡
休
合
中
に
議
員
が
選
び
な
お
さ
れ
'
や
や
遅
れ
て
四
月
二
九
日

(3
)

に
北
京
で
の
臨
時
参
議
院
が
聞
合
さ
れ
た
｡

二

一六
名
の
定
数
中
'

二

一
名
が
集
-
､
南
京
参
議
院
の
議
員
の
多
-
は
新
議
員
に
横
す
べ
り
を
し

た
が
､
定
員
常
に
よ
り
新
顔
が
か
な
り
の
多
数
を
し
め
た
｡

臨
時
約
法
は
施
行
後

l
〇
カ
月
以
内
に
圃
合
を
召
集
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
規
定
L
t
同
時
に
そ
の
圃
合
の
組
織
お
よ
び
選
拳
法
は
参
議
院
が
定
め

る
と
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
任
は
新
し
-
護
足
し
た
北
京
の
臨
時
参
議
院
に
よ
っ
て
据
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
八
月
か
ら

1
1
月
に

か
け
て
制
定
公
布
さ
れ
た

｢
図
禽
組
織
法
｣
と

｢参
議
院
議
員
選
拳
法
｣
｢衆
議
院
議
員
選
拳
法
｣
お
よ
び
同
施
行
細
則
が
そ
の
成
果
で
あ
る
｡

(4
)

八
月

一
〇
日
の
公
布
に
か
か
る
園
禽
組
織
法
に
よ
れ
ば
'
中
華
民
国
の
園
舎
は
参
議
院
と
衆
議
院
の
両
院
よ
-
構
成
さ
れ
る
｡
参
議
院
の
議
員
は
'

二
二
省
か
ら
毎
省

一
〇
名
'
蒙
古
二
七
名
'
西
蔵

一
〇
名
'
青
海
三
名
､
そ
れ
に
中
央
学
界
八
名
､
海
外
在
留
者

(華
僑
)
選
撃
禽
六
名
を
-
わ
え

て
合
計
二
七
四
名
の
定
員
よ
-
な
り
へ
任
期
は
六
年
'
二
年
ご
と
に
三
分
の
一
を
改
選
す
る
｡

一
方
､
衆
議
院
議
員
は
'
二
二
省
か
ら
は
人
口
八
〇

寓
人
ご
と
に

一
人
の
割
合
と
L
t
人
口
調
査
施
行
以
前
に
は
推
定
人
口
教
に
も
と
づ
-
儀
の
割
皆
と
し
て
直
隷
四
六
名
､
江
蘇
四

〇
名
'
四
川
三
五

中
華
民
国
第

1
回
国
禽
選
馨
に
お
け
る
国
民
寅
の
勝
利
に
つ
い
て
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六

二

八

名
'
雲
南
二
二
名
等
々
､
そ
れ
に
蒙
古
二
七
名
'
西
城

一
〇
名
'
青
海
三
名
を
加
え
て
五
九
六
名
の
定
員
で
あ
る
｡
人
口
八

〇
〇
寓
以
下
の
省
'
た

と
え
ば
書
林
'
漂
龍
江
な
ど
も

1
0
名
の
定
数
を
あ
た
え
ら
れ
る
｡
任
期
は
三
年
へ
解
散
は
な
い
｡
選
撃
方
法
は
'
参
議
院
議
員
が
各
省
議
合
か
ら

選
挙
さ
れ
る
間
援
選
撃
で
あ
る
の
に
た
い
し
'
衆
議
院
議
員
の
ば
あ
い
は
､
後
述
の
よ
う
な
覆
選
制
に
よ
る
直
接
選
挙
で
あ
る
｡

議
員
定
数
の
割
振
-
か
ら
み
て
'
参
議
院
が
各
省
間
の
封
等
を
形
式
的
に
保
護
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
に
た
い
し
､
衆
議
院
は
人
口
教
に
磨
じ
た

卒
等
を
〝

資
質
的
″

に
寛
現
し
ょ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
し
か
し
､
両
院
の
選
挙
方
法
は
異
る
に
し
ろ
'
省
議
合
議
員
の
選
挙
が

(5
)

衆
議
院
の
そ
れ
と
同
時
に
'
比
例
だ
け
を
か
え
て
同
じ
方
法
で
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
､
衆
議
院
と
省
議
合
と
は
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
ぬ
結
果
と
な
り
へ

結
局
'
衆
議
院
と
参
議
院
は
ほ
ぼ
同
じ
色
分
け
と
な
っ
た
｡
ゆ
え
に
こ
こ
で
は
衆
議
院
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
主
と
し
て
み
て
い
-
こ
と
に
し
た
い
｡

(6
)

ま
ず
選
挙
確
に
つ
い
て
｡
お
な
じ
-
八
月

7
0
日
に
公
布
さ
れ
た
衆
議
院
議
員
選
拳
法
に
よ
れ
ば
'
中
華
民
国
国
籍
を
有
す
る
滞
二

一
歳
以
上
の

男
子
で
'
選
挙
人
名
簿
作
成
以
前
の
滞
二
年
以
上
､
該
選
撃
区
内
に
居
住
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
が
共
通
の
年
齢
'
性
別
'
居
住
に
つ

い
て
の
資
格
制
限
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
さ
ら
に
そ
の
う
え
に
'
困
年
に
直
接
税
を
二
元
以
上
約
め
る
者
'
佃
五

〇
〇
元
以
上
に
値
す
る
不
動
産
を
有

す
る
者
､
た
だ
し
蒙
蔵
青
海
に
お
い
て
は
動
産
に
よ
っ
て
計
算
し
て
よ
い
'
㈲
小
畢
校
以
上
の
卒
業
者
'
㈲
小
学
校
以
上
の
卒
業
に
相
普
す
る
資
格

を
有
す
る
者
t
と
の
四
候
件
の
い
ず
れ
か
に
適

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(7
)

こ
の
資
格
制
限
を
満
末
の
憲
政
準
備
の
な
か
で
創
立
さ
れ
た
各
省
の
諮
議
局
議
員
選
撃
の
そ
れ
と
較
べ
る
と
'
後
者
は
'
本
省
籍
を
有
す
る
滞
二

五
歳
以
上
の
男
子
に
し
て
'
出
撃
校
､
公
益
事
業
に
三
年
以
上
従
事
L
t
成
績
有
る
者
､
佃
中
学
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等
以
上
の
草
堂
卒
業
者
で
謹

(8
)

書
を
持
つ
者
､
副
生
員
以
上
の
出
身
者
'
㈲
文
七
品
､
武
五
品
以
上
の
寛
敏
に
任
じ
て
参
事
さ
れ
な
か
っ
た
者
へ
㈲
本
省
に
五
千
元
以
上
の
営
業
賀

木
あ
る
い
は
不
動
産
を
有
す
る
者
'
と
い
う
の
だ
か
ら
'
衆
議
院
議
員
す
な
わ
ち
省
議
合
議
員
の
選
挙
制
限
の
方
が
学
歴
'
財
産
等
の
面
で
大
巾
に

(9
)

緩
和
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
｡
さ
ら
に
常
時
の
日
本
の
選
拳
法
と
-
ら
べ
て
み
る
と
'

一
九

二

一年
の
こ
ろ
に
施
行
さ
れ
て
い
た
明
治
三
三
年
法
令
第

七
三
親
等
に
よ
れ
ば
'
選
畢
櫓
は
､
滞
二
五
歳
以
上
の
男
子
で

一
年
以
上
そ
の
選
挙
区
に
居
住
す
る
帝
国
臣
民
で
あ
る
こ
と
が
'
共
通
の
資
格
候
件

で
あ
-
'
そ
れ
に
く
わ
え
て
'
財
産
制
限
が
あ
る
｡
し
か
し
拳
歴
'
不
動
産
所
有
に
よ
る
資
格
附
輿
僕
件
は
な
い
｡
財
産
制
限
は
､
年
に
直
援
国
税



一
〇
囲
以
上
約
人
と
い
う
の
だ
か
ら
'
か
な
り
高
額
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
直
接
国
税
と
は
地
租
'
所
得
税
お
よ
び
営
業
税
を
含
ん
で
い
る
.

一
万
㌧
中
華
民
国
の
選
拳
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
､
直
接
税
と
は
､
地
丁
と
漕
糧
す
な
わ
ち
も

っ
と
も
俸
統
的
な
土
地
税
だ
け
し
か
含

ま
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
｡
所
得
税
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
'
営
業
税
を
含
ま
ぬ
､
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
'
新
興
の
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
､
商
工
業
者
の

反
護
を
買
う
こ
と
は
必
至
だ
っ
た
ろ
う
.
し
た
が
っ
て
畢
歴
'
不
動
産
所
有
に
よ
る
資
格
附
輿
は
そ
れ
ら
商
工
業
者
な
い
し
租
税
の
公
課
負
槍
を
免

れ
て
い
る
地
主
た
ち
に
た
い
す
る
救
済
候
項
で
な
か
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
｡

た
だ
六
月
十
五
日
の
全
院
委
員
合
に
提
出
さ
れ
た
原
案
で
は

｢年
に
二
元
以
上
を
納
税
す
る
も
の
｣
と
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
'
議
員
中
よ
り
不

(∽
)

動
産
規
定
を
加
え
る
よ
う
要
求
が
出
て
'
種
々
討
議
の
の
ち
七
月
八
日
の
特
別
合
議
で
前
掲
の
四
項
目
が
議
決
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
資
料
的
制
約
か

ら
納
税
資
格
と
財
産
資
格
の
関
係
は
あ
い
ま
い
さ
を
沸
拭
し
き
れ
な
い
｡
と
は
い
え
直
援
税
に
僚
業
税
を
含
ま
ぬ
こ
と
が
商
工
業
者
の
不
満
を
惹
き

お
こ
す
こ
と
は
確
賓
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
'
そ
の
聾
が
参
議
院
の
討
議
の
進
行
と
絡
ん
で
お
こ
っ
て
き
た
形
跡
は
明
か
で
な
い
｡
や
や
遅
れ
て
'

一
一
月

l
日
か
ら
工
南
部
の
主
催
に
よ
-
北
京
で
開
か
れ
た
全
国
臨
時
工
商
大
食
に
お
い
て
､
土
地
税
以
外
の
税
金
を
約
め
て
い
る
薯
に
た
い
す
る

選
畢
植
要
求
が
出
さ
れ
'
工
商
業
者
た
ち
は
､
も
し
要
求
が
通
ら
ね
ば
､

｢今
後
は
国
家
'
地
方
と
も
ど
も
各
地
方
の
指
税
は

一
概
に
約
め
な
い
｣

と
主
張
し
た
｡
ま
さ
に
〝

代
表
な
-
し
て
課
税
な
し
〟

で
あ
る
｡

ま
た

こ
れ

を
支
持
し
て
上
海
の

『時
報
』
は
､
せ
め
て
日
本
同
様
に
直
接
税
は

(ll)

｢
地
租
､
所
得
税
'
営
業
税
｣
と
し
､
営
業
税
の
な
か
に

｢
鋪
掲
'
戸
摘
'
屠
拍
｣
等
を
含
ま
せ
る
よ
う
要
求
し
た
.

商
工
業
者
の
反
鷹
が
に
ぷ
い
の
は
､
恐
ら
く
不
動
産
な
い
し
学
歴
規
程
で
そ
の
多
数
が
有
機
者
に
な
り
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
'
問
題
は
主
権
在

民
の
共
和
国
に
お
け
る
財
産
制
限
そ
の
も
の
に
あ

っ
た
｡
し
か
し

『民
立
報
』
の
読
者
が
平
等
自
由
の
原
理
を
た
て
に
､
そ
の
問
題
を
正
面
か
ら
提

起
し
て
制
限
に
反
封
し
た
と
き
､
同
紙
主
筆
の
葦
士
剣
は
放
論
で
､
社
食
と
い
う
財
産
を
管
理
す
る
資
格
が
あ
る
の
は
'
財
産
を
も
つ
個
人
で
あ
る
t

(12
)

と
の
イ
ギ
リ
ス
流
の
観
鮎
か
ら
す
る
反
論
を
書
い
て
､
そ
の
意
見
を

一
蹴
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
曽
時
に
あ
っ
て
は
へ
葦
士
剣
等
の
革
命
涯
の

右
涯
が
そ
う
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
-
'
孫
文
等
の
左
派
も
と
-
た
て
て
財
産
制
限
に
異
を
唱
え
た
形
跡
は
な
い
の
で
あ

っ
て
'
社
食
の
指
導
層
は

有
産
者
な
い
し
有
識
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
証
禽
通
念
が
選
挙
権
問
題
に
こ
の
よ
う
な
形
で
現
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡
要
す
る
に
へ
辛

中
華
民
国
第

一
回
園
舎
選
馨
に
お
け
る
国
民
賞
の
勝
利
に
つ
い
て

六
二
九
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六
三
〇

亥
革
命
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
民
権
主
義
と
は
'
と
り
あ
え
ず
は
有
産
者
に
お
け
る
権
利
と
し
て
の
民
権
を

一
歩
も
出
な
い
も
の
で
あ
り
､
そ
の
な

か
で
も
商
工
業
者
す
な
わ
ち
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
が
地
主
の
下
風
に
立
つ
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
態
の
も
の
で
し
か
あ
-
え
な
か
っ
た
｡
た
と
え
'
孫
文

が
そ
こ
に
止
ま
る
つ
も
-
だ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
t
と
し
て
も
で
あ
る
｡

さ
て
'
こ
の
よ
う
な
資
格
制
限
の
も
と
で
'
有
機
者
は
ど
れ
ぐ
ら
い
あ

っ
た
の
か
｡

l
例
と
し
て
北
京
薫
備
開
合
事
務
局
の
登
表
に
か
か
る
有
耀

(13
)

素
数
と
そ
の
人
口
比
と
を
見
て
み
よ
う
｡
た
と
え
ば
'
直
隷
は
六

一
九
寓
飴
人
'
雲
南
は
二
三
寓
飴
人
で
あ
る
｡
各
省
の
正
確
な
人
口
は
分
ら
な
い

の
で
､
選
畢
施
行
に
あ
た
り
議
員
定
数
割
鴬
の
た
め
の
基
礎
数
と
し
て
推
定
さ
れ
た
人
口
数
を
議
員
定
数
か
ら
逆
算
す
る
な
ら
'
直
隷
の
人
口
は
大

略
三
､
六

〇
〇
除
寓
人
'
雲
南
は

二
七

〇
〇
除
寓
人
と
な
る
｡
そ
こ
で
'
有
権
者
数
の
省
人
口
に
た
い
す
る
比
率
を
も
と
め
る
と
'
直
隷
が

一
六
･

八
パ
ー
セ
ン
ト
な
の
に
た
い
L
t
雲
南
は
わ
ず
か
に

一
･
四
パ
ー
セ
ソ
ー
に
し
か
な
ら
ず
､
そ
の
差
は
と
う
て
い
地
方
差
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
ま

た
注
13
に
示
し
た
よ
う
に
､
山
東
､
江
蘇
'
山
西
の
有
機
者
の
封
省
線
人
口
比
は
そ
れ
ぞ
れ
五

･
二
､
六

･
一
㌧

一
一
二
ハ
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
､

湖
北
'
贋
西
'
江
西
な
ど
は
直
隷
を
も
上
ま
わ

っ
て
い
る
｡
湖
北
は
さ
て
お
き
'
直
隷
､
鹿
西
'
江
西
の
示
す
比
率
は
日
本
最
初
の
男
子
普
選
の
さ

い
の
有
機
者
の
封
紙
人
口
比

1
九

･
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
｡
納
税
制
限
が
年
三
園
と

ほ
ぼ
中
国
と
同
額
に
な

っ
た
第

一
四
同
総
選
挙

(
一
九
二

〇
)
で
五

･
五
パ
ー
セ
ン
ト
だ

っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
'
お
そ
ら
-
山
東

･
江
蘇
あ
た
り
の
数
値
が
ま
だ
し
も
で
､
直
隷
､
雲
南
な
ど

は
極
端
に
す
ぎ
る
こ
と
が
分
ろ
う
が
'
い
ず
れ
に
せ
よ
'
有
機
老
名
簿
の
作
成
が
か
な
り
杜
撰
で
あ

っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
｡

(u
)

(15)

被
選
挙
樽
に
つ
い
て
は
省
略
L
t
選
畢
方
法
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
'
選
挙
は
'
前
逃
し
た
よ
う
に
'
覆
選
割
で
あ
る
｡
い
ま
へ
二
二
省
の
ば
あ
い

に
つ
い
て
要
約
的
に
い
え
ば
'
省
ご
と
に
い
-
つ
か
の
覆
選
挙
区
が
劃
足
さ
れ
､
覆
選
畢
直
は
願
を
単
位
と
す
る
数
個
の
初
選
挙
区
を
包
括
L
t

一

初
選
聾
匠
に
は
い
-
つ
か
の
投
票
区
が
設
け
ら
れ
る
｡
各
段
階
で
の
普
選
人
の
定
数
は
'
ま
ず
全
省
の
有
機
者
紙
数
を
該
省
の
議
員
定
数
で
険
し
'

そ
れ
を
基
礎
数
と
し
て
適
宜
に
割
勘
按
配
し
､
覆
選
畢
匡
ご
と
の
定
数
を
定
め
る
｡
つ
ぎ
に
そ
の
定
数
の
五

〇
倍
を
初
選
普
選
人
の
定
数
と
し
へ
お

な
じ
-
該
覆
選
挙
区
内
の
有
徳
者
紙
数
を
そ
の
数
で
険
し
'
そ
れ
を
基
礎
数
と
し
て
適
宜
に
掛
酌
按
配
L
t
初
選
挙
区

(煤
)
の
定
数
と
す
る
｡
初

選
普
選
人
と
な
る
た
め
に
は
該
匠
の
投
票
総
数
を
定
数
で
除
し
た
数
の
三
分
の

一
以
上
の
得
票
を
必
要
と
し
､
覆
選
の
普
選
人
は
同
棲
に
二
分
の

一



以
上
の
得
票
を
必
要
と
し
た
｡
こ
の
規
定
が
大
き
な
葉
に
有
利
に
働
-
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

最
後
に
選
撃
鮮
理
人
員
'
選
挙
監
督
等
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
｡
各
省
の
選
草
根
監
督
は
該
省
行
政
長
官
す
な
わ
ち
都
督
へ
初
選
匠
の
初
選
監

督
も
該
匠
の
行
政
長
官
す
な
わ
ち
麟
知
事
が
そ
の
任
に
常
り
､
覆
選
匠
の
覆
選
監
督
は
省
の
選
挙
総
監
督
が
委
任
す
る
｡
そ
し
て
投
票
管
理
員

･
監

察
員
へ
開
票
管
理
員

･
監
察
員
は
そ
れ
ぞ
れ
初
選
監
督
'
覆
選
監
督
が
委
任
す
る
｡
と
い
う
こ
と
は
'
該
省
の
都
督
'
願
知
事
を
掌
握
し
て
い
る
政

治
勢
力
が
選
挙
を
有
利
に
展
開
し
う
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
な
法
的
鮭
割
の
も
と
に
お
い
て
､
中
華
民
国
の
第

一
同
国
合
選
聾
と
し
て
'
地
方
に
よ
っ
て
か
な
り
前
後
し
な
が
ら
も
'
お
お
よ
そ

の
と
こ
ろ

一
九

二

一年

二

一月
に
初
選
挙
'
翌
年

l～

二
月
に
覆
選
挙
が
賓
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
園
舎
召
集
令
が
臨
時
約
法
の
規
定
の

最
後
の
日
に
あ
た
る

二
二
年

l
月

l
〇
日
に
襲
せ
ら
れ
､
四
月
八
日
に
い
よ
い
よ
第

l
園
合
の
開
幕
と
な
る
の
で
あ
る
｡

三

中
国
史
上
は
じ
め
て
の
団
禽
選
挙
に
臨
ん
だ
の
は
'
国
民
賞
､
共
和
薬
'
統

l
裳
､
民
主
裳
の
四
業
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
で
'
二
千
年
来
の
専
制

皇
帝
支
配
を
打
倒
し
た
辛
亥
革
命
が
墓
前
の
精
神
的
解
放
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
'
辛
亥
革
命
五
十
周
年
記
念
大
食
に
お
い
て
周
恩
来
が
指
摘
し
た

と
こ
ろ
だ
が
'
雨
後
の
笥
よ
ろ
し
き
政
巣
結
社
の
族
生
に
も
そ
の
政
治
的
証
合
的
情
況
の

一
端
が
反
映
さ
れ
て
い
た
｡
つ
ね
に
時
流
の
先
端
を
き
る

(16)

郡
市
上
海
で
は
'

一
九

二

一年
末
ご
ろ
に
は
､
無
慮
二
六
八
に
も
お
よ
ぶ
改
案
結
社
の
誕
生
を
み
た
と
も
い
わ
れ
る
｡
そ
の
多
-
は
共
和
立
憲
政
鰹

の
も
と
に
お
け
る
社
食
的
勢
力
の
確
立
襲
展
を
目
指
す
も
の
で
あ

っ
た
が
へ
な
か
に
は
鮭
禽
主
義
を
か
か
げ
る
中
国
社
合
葉
'
労
働
者
の
裳
を
名
の

る
中
華
民
国
工
業
と
い
っ
た
も
の
も
ふ
-
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
情
況
は
都
市
に
お
い
て
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
'
中
国
の
政
治
生
活
に
お
け
る
こ
の
時
の
昂
揚
は
'
辛
亥
革
命
が
全
国
的

に
人
民
大
衆
に
よ
っ
て
間
か
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
密
ら
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
常
時
の
か
れ
ら
の
意
識
水
準
か
ら
し
て
'

中
華
民
国
第

一
回
開
合
選
馨
に
お
け
る
国
民
賞
の
勝
利
に
つ
い
て
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蕃
鰻
割
の
打
倒
に
は
主
鰻
的
に
決
起
し
た
人
民
大
家
も
'
新
鮭
割
の
樹
立
に
さ
い
し
て
は
'
そ
こ
で
輿
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
将
来
の
幸
福
に
望
み
を

託
す
る
受
動
的
な
存
在
に
逆
も
ど
り
し
て
し
ま
っ
た
｡
そ
し
て
そ
れ
に
照
鷹
し
て
'
革
命
涯
の
指
導
者
た
ち
も
'
新
し
い
共
和
閲
を
自
分
た
ち
が
指

(打
)

導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
の
富
強
と
国
民
の
幸
福
を
寛
現
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
で
あ

っ
た
か
ら
､
主
構
在
民
を
宣
言
し

た
共
和
国
の
政
治
は

l
郡
の
政
治
家
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
-
'
さ
ら
に
園
健
の
最
高
機
関
の
掌
握
を
め
ぐ
る
政
治
闘
争
が
四
つ
の
政
薬
の
間
だ

(娼
)

け
で
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
｢
政
界
に
居
る
者
､
多
き
も
五
寓
人
を
過
ぎ
ず
｣
と
は
孫
文
の
常
時
に
お
け
る
推
計
で
あ
る
｡

(19
)

と
こ
ろ
で
'
四
窯
の
う
ち
共
和
寅
は
'
北
京
参
議
院
の
開
幕
直
後
'

一
九

二

一年
五
月
九
日
に
結
裳
さ
れ
た
｡
理
事
長
は
繁
元
浜
｡
理
事
'
幹
事

の
う
ち
で
は
張
誓
'
章
柄
麟
'
程
徳
全
､
熊
希
齢
'
花
源
凍
ら
が
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
｡
そ
れ
よ
り
さ
き
'
中
開
同
盟
禽
内
部
の
光
復
禽
系
の
首

領
葦
柄
鱗
は
孫
文
､
黄
興
に
反
射
す
る
立
場
か
ら
中
華
民
図
連
合
合
を
組
織
し
た
｡
そ
れ
が
江
断
地
方
の
立
憲
涯
と
合
同
し
て
統

一
案
を
名
乗

っ
て

い
た
の
が
､
湖
北
に
基
盤
を
も
つ
民
社
お
よ
び
民
国
公
舎
'
国
民
協
進
合
'
温
宗
東
等
の
国
民
裳
等
の
小
故
国
と
合
鮭
し
て
共
和
薫
と
な

っ
た
も
の

で
あ
る
｡
み
ら
れ
る
と
お
-
､
立
憲
涯
'
蕃
官
僚
'
同
盟
禽
内
の
反
孫
黄
涯
が
大
同
圃
結
し
た
も
の
で
'
み
ず
か
ら
を
〝

民
業
″

と
稀
す
る
同
盟
合
か

ら
つ
ね
に
〝

官
僚
蕉
″
と
護
ら
れ
る
よ
う
な
裳
な
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
案
は
'
蓑
世
凱
が
同
盟
合
に
対
抗
す
る
た
め
に
組
織
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
が
､
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
､
葦
柄
鱗
は
奮
官
僚
等
の
腐
敗
に
憤
お
り
､
す
ぐ
に
そ
こ
を
跳
び
だ
し
て
ふ
た
た
び
統

忘
黒
の
旗
を
か
か
げ
る
に
い
た
る
｡

民
主
糞
の
成
立
は
や
や
遅
れ
て

1
0
月
二
七
日
へ
共
和
促
進
脅
'
国
民
協
合
'
共
和
建
設
討
論
合
等
が
合
併
し
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､

(20
)

湯
化
龍
'
孫
洪
伊
等
の
蕃
立
憲
涯
と
奮
保
皇
涯
が
梁
啓
超
を
盟
主
に
お
し
た
て
て
組
織
し
た
も
の
で
'
も
と
も
と

｢
一
極
大
の
第
三

薬

｣

を
目
指
し

て
組
織
さ
れ
た
は
ず
の
も
の
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
'
民
主
裳
は
反
国
民
糞
を
主
た
る
目
標
に
し
て
い
た
た
め
､
や
が
て

一
九

一
三
年
二
月
二
四
日
に

は
梁
自
身
が
共
和
裳
に
入
賞
し
て
し
ま
っ
た
｡
そ
し
て
'
正
式
開
合
開
幕
後
の
四
月
二
四
日
に
は
共
和
薬
'
統

完
黙
と
民
主
薬
の
三
栄
は
大
同
圃
結

し
て
衰
世
凱
の
典
薬
の
進
歩
鴬
を
結
成
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
｡

l
方
､
国
民
鴬
は
い
う
ま
で
も
な
-
､
辛
亥
革
命
を
指
導
し
た
中
国
同
盟
合
の
後
身
で
あ
る
｡
同
盟
合
は
南
京
臨
時
政
府
成
立
後
の

1
九

l
二
年

三
月
三
日
の
大
合
で
組
織
を
公
然
化
し
'

｢
中
華
民
閥
を
聾
園
に
L
t
民
生
主
義
を
寒
行
す
る
｣
と
の
立
蔑
趣
旨
を
掲
げ
る
に
い
た
っ
た
｡
非
公
然



時
期
の
同
盟
合
の
三
大
主
義
の
う
ち
'
民
族
'
民
樺
の
二
主
義
は
民
国
創
立
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
'
今
後
は
民
生
主
義
の
賓
現
を
は
か
る
へ
と
考
え

た
わ
け
で
あ
る
｡

同
盟
合
は
南
京
参
議
院
時
期
に
は
'
臨
時
約
法
の
制
定
等
に
お
い
て
ほ
ぼ
み
ず
か
ら
の
主
張
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
'
北
京
参
議
院

の
時
期
に
な
る
と
､
反
同
盟
合
の
共
和
裳
が
優
勢
を
し
め
る
に
い
た
っ
た
｡
あ
る
資
料
に
よ
れ
ば
'
共
和
薬
四

一
議
席
'
同
盟
合
三

〇
議
席
'
統

一

(21)

共
和
糞

一
六
議
席
と
の
分
布
で
あ

っ
た
と
い
う
｡
統

一
共
和
鴬
は
谷
鍾
秀
へ
典
景
渡
等
北
方
の
立
憲
派
を
中
心
と
す
る
窯
で
あ
る
が
'
や
が
て
同
盟

合
と
合
併
し
て
国
民
薬
の
右
翼
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
｡
同
盟
会
が
劣
勢
で
あ
っ
た
結
果
と
し
て
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
'
ベ
ル
ギ
ー
借
款
問

題
を
口
火
と
し
て
親
同
盟
合
の
唐
紹
儀
内
閣
が
倒
さ
れ
､
蓑
世
凱
色
の
濃
厚
な
陸
徴
群
内
閣
の
登
場
を
見
た
｡
こ
の
事
態
に
た
い
L
t
他
裳
を
吸
収

合
併
す
る
こ
と
に
よ
り
寒
勢
を
損
大
し
て
数
的
劣
勢
を
も
り
か
え
す
た
め
に
探
ら
れ
た
の
が
'
図
民
業

へ
の
改
組
で
あ
っ
た
｡

一
九

二

一年
八
月
二
五
日
､
同
盟
合
は
統

一
共
和
案
お
よ
び
国
民
共
進
脅
'
国
民
公
華
'
共
和
賓
進
合
を
合
併
吸
収
し
て
国
民
葉
と
な
っ
た
｡
理

事
長
は
孫
文
｡
黄
興
'
宋
教
仁
､
典
景
涯
等
が
理
事
に
､
胡
漢
民
'
唐
紹
儀
､
謬
延
閏
､
張
椴
等
が
参
議
の
役
に
就
い
た
｡
孫
文
み
ず
か
ら
宋
教
仁

(22
)

を
理
事
長
代
理
に
選
び
'
蜜
際
の
運
営
は
宋
が
責
任
を
負
っ
た
と
い
う
｡
合
併
す
る
に
あ
た
-
'
統

一
共
和
某
の
側
が

｢旧
同
盟
合
の
名
議
を
襲
更

す
る
こ
と
､
廟
民
生
主
義
を
厳
去
す
る
こ
と
'
廟
内
部
組
織
を
改
良
す
る
こ
と
｣
と
の
三
保
件
を
提
起
し
た
の
に
た
い
し
､
交
渉
の
衝
に
常
っ
た
宋

教
仁
は
'
孫
文
､
黄
興
の
許
可
を
得
た
う
え
で

｢
共
和
を
翠
園
に
し
､
卒
民
政
策
を
賓
行
す
る
｣
と
の
立
裳
趣
旨
案
を
ま
と
め
あ
げ
た
｡
そ
れ
に
た

い
L
へ
同
盟
合
の
一
部
か
ら

｢
民
生
｣
の
二
字
を
据
棄
す
る
こ
と
に
強
い
反
射
が
お
こ
っ
た
た
め
､
妥
協
案
と
し
て
張
鰹
が
綱
領
の
一
項
目
に

｢
民

生
政
策
を
採
用
す
る
｣
と
書
き
こ
む
こ
と
に
よ
り

一
件
落
着
さ
せ
た
と
い
う
｡

こ
こ
で
閥
民
業
､
お
よ
び
蓑
世
凱
の
典
薬
で
あ
る
共
和
巽
の
綱
領
を
引
用
し
て
お
け
ば
'

圃
民
業
の
そ
れ
は
'

｢旧
政
治
統

1
を
保
持
す
る
'
佃

地
方
自
治
を
敬
展
さ
せ
る
､
廟
種
族
同
化
を
励
行
す
る
'
廟
民
生
政
策
を
採
用
す
る
'
㈲
国
際
平
和
を
維
持
す
る
｣
の
五
項
目
で
あ
る
｡
そ
れ
に
た

い
し
共
和
業
の
方
は

｢出
全
図
統

一
を
保
持
し
国
家
主
義
を
採
用
す
る
'
佃
国
家
権
力
を
以
て
国
民
の
進
歩
を
扶
持
す
る
'
廟
世
界
の
大
勢
に
鷹
じ
'

平
和
寛
刑
を
以
て
立
国
す
る
｣
の
三
項
目
で
あ
る
.
統

二

平
和
に
つ
い
て
は
両
案
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
L
へ
国
家
主
義
か
地
方

中
華
民
国
第

一
回
園
舎
選
撃
に
お
け
る
図
民
業
の
勝
利
に
つ
い
て

六
三
三



東

方

学

報

六
三
四

自
治
か
と
い
う
分
岐
も
'
か
つ
て
の
省
長
民
選
制
の
可
否
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
に
し
ろ
'
つ
ね
に
衝
突
の
種
に
な
る
わ
け
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
｡

(23
)

し
た
が

っ
て
問
題
は
､
民
生
政
策
な
い
し
卒
民
政
策
の
臭
腺
的
内
容
の
如

何

が

係
肇
の
焦
鮎
と
な
る
は
ず
に
も
見
え
た
の
だ
が
'
現
寛
の
政
治
過
程

の
展
開
は
ま
っ
た
-
別
の
方
向

へ
と
進
ん
で
い
-
こ
と
に
な
る
｡

(
24

)

国
民
鴬
は
'
お
そ
ら
-
宋
教
仁
等
改
組
派
の
ね
ら
い
ど
お
-
'
参
議
院
の
多
数
業
と
な

っ

た

｡

こ
の
時
す
で
に
陸
徴
群
は
離
職
を
願
い
で
て
い
た

が
'
国
民
寅
は
責
任
内
閣
の
寅
現
を
か
か
げ
て
自
業
に
よ
る
組
閣
を
夢
見
た
の
に
た
い
し
､
衰
世
凱
の
側
も
や
は
り
内
閣
を
日
渡
の
手
に
握
ろ
う
と

し
て
第
三
期
内
閣
の
首
班
に
趨
乗
釣
を
推
し
た
｡
こ
の
封
立
を
調
整
す
る
も
の
と
し
て
出
さ
れ
た
の
が
'
蓑
世
凱
の
人
選
を
承
認
す
る
か
わ
り
に
'

総
理
な
ら
び
に
閣
員
は
み
な
国
民
楽
に
入
寮
す
る
､
と
の
妥
協
案
で
あ

っ
た
｡
有
名
な
黄
興
の
〝

内
閣
政
裳
″

の
提
案
で
あ
る
｡
こ
の
政
糞
内
閣
の

か
い
い
こ
そ
本
末
輯
例
の
絶
品
と
い
っ
て
よ
い
が
､
黄
興
や
宋
教
仁
が
大
鼠
面
目
で
あ

っ
た
の
に
た
い
し
､
趨
乗
釣
の
よ
う
な
三
百
代
言
に
し
て
み

れ
ば
閥
民
裳

へ
の
人
糞
な
ど
は
服
を
着
か
え
る
程
度
の
こ
と
だ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
妥
協
は
成
立
し
て
九
月
二
五
日
に
題
内
閣
が
誕
生
L
へ
経
理

以
下
閣
員
全
員
が
閥
民
業
に
入
焦
し
た
｡
内
閣
改
案
と
し
て
の
園
民
業
の
誕
生
で
あ
り
､
図
民
糞
は
立
法
府
の
み
な
ら
ず
行
政
府
を
も
割
歴
す
る
こ

と
に
〝

成
功
″

し
た
わ
け
で
あ
る
｡

国
民
鴬
改
組
か
ら
内
閣
政
裳

へ
の
こ
の
展
開
は
'
よ
-
宋
教
仁
､
黄
興
の
右
涯
的
賓
践
の
例
語
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
'
孫
文
と
て
こ
の
昔
時

に
あ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
考
え
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
孫
文
は
今
の
政
界
は
み
な

｢
極
め
て
本
領
有
る
の
人
｣
が
そ
の
任
に
普

っ
て
い

(25
)

る

と

し
て
､
み
ず
か
ら
は
そ
の

〝
大
才
″

を
鉄
道
建
設
を
主
と
す
る
社
食
事
業
に
慣
注
し
ょ
う
と
考
え
て
い
た
｡
そ
の
政
見
の
公
的
に
宣
布
さ
れ
た

(26
)

も
の
が
九
月
二
五
日
に
衰
世
凱
に
よ
っ
て
襲
表
さ
れ
た
蓑
と
孫
文
'
黄
興
お
よ
び
費
元
浜
の
合
意
に
も
と
づ
-
内
政
大

綱

で
あ
る
｡
大
綱
は

｢出
立

図
に
は
統

1
制
度
を
取
る
｣
に
始
ま
-
'

｢潮
力
を
鴇
し
て
裳
兄
を
調
和
し
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
を
承
認
の
根
本
と
す
る
｣
に
終
る
八
力
候
を
含

む
｡
蓑
世
凱
と
の
協
調
'
そ
の
も
と
で
の
民
国
の
婆
展
と
い
-
構
圏
の
も
と
に
政
治
活
動
が
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
'
し
た
が
っ
て
'

十
月
六
日
の
上
海
国
民
薬
の
歎
迎
合
に
臨
ん
だ
孫
文
は
'
国
務
員
が
国
民
案
に
加
入
し
て
閥
民
薬
内
閣
が
出
来
た
の
だ
か
ら
国
民
薬
は
全
力
で
も

っ

て
内
閣
を
賛
助
せ
よ
'
衰
世
凱
が
閥
民
業
の
薬
綱
に
質
成
し
た
の
だ
か
ら
'
閥
民
薬
員
は
全
力
を
あ
げ
て
大
紋
統
を
賛
助
せ
よ
へ
と
き
わ
め
て
卒
直



(
27
)

に
訴
え
て
い
た
の
で
あ
っ

た

｡

こ
れ
は
へ
約
法
で
も
っ
て
衷
世
凱
を
縛
ろ
う
と
考
え
て
い
た
孫
文
等
革
命
涯
に
と
っ
て
'
あ
ま
り
に
も
普
然
の
締
結
で
あ
っ
た
｡
常
時
の
国
民
寅

の
指
導
者
は
'
孫
文
も
黄
興
も
宋
教
仁
も
'
み
な
国
民
裳
の
菓
綱
に

〝賛
成
″
す
る
蓑
世
凱
を
支
持
し
､
そ
の
も
と
で
秩
序
あ
る
額
展
を
賓
現
す
る

と
の
観
鮎
に
立
っ
て
い
た
｡
そ
れ
に
た
い
し
､
蓑
世
凱
に
す
れ
ば
国
民
葉
の
抽
象
的
な
菓
綱
に
賛
成
し
て
'
国
民
薬
を
自
分
の
〝

支
持
者
″

に
仕
立

て
あ
げ
'
そ
の
鮭
制
の
も
と
で
自
己
の
支
配
を
確
立
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
要
す
る
に
'
こ
の
時
へ
圃
民
業
と
衰
世
軌
と
は
表
面
的
に
は

蜜
月
時
期
に
入
っ
た
の
で
あ
っ
て
'
園
民
業
は
す
-
な
-
と
も
参
議
院
に
お
い
て
は
､
蓑
世
軌
の
典
薬
と
な
っ
た
の
で
あ

っ
た
.

四

内
閣
政
鴬
を
寛
現
し
た
圃
民
業
は
'
蓑
世
凱
大
総
統
と
遇
乗
釣
内
閣
を
擁
護
し
っ
つ
'
第

一
同
園
魯
選
撃
に
臨
む
こ
と
に
な
っ
た
｡
閲
民
裳
に
し

て
み
れ
ば
'
新
し
い
共
和
国
を
み
ず
か
ら
の
構
想
に
し
た
が
っ
て
考
展
さ
せ
て
い
-
政
治
的
基
礎
が
出
来
あ
が
っ
た
と
考
え
た
に
ち
が
い
な
い
｡
そ

れ
か
あ
ら
ぬ
か
'
園
民
業
の
税
関
紙

『民
立
報
』
は
'
選
挙
を
ま
え
に
し
て
'
帝
割

ロ
シ
ア
の
外
蒙
古

へ
の
侵
略
へ
イ
ギ
-
ス
の
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
侵

略
を
も

っ
と
も
重
要
な
問
題
と
み
て
､
連
日
の
よ
う
に
､
｢蒙
古
風
雲
銀
｣
｢
西
蔵
風
雲
録
｣
を
書
き
た
て
た
ば
か
り
で
な
-
､
つ
い
に
は

｢蒙
警
嚢

報
｣
欄
を
大
々
的
に
設
け
て
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
と
り
-
ん
だ
｡
論
説
で
と
り
あ
げ
た
の
は
勿
論
で
あ
っ
て
'
武
力
対
決
を
も
主
張
し
て
い
る
ほ
ど
で

あ
る
｡
衰
世
軌
が
い
か
に
国
民
薬
の
綱
領
に
賛
成
し
た
と
は
い
う
も
の
の
､
か
れ
と
.の
協
調
鮭
制
の
も
と
で
の
対
外

l
敦
へ
愛
国
闘
争
の
提
起
ほ
ど
'

(28
)

投
階
級
的
観
鮎
に
立
つ
ブ
ル
ジ

ョ
ア
革
命
涯
と
し
て
の
国
民
薬
に
ふ
さ
わ
し
い
政
策
は
お
そ
ら
-
他
に
な
か
っ
た
､
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

う

｡

図
民

業
は
列
強
の
侵
略
に
反
対
す
る
民
族
主
義
の
旗
を
ふ
り
か
ざ
し
て
'
民
族
の
代
表
で
あ
る
か
の
ご
と
-
に
振
舞

っ
た
の
で
あ
る
｡

と
は
い
え
'
国
民
薬
が

｢
共
和
を
聾
国
に
し
､
平
民
政
策
を
棄
行
す
る
｣
と
の
立
菓
趣
旨
を
賓
現
す
る
た
め
に
は
､
選
撃
に
お
け
る
自
業
の
勝
利

を
も
追
求
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
賓
際
に
､
国
民
薬
は
そ
の
た
め
の
政
鴬
と
し
て
の
猫
白
活
動
を
強
力
に
展
開
し
た
｡

中
華
民
国
第

1
回
国
昏
選
馨
に
お
け
る
国
民
薫
の
勝
利
に
つ
い
て



東

方

軍

報

の
ち
に
民
主
裳
を
名
乗
る
保
皇
涯
も
'
つ
と
に
園
禽
組
織
法
公
布
以
前
の
七
月
初
に
'
選
撃
に
む
け
て

｢
正
壇
演
説
資
料
｣
や
運
動
の
手
引
の
作

成
に
着
手
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
'
史
上
最
初
の
開
合
選
撃
に
あ
た
っ
て
'
な
に
よ
り
も
ま
ず
選
挙
の
意
義
の
啓
蒙
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら

な
い
､
と
い
う
の
が
現
賓
だ

っ
た
｡
選
撃
に
つ
い
て
の
啓
蒙
的
文
章
は
常
時
の
新
聞
に
満
載
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
が
､
も
と
も
と

(29
)

初
選
撃
が
賓
施
さ
れ
る
は
ず
で
あ

っ
た

1
1
月
に
な

っ
て
も
ま
だ

『民
立
報
』
の
論

説

は
'
共
和
図
鰹
と
な
っ
た
か
ら
に
は
､
国
民
は
政
治
に
参
興

す
る
権
利
と
政
治
を
据
任
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
識
せ
よ
と
述
べ
て
'
｢
此
の
画
聖
荘
厳
の
選
挙
棟
｣
を
賓
物
の
よ
う
に
大
事
に
し
､
｢
代
議
士
｣

を
選
び
改
案
を
動
か
し
て
政
治
参
輿
の
目
的
を
達
せ
よ
と
力
説
し
て
い
る
へ
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
な
の
で
あ
る
｡

(30
)

閥
民
業
の
選
撃
運
動
も
'
た
と
え
ば
孫
文
が
九
月
二
十
日
に
大
原

へ
と
赴
い
た
さ
い
に
山
西
支
部
に

｢
開
合
選
撃
事
宜
｣
を
指
示
し
て
い

る

こ

と

か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
'
か
な
り
早
-
か
ら
着
手
さ
れ
て
い
た
よ
-
で
あ
る
｡
主
要
な
運
動
方
法
は
'
預
想
さ
れ
る
と
お
り
演
説
に
よ
る
訴
え
か
け

(31)

で
あ
っ
た
｡
た
と
え
ば

一
〇
月
末
､
湖
南
長
抄
に
掃

っ
た
黄
興
の
-
ご

き

を

み
て
み
よ
う
｡
同
盟
合
の
勇
将
と
し
て
盛
名
を
馳
せ
た
黄
興
が
故
郷
に

錐
を
飾

っ
た
わ
け
だ
か
ら
'
匪
倒
的
な
歓
迎
を
受
け
た
の
は
異
と
す
る
に
た
-
な
い
と
し
て
も
'
そ
れ
に
し
て
も
出
迎
え
る
老

｢
七
'
八
寓
人
を
下

ら
ず
｣
と
い
う
の
だ
か
ら
'
新
聞

l
流
の
誇
張
を
割
引
い
た
に
し
ろ
'
そ
の
人
気
は
大
轡
な
も
の
だ
っ
た
｡
長
抄
の
各
界
は
閥
民
薬
を
は
じ
め
'
共

I/ヤ
ー
ナリズ
ム

和
黙
､
証
合
養
'
農
工
商
界
'
女
界
'

報

界

等
々
'
す
べ
て
を
あ
げ
て
大
歓
迎
陣
を
し
い
た
｡
長
沙
滞
在
中
､
集
合
､
宴
合
に
お
い
ま
-
ら
れ
'

寸
暇
も
な
い
ほ
ど
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
な
の
だ
が
'
そ
の
う
ち
の

二

一に
つ
い
て
の
み
紹
介
し
'
運
動
の

一
端
を
垣
間
見
て
お
こ
う
｡

二

月
三
日
'
国
民
薬
湖
南
支
部
の
欺
迎
合
に
臨
ん
だ
黄
興
は
'
二
千
人
の
聴
衆
を
ま
え
に
し
て
､
園
民
業
の
綱
領
を
説
明
し
'
あ
わ
せ
て
選
挙

準
備
に
力
を
注
ぐ
よ
う
訴
え
て
い
る
｡
か
れ
に
よ
れ
ば
'
国
民
裳
の
綱
領
の
特
別
な
と
こ
ろ
は

｢
民
生
主
義
｣
す
な
わ
ち

｢
国
家
証
合
主
義
｣
に
あ

る
｡
そ
れ
は
'
ア

メ
-

カ
'

フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
政
治
革
命
を
経
た
共
和
国
が
い
ま
直
面
し
て
い
る
杜
合
革
命
を
回
避
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
て
'

欧
米
同
様
に
上
海
'
港
口
な
ど
に
み
ら
れ
る
土
地
慣
格
の
上
昇
分
を
少
数
の
富
豪
に
掃
占
さ
せ
ず
'

｢
1
種
の
抵
償
税
｣
に
よ
っ
て
そ
れ
を
虻
禽
全

酷
が
平
等
に
用
い
よ
う
と
い
う
主
義
で
あ
る
｡
抵
償
税
に
は

｢
土
地
の
大
小
を
諭
ぜ
ず
'
但
だ
そ
の
産
の
竪
暁
に
観
て
以
て
税
額
を
定
む
｣
と
の
説

明
が
付
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
の
土
地
生
産
性
に
還
元
し
た
あ
い
ま
い
な
注
樺
は
'
お
そ
ら
-
黄
興
の
責
任
で
は
な
-
､
通
信
員
の
理
解
力
に
よ
る
も



の
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
､
国
民
某
の
合
だ
か
ら
述
べ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
-
'
五
日
の
政
界
全
鰻
の
歓
迎
合
で
も
千
飴
人
を
ま
え
に
し
て
'
ア
メ

-
カ
流
の
-
ラ
ス
-
に
反
射
し
て
ド
イ
ツ
の
国
家
融
合
主
義
に
範
を
と
り
､

｢
国
家
百
年
の
長
計
｣
と
し
て

｢
地
慣
樽
差
税
｣
を
採
用
せ
よ
t
と

い

っ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
地
慣
樽
差
税
を
採
用
し
さ
え
す
れ
ば

｢富
強
は
お
の
ず
と
立
ち
ど
こ
ろ
に
至
る
べ
し
｣
と
も
い
う
｡
ま
た
賓
業
振
興
を
と
な

し
ほ
ん

え
'
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
人
に
塾
断
さ
れ
て
い
る
湖
南
の
ア
ン
チ
モ
ニ
ー
森
山
な
ど
も
｢
南

本

｣

を
集
め
て
中
国
人
の
手
で
経
営
す
る
こ
と
ま
で
提
起

し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
民
生
主
義
'
国
家
証
合
主
義
と
は
'
い
う
ま
で
も
な
-
'
同
盟
合
綱
領
の
平
均
地
樺
で
あ
り
'
圃
民
業
結
成
に
あ
た
り
､
統

一
共
和
裳
な
ど

が
刷
除
を
要
求
し
た
'
あ
の
民
生
主
義
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
立
巽
趣
旨
に
は
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
に
し
ろ
'
綱
領
の

1
項
に
は
加
え
て
あ
る
の
だ
か

ら
'
そ
れ
を
擁
護
す
る
者
が
強
調
し
た
と
し
て
も
'
な
ん
の
妨
げ
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'

〝
行
動
家
″

黄
興
が
〝

理
想
家
″

孫
文
と

同
等
の
認
識
を
持

っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
'
こ
の
演
説
か
ら
み
て
基
本
的
な
と
こ
ろ
は
黄
興
も
つ
か
ん
で
い
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
要
す

る
に
黄
興
が
頁
り
こ
ん
だ
の
は
､
共
和
国
の
費
展
､
窯
業
の
振
興
を
う
ち
だ
し
な
が
ら
､
そ
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
回
避
す
る
唯

l
の
策
と
し
て
の
民
生

主
義
を
綱
領
と
し
て
持
つ
裳
へ
そ
の
よ
う
な
薬
と
し
て
の
国
民
裳
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
｡
欧
米
の
跡
を
追

っ
て
窯
業
は
幸
辰
さ
せ
る
が
貧
富
懸
隔
の

叢
生
を
漁
防
L
t
政
令
革
命
の
厄
運
を
免
れ
る
た
め
の
民
生
主
義
'
そ
の
よ
う
な
民
生
主
義
を
地
主
を
も
ふ
-
む
聴
衆
の
多
-
が
恐
れ
な
か
っ
た
と

し
て
も
､
け
っ
し
て
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
｡
こ
と
が
ら
の
本
質
は
ほ
と
ん
ど
だ
れ
に
も
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
､
矛
盾
な
く
調
和
の
と
れ
た
将
来
の

軍
展
が
約
束
さ
れ
る
｡
し
か
も
そ
れ
を
約
束
す
る
の
が
盛
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
黄
興
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
革
命
に
よ
っ
て
か
き
た
て
ら
れ
た
新

興
の
気
運
が
そ
れ
に
結
び
つ
-
こ
と
は
き
わ
め
て
容
易
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
-
わ
え
て
へ
そ
の
闘
民
業
は
蓑
世
凱
と
協
調
し
て
い
る
の
だ
か
ら
､

秩
序
を
乱
す
こ
と
な
き
尊
展
が
保
護
さ
れ
な
い
は
ず
が
あ
る
だ
ろ
-
か
｡
と
す
れ
ば
'
国
民
糞
の
選
撃
に
お
け
る
優
勢
は
ほ
と
ん
ど
は
じ
め
か
ら
約

束
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
｡

選
畢
運
動
に
は
各
鴬
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
力
を
入
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
黄
興
の
地
元
で
あ
る
湖
南
'
同
盟
合
い
ら
い
の
地
盤
で
あ
る
贋
東
等
に
お
い

(32
)

て
は
閣
民
業
が
優
勢
で
あ
-
'
直
隷
､
山
東
'
断
江
､
江
蘇
'
安
徽
等
で
は
二
大
薬
で
あ
る
国
民
賞
と
共
和
薬
と
が
競
り
あ

っ
た
｡

『秘
密
談
話
』

中
華
民
国
第

l
回
国
愈
選
挙
に
お
け
る
園
民
寅
の
勝
利
に
つ
い
て



東

方

撃

韓

(
33
)

な
る
選
挙
運
動
虎
の
巻
の
摘
登
問

題

か

ら
も
運
動
の
は
げ
し
さ
の

1
端
が
窺
え
る
の
だ
が
､
国
民
案
の
河
南
支
部
が
摘
草
し
た
そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

は
表
紙
中
央
に

｢
秘
密
談
話

(開
畢
探
蔵
)｣
と
あ
り
'
そ
の
右
側
に

｢
中
華
元
年
十

一
月
｣
'
左
側
に

｢
共
和
薬
餌
行
｣
と
記
す
鰹
裁
の
も
の
で
､

一
問

l
答
式
に
選
挙
の
手
管
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
.
そ
れ
は
｢開
畢
深
蔵
｣
と
特
筆
す
る
だ
け
あ

っ
て
'
｢
暗
箭
｣
す
な
わ
ち

ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
暴

露
に
よ
る
敵
候
補
の
蹴
落
と
し
-
ら
い
は
序
の
口
で
'
偽
造
投
票
用
紙
の
使
用
､
開
票
時
の
票
の
す
-
か
え
'
替
え
玉
投
票
等
々
の
や
り
口
ま
で
解

読
す
る
と
い
っ
た
入
念
さ
で
あ
る
｡

こ
の
小
冊
子
を
手
に
い
れ
た
閥
民
業
は

｢
擾
乱
民
国
之
悪
魔
｣

｢
可
驚
可
駁
之
印
刷
品
｣
と
の
副
見
出
し
を
つ
け
て
攻
撃
に
か
か

っ
た
が
'
共
和

(34
)

革
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
目
薬
登
行
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
｡
そ
の
パ
ン
フ
を
何
案
が
婆
行
し
た
の
か
は
と
も
か
-
と
し
て

も

､

投
票
日
鰹

を
無
意
味
に
す
る
よ
う
な
こ
と
は
か
な
-
起

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
蘇
州
で
は

一
人
で
十
教
同
も
投
票
し
た
も
の
が
あ

っ
た
と
い
う
L
t
福

(35
)

建
の
あ
る
選
畢
匠
で
は
投
票
数
が
有
横
着
の
倍
に
も
の
ぼ
る
と
い
う
よ
う
な
奇
怪
事
が
起

っ
た
り
も
し

た

｡

そ
の
行
き
つ
-
さ
き
は

｢
政
見
運
動
'

演
説
運
動
よ
-
変
じ
て
金
銭
運
動
と
為
る
｣
ほ
か
は
な
-
'
競
肇
の
激
し
い
地
方
で
は
､
初
選
挙

の
票

一
票
が

二

二
元
な
い
し
四
へ
五
元
'
高
い

の
は
二
'
三

〇
元
に
も
の
ぼ
-
'
候
補
者
は
､
ひ
ど
い
ば
あ

い
は
四
､
五
寓
元
も
使

い
､
運
動
が
比
較
的
激
し
-
な
か

っ
た
上
海
で
も
'
四
､
五
千

(36
)

元
の
費
用
を
必
要
と
し
た
､
と
も

い
わ
れ
て

い
る
｡

そ
れ
は
と
も
か
く

選
挙
は
図
民
裳
に
有
利
に
進
ん
だ
｡
謝
彬
の

『民
国
政
薬
史
』
に
載
せ
る
各
省
ご
と
の
四
賞
の
案
勢
比
較
表
は
お
そ
ら
-
初

(L･,)

選
挙
の
結
果
を
ふ
ま
え
て
の
分
析
で
あ
る
と
推
定
し
て
よ
い
と
思
う

が

､

そ
の
段
階
で
も
す
で
に
民
主
､
統

一
両
賞
に
大
き
-
差
を
つ
け
る
と
同
時

に
､
共
和
糞
に
た
い
し
て
も
優
位
を
占
め
て
い
た
｡
そ
し
て
覆
選
挙
で
は
さ
ら
に
差
を
あ
げ
て
､
贋
東
で
は
な
ん
と
定
員
三

〇
名
全
員
を
猫
占
し
て

し
ま
っ
た
｡
そ
の
勝
利
の
原
因
を
ひ
と
え
に
'
贋
東
省
都
督
が
即
国
民
案
支
部
長
で
あ
-
､
隊
長
が
薫
分
合
長
を
兼
ね
る
と
い
う
国
民
薫
の
組
織
づ

(38
)

く
り
の
し
か
た
に
も
と
め
'
そ
れ
に
非
難
が
む
け
ら
れ
る
､
と
い
っ
た
こ
と
も
す
で
に
初
選
撃

の
段
階
で
起
-
は
し
た
｡
そ
れ
は
お
そ
ら
-
非
難
者

の
い
う
と
お
-
で
あ

っ
た
ろ
う
｡
し
か
し
都
督
胡
漢
民
は
'
自
分
が
任
命
権
を
も
つ
覆
選
監
督
七
名
の
う
ち
'
国
民
糞
員
は
た
だ

一
人
し
か
任
命
し

(39
)

て
い
な

い

.

飴
裕
が
あ

っ
た
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
'
某
省
に
は
某
裳
の
都
督
も
牒
長
も
い
た
わ
け
だ
か
ら
､
や
は
り
'
省
へ
解
の
各

レ
ベ
ル
に



お
け
る
国
民
菓
員
の
活
動
的
分
子
の
廉
範
な
存
在
を
ぬ
き
に
し
て
は
国
民
裳
の
勝
利
は
語
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

l
方
'
閥
民
業
の
劣
勢
が
濠
想
さ
れ
た
奉
天
に
お
い
て
も
､
参
議
院
議
長
典
景
嫌
の
活
躍
と

｢都
督
張
錫
壁
等
カ
国
民
業

二
反
射
セ
サ
ル
ヲ
利
用

(胡)

シ
テ
'
本
糞
力
全
力
ヲ
轟
シ
テ
運
動
シ
タ
ル
結
果
｣
､

定
員

l
六
名
の
七
割
を
国
民
薬
が
占
め
た
｡

張
錫
塗
は
蓑
世
凱
直
系
で
共
和
薬
寄
り
と
み
ら

れ
て
い
た
の
だ
か
ら
､
蓑
と
国
民
薬
と
の

｢表
面
的
妥
協
｣
の
教
晃
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
現
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡
そ
の
他
の
省
で
も
図
民
業
の
普
選

マ
マ

薯
は
濠
憩
を
こ
え
て
多
-
'
有
書
明
上
海
線
飯
事
の
報
告
で
は
､
衆
議
院
議
席
紙
数
五
九
七
名
の
う
ち
'
国
民
覚
は
約
三

〇
〇
名
'
共
和
鴬
的

l
九

(41
)

〇
名
'
統

l
薬
約
五
〇
名
'
民
主
寅
約
三

〇
名
'
無
所
属
約
二
〇
名
t
と
い
う
結
果
に
終

っ
た
｡

敗
れ
た
側
､
た
と
え
ば
民
主
賞
の
領
袖
梁
啓
超
は

｢
我
菓
敗
れ
た
り
臭
｣
と
敗
北
を
確
認
し
な
が
ら
'
そ
の
敗
因
を

｢
散
人
の
暴
力
と
金
銭
｣
に

(42)

の
み
も
と
め
た
｡
外
在
的
な
原
因
に
よ
っ
て
敗
れ
た
と
し
か
考
え
な
い
と
し
た
ら
'
梁
が
反
閥
民
業
の
立
場
を
共
和
菓
人
糞
で
貫
こ
う
と
し
､
さ
ら

に
共
和
､
統

二

民
主
三
賞
合
併
し
て
の
進
歩
薬
結
成

へ
と
進
ん
だ
と
し
て
も
'
そ
の
韓
身
を
あ
な
が
ち
無
原
則
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か

し
'
か
れ
の
綬
括
は
淋彫
憤
ば
ら
し
に
こ
そ
な
れ
'
勝
利
し
た
圃
民
業
に
は
な
ん
の
痛
棒
も
感
じ
さ
せ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
孫
文
は
'
劣
勢
を

濠
想
さ
れ
な
が
ら
勝
利
し
た
の
は
'
金
銭
運
動
を
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
庚
言
し
て
い
る
し
､
非
難
が
集
中
し
た
庶
東
の
代
表
な
ど
も

｢
平
日
よ
り

(43)

一
言

一
動
み
な
謹
慎
し
､
す
こ
し
も
放
韓
に
な
が
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た

｣

と
鷹
酬
し
て
動
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

五

勝
利
し
た
図
民
案
は
'
こ
ん
ど
は
〝

内
閣
政
菓
″

で
は
な
-
改
案
内
閣
'
第

一
糞
に
よ
る
責
任
内
閣
の
樹
立
を
か
か
げ
る
に
い
た
る
｡
こ
こ
に
衷

世
凱
と
国
民
糞
と
の
表
面
的
な
蜜
月
は
破
れ
t
か
の
閥
民
裳
に
入
寮
し
た
遭
乗
釣
､
国
民
裳
の
政
策
に
賛
成
し
た
蓑
世
軌
の
手
に
よ
る
宋
教
仁
暗
殺

事
件
が
惹
き
お
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
ま
た
別
の
新
し
い
課
題
で
あ
る
｡

国
民
葉
の
勝
利
の
原
因
は
'
ま
ず
第

一
に
､
列
強
の
侵
略
に
反
射
す
る
民
族
主
義
の
旗
を
か
か
げ
た
こ
と
､
第
二
に
､
そ
の
旗
と
あ
わ
せ
て
拳
固

中
華
民
国
第

一
回
国
脅
選
撃
に
お
け
る
国
民
寅
の
勝
利
に
つ
い
て

六
三
九



東

方

畢

報

六
四

〇

一
致
の
秩
序
あ
る
ブ

ル
ジ

ョ
ア
的
畿
展
を
保
障
す
る
と
桐
す
る
民
生
主
義
の
旗
を
か
か
げ
た
こ
と
'
第
三
に
衷
世
凱
と
の
表
面
的
妥
協
の
も
と
で
か

な
-
十
分
に
運
動
を
す
す
め
え
た
こ
と
'
に
も
と
め
ら
れ
よ
う
｡
第

一
と
第
二
の
旗
は
'
中
開
の
置
か
れ
た
世
界
史
的
位
置
か
ら
し
て
､
つ
ね
に
国

民
裳
な
い
し
ブ

ル
ジ

ョ
ア
革
命
涯
に
活
力
を
興
え
る
源
泉
で
あ

っ
た
｡
第
三
は
'
こ
の
第

一
革
命
の
直
後
に
だ
け
出
現
し
た
特
殊
な
傑
件
で
あ
り
'

以
後
ふ
た
た
び
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が
'
こ
の
三
傑
件
が
辛
亥
革
命
の
〝

成
功
″
と
い
う
政
治
情
況
を
基
盤
と
し
て
む
す
び

つ
い
た

の
が
こ
の
第

一
同
園
禽
選
撃
で
あ

っ
た
｡
た
と
え
制
限
選
挙
だ
と
し
て
も
'
半
植
民
地
中
国
に
お
い
て
は
'
い
-
ら
か
大
衆
的
な
基
盤
を
も
つ
運
動

で
勝
利
を
獲
得
し
よ
う
と
す
れ
ば
'
つ
ね
に
反
帝
反
封
建
の
旗
を
か
か
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
t
と
い
う
こ
と
を
こ
の
選
挙
は
初
歩
的
に
示
し
た
の
で
あ
る
｡

1
万
'
蓑
世
凱
を
筆
頭
と
す
る
買
鮮
北
洋
軍
閥
は
'

つ
ね
に
首
都
を
支
配
す
る
軍
事
力
は
持
ち
'
し
た
が

っ
て
開
合
を
武
力
で
制
歴
凌
辱
す
る
こ

と
は
で
き
た
に
せ
よ
'
開
合
が
選
撃
に
よ

っ
て
附
興
さ
れ
た
中
華
民
国
の

〝
民
意
″

の
代
表
と
し
て
の
地
位
を
み
ず
か
ら
の
手
に
収
め
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
｡
ゆ
え
に
､
蓑
世
凱
は
参
政
院
で
お
茶
を
に
ご
そ
う
と
し
て
失
敗
し
'

段
棋
瑞
は
安
宿
園
舎
な
る
翼
賛
譲
合
を
デ

ッ
チ
あ
げ
な
が
ら
も
､

む
し
ろ
い
っ
そ
う
孤
立
し
て
政
権
を
手
放
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
ま
さ
に
､
復
蹄
論
者
の
宗
方
小
太
郎
が
罵
言
確
言
を
あ
び
せ
て
い
る

3矧
凸

よ
う
に
､
敵
手
か
ら
み
れ
ば

｢
園
舎
な
る
者
は
､
擾
乱
の
機
関
に
し
て
統

一
上
の
阻
力
｣
い
が
い
の
な
に
も
の
で
も
な
い
存
在
で
あ
り
つ
づ
け
た
｡

換
言
す
れ
ば
､
園
舎
と
北
洋
軍
閥
と
が
究
極
の
と
こ
ろ
で
は
相
容
れ
ぬ
関
係
を
た
も
ち
な
が
ら
'
民
国
初
期
の
政
治
史
は
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て
へ
こ
の
〝

民
意
″

を
鰻
現
し
て
誕
生
し
た
は
ず
の
園
合
は
'
成
立
後
に
は

〝
民
意
″

に
そ
む
い
て
自
ら
の
力
の
源
泉
を
失
い
､
そ
れ

と
と
も
に
民
意
を
髄
現
す
る
新
し
い
運
動
'
組
織
が
も
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
､
五
四
運
動

へ
の
胎
動
が
'
囲
合
と
は
か
け
は
な
れ
た
と
こ
ろ
で

起

っ
て
-
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

読(1
)

最
近
公
刊
さ
れ
た
李
守
孔
編

『民
初
之
園
舎
』

(
1
九
七
七
年

正
中
書
局
)

な
る
史
料
選
韓
は
'
拙
論
と
探
-
か
か
わ
る
か
の
ご
と
-
で
あ
る
が
'
こ
こ
で

と
り
あ
げ
る
開
合
選
馨
に
関
す
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど
収
め
て
い
な
い
｡

(2
)

臨
時
約
法
に
つ
い
て
は
､
谷
鐘
秀

『中
華
民
国
開
国
史
』

(
l
九

i
四
年

泰

東
園
書
局
)
八
四

～
九
二
頁
に
よ
る
O

(3
)

臨
時
参
議
院
の
議

院
定
数
は
､
臨
時
約
法
第

一
八
候
に
規
定
さ
れ
て
い
る
｡

一

二

名
と
い
う
数
値
は
劉
寿
林
編

『辛
亥
以
後
十
七
年
職
官
年
表
』

(
一
九
大

六
年
'
中
華
書
局
)
四
九
〇
-

一
五
に
よ
る
｡

(4
)

開
合
組
織
法
は

『政
府
公

報
』
(合
訂
本
)
中
華
民
国
元
年
八
月
分

｢
法
律
｣



所
収
に
よ
る
｡

(

5
)

家
議
院
に
つ
い
て
は
後
逸
す
る
が
'
九
月
四
日
に
公
布
さ
れ
た
省
議
禽
議
員
選

拳
法

(政
府
公
報
)
に
よ
れ
ば
'
基
本
的
に
同
じ
資
格
制
限
を
も
つ
有
椎
者
が
'

家
議
員
の
四
倍
の
比
例
で
省
議
員
を
選
ん
で
い
-
の
で
あ
る
｡

(6
)

衆
議
院
議
員
選
拳
法
は
注
(4
)
に
同
じ
｡
ち
な
み
に
選
撃
樽
を
持
て
ぬ
者
は
'

(1
)
公
権
敏
速
奪
老
'
(2
)
被
破
産
宣
告
者
'
(3
)
精
細
病
者
'
(4
)
鴫
片
吸

引
者
､
(5
)
文
革

で
あ
る
｡
ま
た
選
挙
樺
を
停
止
さ
れ
る
者
は
､
(1
)現
役

陸
海
軍
人
お
よ
び
徴
調
期
間
中
の
後
備
役
､
(2
)
現
任
の
行
政
司
法
官
お
よ
び

巡
誓
､
(3
)
僧
遺
お
よ
び
そ
の
他
の
宗
教
師

(た
だ
し
(2
)
(3
)
は
蒙
痕
青
海

に
適
用
せ
ず
)
t
で
あ
る
｡

(7
)

各
省
諮
議
局
章
程

(中
華
民
国
開
園
五
十
年
文
献
第

l
編

第
八
筋
'
五
三
〇
～
五
四
八
頁
)

(8
)

生
員
と
は
'
科
馨
試
験
の
第

一
段
階
を
パ
ス
し
た
最
下
級

の
エ
リ
ー
ト
身
分
で
あ
っ
て
い
わ
ゆ
る
秀
才
で
あ
る
｡

C
h
u
n
g
L
i
C
h
an
g
:
T
h
e
C
h
in
ese
G
en
try
,
p
L
1
)

に
太
平
天
国
後
の生
員
数
九
〇
寓
徐
と
馨
げ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
み
て
ー
お
そ
ら
く
､
清
末
に
そ
の
人
教
は
､

一
〇

〇
寓
前
後
で
な
か
っ
た
か
､
と
想
像
さ
れ
る
O

l
方
､
小

学
卒
業
生
は
と
い
え
ば
､

一
九
〇
四
年

(光
緒
二
九
年
)

の

｢奏
定
初
等
小
筆
堂
葦
程
｣

よ
る
と
七
歳
入
学
'
五
年

修
撃
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
'
こ
の
こ

ろ
け
っ
し
て
多
-
は
な
-
'

一
〇
〇
寓
に
は
は
る
か
に
お

よ
ば
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
貯
新
城
『中
国
近
代
教
育
資

料
』
上
三
七
八
頁
に
あ
げ
る
と
こ
ろ
は
'

一
九
二
〇
年
ご

ろ
の
小
学
生
教
で
も
五
〇
〇
寓
飴
に
す
ぎ
な
い
｡

二
八
日
'
七
月

一
〇
日
'

一
五
日
の

｢参
議
院
委
員
禽
託
｣
｢参
議
院
合
議
詑
｣

に
よ
る
｡

(ll
)

『時
報
』

一
九

l
二
年

二

月
五
日

｢
工
両
界
之
要
求
選
馨
植
熱
｣､

同

一
二

月
九
日
'

二

日
政
論

｢論
選
挙
敬
告
国
民

(微
塵
)｣O
な
お
国
民
蕉
側
も
工

商
業
者
の
要
求
に
賛
成
し
て
い
る
こ
と
は
'

『民
立
報
』
の
記
事
に
も
み
え
て

い
る
｡

(Sj)
『民

立

報
』

1
九

1
二
年
五
月

l
八
目
投
函

｢論
選
撃
権

(金
得
先
)｣､
同
政

論

｢論
選
馨
権

(行
厳
-
章
士
別
-
)｣.

(
13
)

有
権
者
数
は

『民
立
報
』

一
九

一
三
年

一
月
四
日

｢
衆
議
院
選
挙
人
-
･‥
総
数

l
覚
表
｣
に
よ
る
O

〔備考〕 各省の推定人口は各省別家議院議員定数

に,単純に80寓人をかけただけの数値にす

ぎない｡

(9
)

遠
山
茂
樹
'
安
達
淑
子
著
『近
代
日
本
政
治
史
必
携
』

(
一
九
六

一
年
'
岩
波

書
店
)

一
五
九
頁
｡
な
お
約
税
制
限
は
大
正
九
年

(
l
九
二
〇
)
に
三
園
以
上

と
改
め
ら
れ
'
同

1
四
年

(
一
九
二
五
)
に
男
子
普
選
と
な

っ
て
撤
廃
さ
れ
た
O

(10
)
選
馨
植
討
議
に
つ
い
て
は

『民
立
報
』

一
九

一
二
年
六
月
二
三
日
､
二
五
日
'

中
華
民
国
第

1
回
国
禽
選
撃
に
お
け
る
国
民
糞
の
勝
利
に
つ
い
て

選
拳
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
､
中
華
民
閥
の
国
籍
を
有
す
る
漏
二
五
歳
以
上
の
男

子
は
衆
議
院
議
員
の
被
選
馨
資
格
を
有
す
る
へ
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
｡

(た
だ

し
､
蒙
疲
青
海
の
選
出
議
員
に
は

｢漢
語
に
通
暁
す
る
｣

こ
と
が
要
求
さ
れ

る
)
こ
の
ば
あ
い
へ
有
権
者
以
外
が
選
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
t
と
前
提
さ
れ
て

六
四

一



(
20
)

(
21
)

東

方

撃

報

い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
被
選
撃
槽
を
停
止
さ
れ
る
者
と
し
て
は
､
選
馨
樺
を
停

止
さ
れ
る
も
の
の
ほ
か
､
小
学
校
教
員
'
各
学
校
習
叢
生
､
お
よ
び
監
察
員
い

が
い
の
選
撃
雛
理
人
員
が
-
わ
わ
る
｡

選
撃
方
法
お
よ
び
次
段
の
投
票
難
埋
人
員
に
つ
い
て
は
注
(4
)
に
同
じ
｡

参
謀
本
部

｢構
図
事
轡
特
報
附
録
｣
第
五
七
暁

(外
交
史
料
館
文
書
資
料

l

六

一
･
四
二
六

各
国
内
政
関
係
雑
纂

支
部

試
合
)

人
民
大
衆
と
革
命
沢
の
政
治
意
識
の
関
係
に
つ
い
て
は
'
拙
稿

｢南
京
臨
時
政

府
に
つ
い
て
｣

(小
野
川
秀
美
'
島
田
壁
次
編

『辛
亥
革
命
の
研
究
』

l
九
七

八
年

筑
摩
書
房
)
を
参
照
｡

孫
文

｢自
由
之
虞
諦
｣

(窯
史
委
員
合

l
九
七
三
年
版
図
父
全
集

第
二
m

演
講

二
二

一
頁
).

共
和
寅
等
の
政
策
の
概
略
に
つ
い
て
は
t
と
-
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
'
楊
幼

桐

『中
国
政
貴
史
』
(
一
九
六
九
年

童
湾
商
務
印
書
館
)'

謝
彬

『民
閥
政
薫

史
』

(
l
九
六
二
年

文
星
書
店
)
に
よ
る
o

T
文
江
撰

『梁
任
公
先
生
年
譜
長
編
初
稿
』

(
一
九
六
二
年

世
界
書
局
)
四

〇
三
頁
｡
下
文
の
梁
の
共
和
薫
人
糞
は
'
同
上
四

一
四
頁
｡
な
お
'
共
和
糞

へ

の
入
賞
は
民
主
薫
か
ら
の
離
脱
を
意
味
し
な
い
｡
潜
時
の
入
賞
は
い
わ
ば
同
好

合
へ
の
参
加
の
よ
う
な
も
の
で
'
人
に
よ
っ
て
は
自
分
の
賛
成
す
る
紫
波
に
い

-
つ
も
入
っ
た
の
で
あ
る
｡
ゆ
え
に
､
選
挙
の
さ
い
に
二
糞
は
お
ろ
か
､
三
糞
'

四
賞
の
跨
薫
者
が
出
る
が
'
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
ま
り
奇
異
に
は
感
じ
ら
れ

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

東
uTJ
同
文
禽
編

『第
三
同
支
部
年
鑑
』

(
一
力

1
八
年
)
八
三
～
五
頁
.
た
だ

し
､
二
薫
の
誇
薬
者
は
単
純
に
〇

･
五
人
ず
つ
と
し
て
計
算
し
た
｡
楊
幼
胴
前

掲
書
は
同
盟
愈
'
共
和
賞
と
も

四
〇
飴
議
席
'
統

一
共
和
薬
二
五
議
麿
と
い
う

が

(五
七
頁
)'
普
時
に
戴
天
仇

が
共
和
賞
四
〇
徐
議

席
'

同
盟
合
は
や
や
劣

る
と
い
う

(戴
天
仇
文
集
'
閥
家
輿
社
倉
へ

l
四
四
頁
)
の
に
照
ら
し
て
も
､

お
お
よ
そ
支
那
年
鑑
の
分
数
す
る
ご
と
く
で
あ

っ
た
ろ
う
.

『民
立
報
』

一
九

1
二
年
八
月

1
日

｢
五
大
糞
合
併
詳
誌
｣

国
民
糞

へ
の
改
組
の
さ
い
の
政
策
の
後
退
は
よ
-
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
,

六
四
二

賓
際
そ
の
と
お
り
で
あ
る
｡
た
と
え
ば

｢男
女
平
樺
｣
の
放
棄
に
つ
い
て
は
～

小
野
和
子

｢辛
亥
革
命
の
な
か
の
女
た
ち
｣

(中
開
女
性
史

一
九
七
八
年

平
凡
社
)
を
参
照
｡

(2
)
江
(21
)
に
託
し
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
'
多
少
の
改
組
に
と
も
な
う
襲
動
が
あ

っ
て
も
国
民
糞
の
多
数
が
予
想
さ
れ

て
よ

い
.
邸
魯

『中
国
国
民
薫
史
稿
』

(
l
九
六
五
年

重
漕
商
務
印
書
館
)
は
三
分
の
二
を
占
め
た
と

ま
で

い
う

(
一
四
五
頁
)0

孫
文

｢織
路
計
書
LJ

(前
掲
国
父
全
集

第
二
贈

八

l
O
頁
)｡

『民
立
報
』

l
九

一
二
年

一
〇
月

一
日
｢民
国
政
府
興
政
薫
首
領
之
協
定
政
策
｣

孫
文

｢
国
民
糞
嘗
以
全
力
賛

助
政
府
｣

(前
掲
国
父
全
集

第
二
贈

二
七
カ

-
八
〇
頁
)0

こ
の
問
題
で
は
逆
に
共
和
薫
な
ど
が
蓑
-
趨
内
閣
反
対
の
質
問
状
を
出
し
て
い

る
く
ら
い
で
あ
る
｡

『民
立
報
』

l
九

l
二
年

二

月
七
日

｢諭
国
民
不
尊
重
選
奪
権

(衣
笠
)｣

黄
季
陸
増
訂

『国
父
年
譜
』
上

(
l
九
六
九
年
)
四
八
六
頁
.
な
お
､
南
京
臨

時
政
府
時
代
'
国
民
鴬
改
組
前
に
お
け
る
孫
文
'
胡
漠
民
と
宋
教
仁
の
論
争
に

っ
い
て
は
す
で
に
中
村
義
氏
の

｢南
京
臨
時
政
府
と
そ
の
時
代
｣

(東
京
嬰
重

大
畢
紀
要

第
三
部
門

第
二
十
四
集
)
お
よ
び
久
保
田
文
次
氏
の

｢
辛
亥
革

命
と
孫
文

･
宋
数
仁
｣

(歴
史
撃
研
究

四
〇
八
東
)
が
あ
り
'
数
え
ら
れ
る

鮎
も
多
か
っ
た
が
'
園
舎
選
馨
に
つ
い
て
は
'
孫
文
波
と
宋
教
仁
涯
と
の
間
に

原
則
的
な
封
立
は
な
か
っ
た
､
と
私
は
考
え
て
い
る
｡

以
下
の
黄
興
の
長
沙
行
に
つ
い
て
は
､
『民
立
報
』

一
九

一
二
年

一
一
月

三

｢

1
五
'

一
七
㌧

l
九
'
二
〇
日
の

｢湖
南
電
報
｣
｢黄
克
張
返
湘
託
｣
｢黄
克
強

敵
迎
合
｣
に
よ
る
｡

『順
天
時
報
』

1
九

一
二
年

一
二
月

l
七
日

｢
象
議
院
初
選
馨
之
現
状
｣
｡

『民
立
報
』

一
九

1
二
年

1
二
月
二
四
～
六
日

｢
秘
密
選
拳
法
披
露
｣

共
和
糞
は
否
定
し
た
だ
け
で
な
く

逆

に
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る

｢磨
東
土

語
｣
を
強
調
し
て
康
東
園
民
薫
の
作
と
に
お
わ
せ
て
い
る
が

(民
立
報

〓

l

月
二
七
日

｢
秘
密
談
話
起
波
潤
｣)'
問
答
中
に

｢支
那
康
梁
｣
な
る
語
が
み
え



る
こ
と
か
ら
し
て
あ
る
い
は
ど
ち
ら
も
関
係
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考

え
ら
れ
る
｡

(3
)

『民
立
報
』

一
九

l
二
年

l
二
月

一
二
日
蘇
州
通
信

｢議
員
選
奉
仕
金
銭
｣｡

菊
池
義
郎
度
門
領
事

一
九

一
三
年

1
月

1
0
日
報
告

(外
交
史
料
館
文
書
'
各

国
内
政
関
係
雑
纂
へ
支
那
'
議
舎
)｡

な

お
度
門
の
ば
あ
い
'

選
挙
は
や
り
な

お
さ
れ
て
い
る
O

(
M望

『民
立
報
』

l
九

一
二
年

一
月

二

日

｢国
民
薫
懇
親
大
台
詑
｣
で
の
呉
稚
曙

の
壁
言
｡

『順
天
時
報
』

一
九

一
二
年

一
二
月
二
九
日

｢買
選
挙
票
之
慣
額
｣｡

有
吉
明
上
海
維
領
事

一
九

l
三
年
二
月
二
三
日
報
告

(外
交
史
料
館
文
書

同

上
四
)0

(37
)

謝
彬
前
掲
書

四
九
-
五

一
頁
｡
そ
れ
は

『上
海
日
報
』

l
九

一
三
年

一
月

1

日
の
西
田
耕

一
の
文

章
の
韓
戟
で
あ
る
が
､
そ
の
日
付
か
ら
し
て
､
初
選
馨
の

結
果
を
ふ
ま
え
た
分
析
と
推
測
し
た
の
で
あ
る
o

(38
)

『時
報
』

一
九

1
二
年

l
二
月
二
四
日

｢卑
省
選
蓉
之
怪
状
｣｡

(39
)

赤
塚
正
助
虞
東
総
領
事

一
九

l
二
年
九
月
二
八
日
報
告

(外
交
史
料
館
文
書
'

同
上
三
)0

(胡
)

注
(36
)所
引
有
書
報
告
｡

(41
)

同
右
.
や
や
遅
れ
て
四
月

一
〇
日
の
宗
方
の
報
告
で
は
'
確
定
議
席
五
八
八
の

(
44
)

う
ち
'
国
民
薫
二
三
五
名
'
共
和
薫

二

九
名
へ
統

l
薫

二

名
､
民
主
薫

一

四
名
､
中
立
無
所
属

一
九
名
'
跨
裳
者

一
九
〇
名
と
い
う

(宗
方
小
太
郎
文
書
へ

一
九
七
五
年

原
書
房

三
二
〇
-
九
頁
)｡

跨
寅
者
を
そ
れ
ぞ
れ
へ
二
重
､

三
重
'
四
重
に
計
算
す
れ
ば
､

黄
遠
膚
の
あ
げ
る
四
月
八
日
付
記
事
の
数
値
に

ち
か
い
(連
生
遺
著
巻
二

一
九
六
二
年

文
星
書
盾

八
八
頁
).
謝
彬

(五

l
頁
)'
楊
幼
桐

(六

一
頁
)､
ま
た
李
剣
農

『中
国
近
百
年
政
治
史
』

(
一
九

四
二
年
'
三
八
三
頁
)
等
は
い
ず
れ
も
､
お
そ
ら
-
は
波
多
野
乾

一
『支
那
政

薫
史
藁
』

(
一
九

一
八
年
)
に
淵
源
す
る
､
ま
っ
た
-
同
じ
数
値
を
の
せ
る
｡

お
そ
ら
-
園
舎
成
立
時
の
薫
勢
と
し
て
は
宗
方
報
告
に
揺
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ

Aつ
O

丁

文

江
前
掲
書

四

一
八
頁
｡

孫
文

｢政
薫
宜
重
賞
鋼
業
徳
｣
(前
掲
国
父
全
集

第
二
甜

三
二
五
頁
)｡

『民
立
報
』

l
九

一
三
年
三
月

l
〇
日

｢国
民
薫
交
通
部
歓
迎
魯
紀
｣
に
み
え

る
陳
垣
の
演
説
｡

前
掲
宗
方
文
書

六
三
九
頁
O
こ
こ
で
一
言
断

っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
'

北
洋
軍
閥
内
部
の
諸
涯
の
対
立
､
さ
ら
に
西
南
涯
と
の
封
立
関
係
の
園
舎
内
へ

の
反
映
に
つ
い
て
は
､
こ
こ
で
は
す
べ
て
捨
象
し
て
い
る
｡

中
華
民
国
第

一
回
国
脅
選
馨
に
お
け
る
図
民
業
の
勝
利
に
つ
い
て

六
四
三




