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い
つ
だ
っ
た
か
、
そ
ん
な
に
前
の
こ
と
で
は
な
い
。
花
筏
に
乗
っ
て
流
れ
着
い
た
海
辺
で
一
人
の
老

人
に
会
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
れ
が
夢
の
中
の
出
来
事
だ
っ
た
の
か
、
現
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
分
か
ら
な

い
。
ど
ん
な
こ
と
を
話
し
た
の
か
も
よ
く
は
想
い
出
せ
な
い
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
心
地
よ
か
っ
た
と
い

う
感
じ
だ
け
は
残
っ
て
、
ま
た
会
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
、
い
つ
も
と
変
わ
ら
な
い

日
々
を
送
っ
て
い
た
。
心
の
ど
こ
か
で
、
凡
々
た
る
生
活
に
う
れ
し
い
こ
と
で
も
な
い
か
と
期
待
し
て

い
て
も
、
そ
う
特
別
の
こ
と
が
起
こ
る
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
変
わ
ら
な
い
日
が
過
ぎ
て
い
く
。 

  

あ
る
と
き
、
昼
寝
か
ら
目
覚
め
て
ふ
っ
と
気
づ
く
と
、
わ
た
し
の
前
に
老
人
が
座
っ
て
い
た
。
自
分

が
と
っ
く
に
老
人
の
く
せ
に
相
手
を
老
人
と
呼
ぶ
の
も
失
礼
だ
が
、
年
齢
不
詳
な
が
ら
わ
た
し
よ
り
も

は
る
か
に
歳
ら
し
い
。
ど
う
も
、
あ
の
と
き
の
人
の
よ
う
だ
。
「
以
前
に
ど
こ
か
で
お
会
い
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
訊
い
て
み
て
も
、
要
領
を
え
な
い
返
事
し
か
な
い
。
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
う
ち

に
お
茶
が
出
さ
れ
た
。
す
る
と
こ
こ
は
わ
が
家
で
は
な
い
。
座
敷
を
見
ま
わ
せ
ば
、
や
は
り
あ
の
と
き

の
庵
の
よ
う
な
気
も
す
る
。
乾
燥
し
た
花
を
入
れ
た
お
湯
を
飲
む
と
甘
い
。
「
こ
れ
に
は
氷
砂
糖
が
入
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れ
て
あ
る
。
八
宝
茶
と
い
っ
て
め
で
た
い
茶
じ
ゃ
、
味
わ
っ
て
お
飲
み
な
さ
い
」
、
老
人
は
そ
う
言
う

と
、
自
分
も
茶
を
す
す
っ
て
目
を
細
め
る
。
い
つ
し
か
二
人
の
あ
い
だ
に
四
方
山
の
話
が
始
ま
っ
た
。 

  

い
く
つ
め
か
の
話
題
の
と
き
わ
た
し
は
、
関
連
す
る
と
思
い
、
物
知
り
に
見
え
る
そ
の
人
に
尋
ね
た
。 

「
西
洋
に
く
ら
べ
る
と
遅
れ
て
い
た
日
本
の
国
が
近
代
化
を
始
め
た
と
き
、
社
会
は
混
乱
を
極
め

人
々
は
苦
労
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
ね
」 

「
そ
う
だ
ろ
う
ね
。
君
は
明
治
維
新
と
呼
ば
れ
て
い
る
時
代
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
が
、

わ
た
し
は
そ
の
場
に
い
な
か
っ
た
か
ら
よ
く
は
知
ら
な
い
ね
」 

そ
の
答
え
に
わ
た
し
は
肩
す
か
し
を
く
ら
っ
た
よ
う
に
感
じ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
話
し
ぶ

り
が
、
は
る
か
昔
か
ら
生
き
て
き
た
よ
う
に
ほ
の
め
か
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
質
問
を
変

え
て
も
う
ひ
と
押
し
し
て
み
た
。 

「
そ
れ
で
は
、
敗
戦
後
の
時
代
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
。
第
二
の
開
国
だ
っ
た
と
言
う
人

も
あ
る
ぐ
ら
い
で
、
も
う
一
度
近
代
化
の
苦
労
を
な
め
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
」 

「
そ
の
時
代
は
君
の
時
代
で
、
君
も
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
る
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
世
界
は
た
し
か
に
一
つ
の
大
揺
れ
に
動
い
た
時
代
だ
ね
。
ど
の
国
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
を
引

き
ず
る
特
有
の
仕
方
で
変
化
し
た
。
し
か
も
そ
れ
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
同
時
代
的
に
世
界
中
で
起
き
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た
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
変
動
は
つ
な
が
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
途
方
も
な
い
時
代
に
社
会
が
ど
の
よ

う
に
変
化
し
、
人
々
が
ど
ん
な
苦
労
を
し
た
か
を
話
し
て
い
た
ら
き
り
が
な
い
じ
ゃ
ろ
う
」 

「
た
と
え
ば
、
文
学
は
そ
の
社
会
の
様
相
を
反
映
す
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
時
代
と
人
々

の
生
活
は
文
学
に
ど
う
表
わ
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
」 

「
お
や
、
文
学
か
ね
。
わ
し
の
弱
点
を
突
い
て
き
た
な
」
、
そ
う
言
う
と
、
間
合
い
を
と
る
よ
う
に
、

「
君
に
そ
う
い
う
質
問
を
さ
せ
た
の
は
何
か
な
？
」
と
訊
い
て
き
た
。 

  

わ
た
し
は
、
め
っ
た
に
小
説
を
読
ま
な
い
の
に
、
先
日
、
現
代
中
国
の
作
品
を
初
め
て
読
ん
で
い
た
。

そ
れ
が
頭
に
残
っ
て
い
て
こ
う
い
う
質
問
に
な
っ
た
の
だ
。
わ
た
し
が
賈
平
凹
と
い
う
作
家
の
名
を
挙

げ
、
読
ん
だ
小
説
が
『
老
生
』
だ
と
言
う
と
、
老
人
は
、
「
あ
あ
、
あ
れ
ね
」
と
い
く
ら
か
ほ
っ
と
し

た
よ
う
す
を
見
せ
て
、
語
り
始
め
た
。 

「
君
も
老
人
に
な
っ
て
た
ま
に
は
人
生
を
ふ
り
返
る
こ
と
が
あ
り
、
あ
あ
い
う
表
題
の
作
品
に
関
心

を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
と
み
え
る
ね
。
あ
れ
は
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
小
説
だ
っ
た
」 

「
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が
と
て
も
と
っ
ぴ
な
挿
話
を
含
ん
で
い
て
、
全
体
と
し
て
も
物
語
が
空
想
的
な

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
印
象
を
与
え
ま
す
。
そ
れ
で
い
て
、
こ
う
い
う
こ
と
が
自
分
の
同
時
代
に

現
実
に
中
国
で
起
き
て
い
た
の
だ
と
思
わ
せ
ま
す
」 
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「
そ
れ
は
あ
の
小
説
の
手
柄
だ
ろ
う
。
小
説
と
い
う
言
葉
が
中
国
で
生
ま
れ
た
こ
と
を
ご
存
知
か

な
？
。
文
字
で
書
き
物
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
初
め
は
、
祭
り
ご
と
に
関
す
る
こ
と
じ
ゃ
っ
た
が
、

時
代
が
下
る
と
、
政
治
か
ら
歴
史
の
記
録
ま
で
広
く
文
書
を
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
、

文
字
を
書
け
る
人
士
が
文
章
を
つ
づ
り
た
く
な
っ
て
、
町
中
の
話
な
ど
つ
ま
り
四
方
山
の
話
を
書
き

と
め
た
り
し
た
。
そ
れ
が
小
説
と
い
う
言
葉
の
起
源
じ
ゃ
。
そ
う
い
う
手
慰
み
は
軽
ん
じ
ら
れ
て
い

た
が
、
唐
・
宋
の
時
代
に
な
る
と
、
「
伝
奇
」
と
し
て
楽
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
を
含
む
小
説
は
そ
う
し
て
始
ま
っ
た
。
ま
あ
、
あ
ま
り
耳
に
し
た
こ
と
の
な
い
珍
し
い
話
じ
ゃ
な
。

こ
の
意
味
は
、
ち
ょ
う
ど
英
語
のn

o
v
el

に
対
応
す
る
ね
。
小
説
と
い
う
言
葉
は
、
「
唐
宋
伝
奇
集
」

に
あ
る
よ
う
な
と
て
も
短
い
物
語
に
は
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
じ
ゃ
が
、
近
代
に
な
っ
て
日
本
の
坪
内

逍
遥
が
欧
米
のn

o
v
el

に
対
応
す
る
言
葉
と
し
て
採
用
し
て
、
今
で
は
日
本
で
も
中
国
で
も
そ
れ
を

使
う
わ
け
じ
ゃ
。
『
水
滸
伝
』
の
よ
う
な
大
長
編
で
も
小
説
と
い
う
表
記
を
使
う
の
は
少
し
違
和
感

が
残
る
が
ね
」 

「
あ
あ
、
そ
う
す
る
と
、
『
老
生
』
の
空
想
的
な
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
は
唐
宋
伝
奇
集
以
来
の
伝
統
を

正
し
く
受
け
継
い
で
い
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
ら
の
挿
話
を
物
語
に
連
ね
る
の
も
、
『
西
遊
記
』
や
『
水

滸
伝
』
の
流
れ
を
汲
む
わ
け
で
す
か
」 

「
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
『
老
生
』
は
現
代
の
小
説
で
、
空
想
は
手
段
と
し
て
使
わ
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れ
て
い
る
の
だ
。
全
体
と
し
て
時
代
と
社
会
と
人
々
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
意
図
が
は
っ
き
り
し
て

い
る
、
と
思
う
ね
」 

「
な
る
ほ
ど
。
た
し
か
に
作
者
の
賈
平
凹
が
、
あ
と
が
き
で
、
自
分
が
老
生
な
っ
た
心
境
を
語
り
、

あ
の
作
品
に
書
い
た
こ
と
は
自
分
が
目
で
見
て
耳
で
聞
い
て
体
験
し
た
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
体
験
を
あ
の
よ
う
に
修
飾
し
て
語
る
の
は
、
ま
だ
一
党
支
配
の
体
制
の
下
で
の
社
会
批
判
で
も

あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
」 

「
小
説
と
い
う
も
の
は
、
社
会
の
中
で
暮
ら
す
作
家
が
そ
の
生
活
で
体
験
し
た
こ
と
に
反
応
し
て
生

ま
れ
る
。
そ
の
反
応
は
と
て
も
複
雑
で
、
し
か
も
そ
れ
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
作
り
出
す
の
だ
か

ら
、
現
に
見
る
よ
う
に
小
説
は
種
々
さ
ま
ざ
ま
だ
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
い
つ
も
社
会
批
判
が
あ
る

と
言
え
な
く
も
な
い
。
だ
が
小
説
は
、
い
わ
れ
か
ら
し
て
、
ま
ず
第
一
に
お
も
し
ろ
く
な
く
て
は
い

け
な
い
よ
。
君
も
そ
う
い
う
小
説
と
し
て
『
老
生
』
を
読
ん
だ
は
ず
だ
」 

  

質
問
を
は
ぐ
ら
か
さ
れ
て
、
わ
た
し
は
小
説
の
内
容
に
つ
い
て
尋
ね
た
。 

「
『
老
生
』
は
四
つ
の
物
語
か
ら
で
き
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
秦
嶺
の
山
村
の
出
来
事
で
す
。
そ

う
い
う
山
奥
を
舞
台
に
選
ん
だ
の
で
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
眉
に
唾
す
る
よ
う
な
あ
あ
い
う
物
語
に
で
き

た
の
で
し
ょ
う
ね
。
作
者
は
そ
の
地
方
の
出
身
と
い
う
こ
と
で
、
挿
話
の
種
を
た
く
さ
ん
見
聞
き
し
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て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
秦
嶺
山
脈
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
？
」 

「
秦
嶺
か
、
な
つ
か
し
い
ね
」 

「
え
っ
？
」
、
奇
妙
に
思
っ
て
顔
を
見
た
ら
、
そ
の
口
が
も
っ
と
予
想
外
な
言
葉
を
発
し
た
。 

「
わ
し
は
秦
嶺
で
生
ま
れ
た
の
じ
ゃ
。
び
っ
く
り
し
た
顔
を
し
な
さ
ん
な
。
お
望
み
な
ら
、
秦
嶺
の

こ
と
を
い
く
ら
で
も
話
し
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
。
た
と
え
ば
、
秦
嶺
の
一
角
に
あ
る
中
国
五
山
の
一
つ

華
山
の
こ
と
な
ど
つ
ぶ
さ
に
話
し
て
あ
げ
よ
う
」 

わ
た
し
は
あ
っ
け
に
と
ら
れ
た
が
、
不
思
議
な
老
人
自
身
の
こ
と
に
気
を
と
ら
れ
る
と
話
題
が
逸
れ
る

の
で
、
小
説
の
第
一
話
に
つ
い
て
訊
い
た
。 

「
秦
嶺
の
お
生
ま
れ
な
ら
、
第
一
話
が
語
る
国
共
内
戦
の
時
代
の
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
。
実
際

に
あ
の
よ
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
。
小
説
で
語
ら
れ
る
遊
撃
隊
の
物
語
は
、
人
民
解
放
軍
の
活

躍
と
ず
い
ぶ
ん
違
う
よ
う
で
す
が
」 

「
う
ん
、
国
民
党
と
共
産
党
と
の
戦
い
を
観
た
よ
。
だ
が
、
中
国
は
広
い
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
省
で
の

内
戦
の
あ
り
さ
ま
は
違
っ
て
い
た
な
。
共
産
党
主
力
軍
が
行
軍
し
た
長
征
の
と
き
の
国
民
党
軍
と
の

戦
い
は
激
し
か
っ
た
。
共
産
党
が
延
安
を
根
拠
地
に
し
て
か
ら
は
よ
う
す
が
変
わ
っ
た
ね
。
第
一
話

は
、
日
本
の
侵
略
に
対
抗
す
る
た
め
の
国
共
合
作
が
成
立
す
る
ま
で
の
内
戦
だ
。
そ
れ
を
人
口
の
多

い
地
方
を
舞
台
に
語
る
こ
と
も
で
き
た
ろ
う
が
、
作
者
は
、
そ
の
後
の
三
つ
の
物
語
を
同
じ
舞
台
で



7 小小説拾遺四 老生、『老生』を読む 

語
る
た
め
に
、
自
分
の
よ
く
知
っ
て
い
る
秦
嶺
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
ね
。
秦
嶺
の
よ
う
な
山
奥
の

村
々
が
、
空
想
的
な
物
語
を
組
み
立
て
る
の
に
う
っ
て
つ
け
だ
し
な
。
し
か
し
、
山
深
い
と
こ
ろ
な

ら
ど
こ
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
作
家
は
、
国
共
内
戦
か
ら
共
産
党
が
天
下
を
取
り
、
文

化
大
革
命
を
経
て
改
革
開
放
に
至
る
ま
で
の
社
会
を
描
く
の
に
、
古
来
中
央
政
府
の
支
配
力
が
十
分

に
届
い
て
い
た
秦
嶺
の
村
々
が
適
当
だ
と
考
え
た
の
じ
ゃ
ろ
う
」 

「
た
し
か
に
、
現
代
中
国
の
変
遷
を
雲
南
省
の
山
奥
の
物
語
と
し
て
描
く
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
で
も
、
…
」 

「
君
は
、
あ
の
よ
う
な
伝
奇
小
説
の
舞
台
を
大
都
市
に
し
て
ほ
し
か
っ
た
か
ね
。
わ
し
は
自
分
の
故

郷
の
物
語
と
し
て
聞
き
た
い
ね
。
都
会
な
ら
、
中
国
現
代
史
は
別
様
の
小
説
と
し
て
語
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
で
も
、
そ
れ
は
ほ
か
の
作
家
の
仕
事
だ
」 

  

年
齢
不
詳
の
不
思
議
な
老
人
は
、
不
相
応
で
予
期
で
き
な
い
言
葉
を
交
え
な
が
ら
話
を
続
け
る
。 

「
秦
嶺
の
こ
と
を
知
り
た
い
の
な
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
グ
ー
グ
ル
・
マ
ッ
プ
の
衛
星
写
真
を
見

た
ま
え
。
関
中
平
原
の
南
に
あ
る
広
大
な
山
岳
地
帯
だ
。
陶
淵
明
は
長
江
中
流
で
南
山
を
詠
っ
た
が
、

古
く
南
山
と
い
え
ば
秦
嶺
に
あ
る
終
南
山
の
こ
と
だ
っ
た
。
中
国
古
代
の
周
・
秦
・
漢
の
都
は
今
の

西
安
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
で
、
都
か
ら
南
に
見
え
る
山
と
は
秦
嶺
の
こ
と
だ
。
伯
夷
・
叔
斉
が
あ
そ
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こ
の
首
陽
山
に
隠
れ
た
よ
う
に
、
都
の
人
士
が
隠
棲
す
る
と
し
た
ら
秦
嶺
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け

だ
。
う
ん
、
わ
し
が
言
い
た
い
の
は
、
秦
嶺
が
古
く
か
ら
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

つ
ま
り
、
山
深
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
こ
に
住
む
人
々
は
古
く
か
ら
文
明
の
恩
恵
に
浴
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
じ
ゃ
」 

「
そ
れ
に
し
て
は
、
秦
嶺
遊
撃
隊
は
わ
ず
か
な
人
数
で
、
う
さ
ん
く
さ
い
者
た
ち
ば
か
り
で
す
ね
」 

「
し
か
し
、
あ
の
隊
長
は
延
安
の
革
命
指
導
部
の
指
揮
下
に
あ
る
。
戦
闘
を
お
も
し
ろ
く
語
る
と
す

れ
ば
あ
あ
い
う
こ
と
に
な
る
の
じ
ゃ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
の
ち
に
語
ら
れ
た
人
民
解
放
軍
の
活
躍
ほ

ど
の
こ
と
で
は
な
く
、
山
奥
で
あ
っ
た
遊
撃
戦
は
小
規
模
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
君
は
う
さ
ん
く

さ
い
者
と
言
う
が
、
中
国
で
新
王
朝
を
建
て
た
皇
帝
に
は
盗
賊
上
り
も
い
た
の
だ
よ
。
『
史
記
』
に

登
場
す
る
有
名
人
は
た
い
て
い
誇
張
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
尾
ひ
れ
を
削
り
取
れ
ば
、
『
老
生
』
の

遊
撃
隊
員
と
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
者
た
ち
も
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
。
先
ほ
ど
小
説
は
正
史
な
ど
と
区

別
す
る
言
葉
だ
と
言
っ
た
が
、
訂
正
し
て
、
『
老
生
』
は
ま
た
『
史
記
』
も
受
け
継
い
で
い
る
と
言

っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
正
真
正
銘
の
革
命
指
導
者
で
あ
る
毛
沢
東
や
周
恩
来
も
、
関
中
平
原

北
方
の
山
中
の
延
安
で
、
崖
に
掘
っ
た
横
穴
の
家
で
暮
ら
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
あ
の
時
代
の
こ
と

を
今
聞
い
た
ら
、
ど
う
し
た
っ
て
、
伝
説
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
さ
」 
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「
あ
な
た
は
、
ど
う
受
け
と
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
話
し
方
を
さ
れ
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、
あ

の
当
時
秦
嶺
で
、
南
京
政
府
は
小
説
が
記
述
す
る
程
度
に
支
配
力
を
発
揮
し
た
の
で
す
か
」 

「
そ
れ
は
中
国
の
政
治
風
土
に
関
わ
る
問
い
だ
ね
。
先
ほ
ど
か
ら
と
き
お
り
古
代
か
ら
の
歴
史
に
ふ

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
さ
て
、
秦
嶺
に
は
古
代
国
家
秦
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
秦
の
始
皇

が
始
め
た
政
治
体
制
が
今
日
ま
で
の
中
国
の
枠
組
み
を
決
定
づ
け
た
と
言
っ
て
も
大
き
な
誤
り
に

は
な
ら
な
い
。
こ
の
体
制
は
日
本
の
封
建
制
と
は
違
う
。
中
国
で
も
近
代
以
前
の
古
い
制
度
を
封
建

的
と
呼
ん
だ
り
す
る
が
、
そ
れ
は
、
封
建
制
だ
っ
た
西
欧
で
中
世
の
体
制
を
呼
ぶ
の
に
使
わ
れ
る
言

葉
を
翻
訳
す
る
の
に
、
秦
の
前
の
周
で
諸
侯
を
封
じ
た
と
き
の
こ
の
言
葉
を
使
っ
た
か
ら
だ
。
日
本

の
封
建
制
は
西
欧
の
封
建
制
に
似
て
い
る
が
、
自
分
を
始
皇
帝
と
呼
ば
せ
た
人
物
以
来
、
中
国
は
始

皇
の
版
図
と
支
配
体
制
を
お
手
本
に
し
て
き
た
の
だ
。
諸
侯
と
し
て
封
じ
ら
れ
た
の
は
皇
帝
の
息
子

た
ち
か
例
外
的
な
建
国
期
の
功
臣
だ
け
で
、
原
則
と
し
て
中
央
集
権
の
支
配
制
度
だ
。
何
度
か
の
動

乱
期
に
群
雄
が
割
拠
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
何
代
も
世
襲
し
て
支
配
す
る
土
着
の
諸
侯
と
い
う
の

は
い
な
か
っ
た
の
だ
。
広
い
中
国
で
は
広
大
な
土
地
を
も
つ
土
着
の
大
地
主
が
い
た
が
、
そ
れ
は
政

治
的
な
支
配
者
と
は
違
う
。
帝
国
の
大
小
の
行
政
区
は
中
央
か
ら
派
遣
す
る
長
官
が
管
轄
す
る
の
だ
。

長
官
の
権
限
が
強
い
か
ら
、
王
朝
の
力
が
弱
ま
れ
ば
、
大
き
な
軍
を
管
轄
す
る
長
官
が
軍
閥
化
す
る

と
い
う
こ
と
が
起
き
た
。
そ
の
例
を
歴
史
に
数
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
ね
」 
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老
人
は
、
と
き
ど
き
「
ふ
ー
」
と
息
を
し
て
し
ば
ら
く
宙
を
見
つ
め
て
休
み
、
ま
た
話
を
続
け
る
。 

「
辛
亥
革
命
で
清
王
朝
が
倒
さ
れ
た
と
き
の
軍
閥
も
そ
う
い
う
類
だ
っ
た
。
そ
の
後
国
民
党
政
府
の

指
令
が
お
お
よ
そ
行
き
わ
た
っ
た
こ
ろ
を
、
『
老
生
』
第
一
話
は
描
い
て
い
る
わ
け
だ
。
秦
嶺
の
北

側
の
ふ
も
と
に
西
安
が
あ
る
。
満
州
の
軍
閥
だ
っ
た
張
学
良
が
日
本
軍
に
追
わ
れ
て
そ
こ
に
い
て
、

国
民
党
政
府
の
配
下
に
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
蒋
介
石
が
督
励
に
行
っ
て
例
の
西
安
事
件
が
起
き
る
わ
け

だ
か
ら
、
秦
嶺
に
も
国
民
党
政
府
の
に
ら
み
が
効
い
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
場
合
に
は
、
県
の

行
政
府
と
治
安
部
隊
は
中
央
の
指
令
に
従
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
の
が
伝
統
な
の
だ
。
反
政
府
武
装

集
団
で
あ
る
秦
嶺
遊
撃
隊
と
小
競
り
合
い
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
な
」 

 

 

話
題
を
第
二
話
に
移
し
た
く
て
、
わ
た
し
は
、
老
人
が
息
を
休
め
た
タ
イ
ミ
ン
グ
に
訊
ね
た
。 

「
第
二
話
で
は
、
そ
の
秦
嶺
遊
撃
隊
が
一
躍
勇
者
た
ち
だ
っ
た
と
な
り
、
一
本
の
杏
ま
で
そ
の
伝
説

の
し
る
し
に
な
り
ま
す
。
革
命
政
府
の
指
令
に
従
っ
て
、
新
し
い
役
人
や
村
長
た
ち
が
村
の
切
り
盛

り
を
し
ま
す
ね
。
あ
あ
い
う
こ
と
は
、
混
乱
も
な
く
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
」 

「
あ
の
描
写
は
、
山
村
の
庶
民
の
う
ご
め
き
と
し
て
混
乱
を
表
現
し
て
い
る
と
わ
た
し
は
思
う
が
ね
。

山
村
で
革
命
が
起
き
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
国
全
体
と
し
て
は
武
力
革
命
だ
っ
た
。
第
二
次
世

界
大
戦
の
硝
煙
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
政
権
は
、
マ
ル
ク
ス
の
言
う
よ
う
に
、
ど
の
国
で
も
銃
剣
に
よ



11 小小説拾遺四 老生、『老生』を読む 

る
も
の
だ
。
そ
う
い
う
政
権
に
逆
ら
え
る
者
は
い
な
い
。
日
本
で
は
「
終
戦
」
と
か
呼
ん
で
ご
ま
か

し
て
い
る
が
、
占
領
軍
が
支
配
し
た
の
だ
。
占
領
軍
が
旧
政
府
に
そ
の
ま
ま
行
政
を
や
ら
せ
た
の
で
、

そ
れ
が
弱
め
ら
れ
た
点
も
あ
り
、
あ
か
ら
さ
ま
に
見
え
な
い
だ
け
だ
。
庶
民
が
武
力
で
支
え
ら
れ
た

政
府
の
行
政
支
部
の
支
配
を
受
け
入
れ
る
の
は
、
始
皇
帝
以
来
習
慣
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
よ
。
ど

の
国
で
も
、
支
配
者
が
変
わ
っ
て
も
、
そ
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
る
契
機
は
あ
ま
り
な
い
。
だ
が
、

革
命
と
い
う
言
葉
の
本
場
の
中
国
で
起
き
た
の
は
、
支
配
者
の
名
を
変
え
る
だ
け
の
も
の
で
な
く
、

経
済
的
支
配
の
構
造
を
変
え
よ
う
と
し
た
の
だ
か
ら
、
社
会
は
大
揺
れ
に
揺
れ
た
の
だ
。
あ
の
物
語

で
は
小
さ
な
山
村
の
出
来
事
と
し
て
そ
れ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
」 

「
え
え
、
土
地
改
革
で
す
ね
。
イ
ン
ド
の
よ
う
な
国
で
は
独
立
し
て
も
土
地
改
革
が
出
来
な
か
っ
た

の
で
す
か
ら
、
大
し
た
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
で
も
そ
れ
に
し
て
は
、
物
語
で
の
農
地
分
配
は
ス
ケ

ー
ル
が
小
さ
い
で
す
ね
。
パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
の
『
大
地
』
に
登
場
す
る
よ
う
な
大
地
主
は
い
な
い
わ

け
で
す
。
土
地
改
革
を
描
く
に
は
秦
嶺
の
よ
う
な
山
村
は
ふ
さ
わ
し
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」 

「
一
つ
の
小
説
に
あ
ま
り
大
き
す
ぎ
る
荷
物
を
負
わ
せ
て
は
い
け
な
い
よ
。
毛
沢
東
に
言
わ
せ
れ
ば
、

あ
の
出
来
事
も
実
に
重
大
な
社
会
主
義
革
命
の
実
践
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
当
時
の
利
害
関
係
者
の
気
持

ち
や
振
る
舞
い
を
考
え
る
の
に
、
事
の
大
小
は
重
大
で
は
な
い
、
と
小
説
家
は
判
断
し
た
か
も
し
れ
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な
い
。
と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
君
は
、
日
本
で
行
わ
れ
た
土
地
改
革
を
ど
う
受
け
と
め
て
い
る
の
か

ね
」 

「
農
地
改
革
と
呼
ば
れ
て
い
る
日
本
の
土
地
改
革
は
、
銃
剣
が
有
無
を
言
わ
せ
な
か
っ
た
点
で
似
て

い
る
で
し
ょ
う
。
大
き
な
平
野
の
少
な
い
国
で
す
か
ら
、
た
い
て
い
は
あ
の
物
語
で
語
ら
れ
た
よ
う

す
に
近
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
わ
た
し
の
海
辺
の
集
落
に
小
作
地
か
ら
の
上
り
だ
け
で
裕
福
に
暮

ら
し
た
家
が
一
軒
ぐ
ら
い
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
。
先
日
、
一
つ
の
葬
式
講
の
解
散
前
の
会
食

で
、
酒
の
入
っ
た
老
人
が
、
あ
の
家
は
ス
ー
パ
ー
が
で
き
て
か
な
り
の
地
料
を
も
ら
っ
て
い
る
が
、

あ
そ
こ
は
も
と
も
と
小
作
地
だ
っ
た
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
秦
嶺
の
山
村
と
同
様
な
葛
藤
が
あ
っ
た

の
だ
と
分
か
り
ま
す
」 

「
そ
う
だ
ね
、
年
寄
り
の
記
憶
に
ま
だ
す
こ
し
残
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
し
か
し
、
日
本
と
中
国
の
最

近
ま
で
の
経
済
発
展
を
イ
ン
ド
と
く
ら
べ
て
見
れ
ば
、
土
地
改
革
が
社
会
状
況
の
変
化
に
役
割
を
果

た
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
ね
。
た
だ
し
、
中
国
で
土
地
の
所
有
者
に
な
っ
た
の
は
政
府
で
、
共
産
党

政
府
が
経
済
を
資
本
制
に
変
え
る
と
い
う
離
れ
業
を
実
行
し
た
今
、
そ
の
土
地
を
開
発
し
て
お
金
を

か
せ
い
で
い
る
の
は
政
府
だ
。
そ
し
て
、
お
金
に
群
が
る
「
老
＄
」
や
「
￥
生
」
が
い
る
の
は
あ
い

か
わ
ら
ず
だ
。
そ
れ
は
第
四
話
で
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
金
融
資
本
が
現
在
ほ
ど
の
規
模
に
な

っ
て
み
れ
ば
、
か
つ
て
の
土
地
改
革
も
そ
れ
に
踊
ら
さ
れ
た
人
々
に
と
っ
て
遠
い
も
の
と
な
っ
た
。
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も
っ
と
も
、
君
の
話
の
よ
う
に
、
個
々
の
家
計
に
そ
れ
は
遺
産
と
し
て
残
る
。
社
会
主
義
革
命
を
経

験
し
な
か
っ
た
西
欧
で
は
、
封
建
領
主
の
姿
を
変
え
た
遺
産
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
ね
」 

 

「
ふ
ん
、
よ
く
知
ら
ん
こ
と
を
気
ど
っ
て
話
し
て
も
仕
方
な
い
な
…
…
」
、
し
ば
ら
く
思
い
を
巡
ら

す
よ
う
す
を
し
て
い
た
老
人
が
、
急
に
と
ん
で
も
な
い
話
を
始
め
た
。 

「
あ
あ
、
わ
し
が
あ
の
弔
い
師
を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
話
し
た
か
な
？
。
わ
し
は
、
あ
の
人
の
遠
縁

で
、
秦
嶺
の
あ
の
辺
で
採
れ
る
薬
草
を
商
う
行
商
人
じ
ゃ
っ
た
。
函
谷
関
を
越
え
て
黄
河
を
下
り
、

洛
陽
、
開
封
、
さ
ら
に
東
へ
と
売
り
歩
い
た
。
東
は
日
本
軍
に
占
領
さ
れ
、
天
津
あ
た
り
ま
で
行
っ

た
こ
ろ
に
は
商
売
も
あ
ま
り
う
ま
く
い
か
な
く
て
ね
。
と
う
と
う
、
そ
こ
で
同
じ
よ
う
に
流
れ
流
れ

て
来
た
日
本
の
婦
人
と
所
帯
を
も
っ
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
よ
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
日
本
が

降
伏
し
た
。
混
乱
の
中
で
日
本
人
は
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
い
い
加
減
な
わ
し
は
、
日
本
人

だ
と
い
う
こ
と
に
し
て
夫
婦
で
日
本
に
行
く
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
て
今
、
わ
し
は
君
と
四
方
山
話

を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
じ
ゃ
」 

「
あ
な
た
は
あ
き
れ
た
話
を
し
ま
す
ね
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
」 

「
君
、
わ
し
の
話
を
信
じ
な
く
ち
ゃ
こ
の
壮
大
な
四
方
山
話
は
支
離
滅
裂
に
な
る
よ
。
わ
し
は
薬
草

売
り
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
ち
ゃ
ん
と
由
緒
が
あ
る
。
こ
う
し
て
日
本
に
流
れ
着
い
た
わ
し
は
徐
福
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の
末
裔
な
の
だ
。
不
老
長
寿
の
薬
を
ほ
ら
話
だ
と
思
う
か
ね
。
あ
の
小
説
で
、
弔
い
師
は
た
い
そ
う

長
生
き
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
わ
し
も
長
生
き
だ
と
い
う
こ
と
は
君
も
う
す
う
す

分
か
っ
て
い
る
は
ず
だ
」 

目
を
ぎ
ょ
っ
と
さ
せ
な
が
ら
年
齢
不
詳
の
老
人
は
話
を
続
け
る
。 

「
徐
福
の
よ
う
に
日
本
の
港
に
着
い
た
、
引
揚
者
と
言
う
仮
の
姿
で
ね
。
い
つ
も
わ
し
は
仮
の
姿
で

お
る
わ
け
だ
が
ね
。
君
は
中
国
の
大
戦
後
の
混
乱
に
目
が
行
っ
て
い
る
が
、
日
本
も
混
乱
し
て
い
た

こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
港
に
着
い
た
ら
、
そ
こ
の
住
民
が
水
を
売
り
つ
け
た
、
仮
に
も

同
胞
で
あ
る
わ
し
に
じ
ゃ
。
そ
の
地
に
住
み
着
い
た
人
々
も
い
て
、
新
開
町
と
い
う
公
営
住
宅
地
が

で
き
た
よ
。
ア
メ
リ
カ
の
占
領
軍
も
来
て
い
て
、
気
晴
ら
し
に
山
に
入
っ
て
小
銃
を
発
射
し
た
そ
う

だ
。
拾
っ
た
銃
弾
を
見
せ
て
く
れ
た
人
が
あ
る
。
先
ほ
ど
出
た
農
地
改
革
も
実
施
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、

日
本
で
も
い
ろ
ん
な
こ
と
が
起
き
た
は
ず
で
、
賈
平
凹
の
よ
う
な
作
家
が
そ
れ
を
題
材
に
し
な
か
っ

た
だ
け
だ
。
い
や
、
小
説
を
読
ま
な
い
君
が
知
ら
な
い
だ
け
だ
ろ
う
」 

「
は
あ
…
」 

 

「
大
戦
後
の
混
乱
を
経
験
し
た
日
本
で
、
文
学
が
そ
れ
を
ど
う
描
い
た
か
と
い
う
の
が
君
の
関
心
だ

っ
た
は
ず
だ
が
、
『
老
生
』
に
当
た
る
ど
ん
な
小
説
が
あ
る
の
だ
ろ
う
？
」 
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「
わ
た
し
に
よ
く
分
か
ら
な
い
か
ら
大
老
師
で
あ
る
あ
な
た
に
聞
い
て
い
る
の
で
す
、
大
江
健
三
郎

の
四
国
の
山
中
の
物
語
ぐ
ら
い
し
か
読
ん
で
い
ま
せ
ん
か
ら
。
あ
そ
こ
に
は
す
こ
し
似
た
語
り
口
が

あ
り
ま
す
が
、
歴
史
的
な
事
柄
は
主
題
の
背
景
で
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
近
代
へ
の
過
渡

期
を
描
い
た
小
説
と
し
て
頭
に
浮
か
ん
で
い
た
の
は
、
島
崎
藤
村
の
『
夜
明
け
前
』
で
す
。
で
も
、

そ
れ
は
読
ん
で
い
ま
せ
ん
。
戦
後
に
日
本
の
作
家
が
取
り
上
げ
た
主
題
は
、
中
国
の
作
家
と
は
違
う

の
で
し
ょ
う
ね
」 

「
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
ね
。
し
か
し
近
代
と
格
闘
し
た
時
期
に
は
、
た
と
え
ば
魯
迅
の
よ
う
な

作
家
は
、
明
治
・
大
正
期
の
作
家
と
共
通
す
る
問
題
に
立
ち
向
か
っ
て
い
た
の
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。

君
の
口
ぶ
り
を
ま
ね
れ
ば
、
わ
し
も
よ
く
知
ら
ん
が
」 

「
小
説
の
描
き
方
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
『
老
生
』
は
ほ
と
ん
ど
ス
ト
ー
リ
ー
の
連
続
で
出
来
て
い

ま
す
が
、
大
江
健
三
郎
の
小
説
は
も
っ
と
人
間
の
心
む
し
ろ
そ
の
底
の
方
で
起
き
て
い
る
だ
ろ
う
こ

と
を
考
え
さ
せ
ま
せ
ん
か
」 

「
あ
あ
そ
れ
は
、
男
女
の
交
情
を
描
い
て
も
、
『
紅
楼
夢
』
と
『
源
氏
物
語
』
と
で
違
う
と
こ
ろ
だ

な
。
中
国
語
の
漢
字
の
羅
列
は
か
つ
て
人
間
の
連
綿
と
し
た
心
理
を
記
述
す
る
の
に
得
意
で
な
か
っ

た
、
と
す
る
説
が
あ
る
。
『
老
生
』
は
中
国
伝
統
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
の
だ
。
心
理
描
写
と
い
う

こ
と
で
は
、
紫
式
部
以
来
、
日
本
の
文
学
に
は
そ
れ
を
敷
衍
す
る
風
土
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
」 
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「
風
土
論
で
こ
と
を
お
さ
め
る
の
は
好
み
ま
せ
ん
。
こ
れ
ほ
ど
世
界
各
地
の
文
学
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
時
代
だ
か
ら
、
中
国
に
だ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
描
き
方
を
す
る
文
学
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
？
」 

「
さ
あ
ね
」 

「
ま
た
、
は
ぐ
ら
か
す
の
で
す
か
」 

「
薬
売
り
に
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
訊
か
れ
て
も
困
り
ま
す
。
大
戦
後
の
混
乱
を
経
験
し
た
国
に
ど

う
い
う
小
説
が
現
わ
れ
た
か
の
評
判
程
度
な
ら
話
せ
ま
す
よ
。
そ
れ
も
君
の
関
心
だ
っ
た
は
ず
じ
ゃ

が
？
。
イ
ン
ド
生
ま
れ
の
ラ
シ
ュ
デ
イ
が
、
ホ
メ
イ
ニ
師
に
よ
っ
て
そ
の
首
に
懸
賞
金
を
か
け
ら
れ

る
前
に
書
い
た
『
真
夜
中
の
子
供
た
ち
』
は
、
い
ま
だ
に
混
沌
を
残
す
イ
ン
ド
を
描
い
て
評
判
の
作

品
だ
っ
た
。
そ
の
空
想
の
ス
ケ
ー
ル
は
さ
す
が
に
幻
術
の
国
だ
ね
。
南
米
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
は
ガ
ル
シ

ア
＝
マ
ル
ケ
ス
の
『
百
年
の
孤
独
』
が
あ
る
。
海
外
生
活
が
長
く
こ
の
作
品
も
国
外
で
書
い
た
の
だ

が
、
あ
の
空
想
小
説
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
社
会
状
況
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
君
も
聞
い
た
と
思
う

が
、
半
世
紀
も
の
内
戦
を
終
結
さ
せ
る
合
意
文
書
が
署
名
さ
れ
た
の
は
お
と
と
い
の
こ
と
だ
。
と
こ

ろ
が
、
国
民
投
票
が
そ
れ
を
否
決
し
た
か
ら
、
ま
だ
尾
を
引
く
こ
と
に
な
る
ね
」 

「
そ
れ
ら
と
く
ら
べ
れ
ば
『
老
生
』
の
空
想
は
小
ぶ
り
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
。
も
し
そ
う
だ

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
政
府
の
文
学
に
対
す
る
締
め
つ
け
が
厳
し
い
せ
い
で
す
か
？
」 

「
た
し
か
に
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
っ
た
作
家
が
亡
命
し
た
が
ね
…
。
と
こ
ろ
で
、
映
画
『
赤
い
高
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粱
』
を
観
た
か
ね
、
も
う
一
人
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
莫
言
の
書
い
た
作
品
だ
。
こ
の
人
に
し
て
も
賈

平
凹
に
し
て
も
、
あ
あ
い
う
種
類
の
空
想
的
な
物
語
に
な
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
の
じ
ゃ
ろ
う
」 

 

「
あ
な
た
は
文
化
大
革
命
が
理
由
の
一
つ
だ
と
お
っ
し
ゃ
り
た
い
の
で
す
か
？
」 

「
先
ほ
ど
か
ら
鋭
く
突
い
て
く
る
ね
。
う
ん
、
彼
ら
は
そ
の
「
文
化
大
革
命
」
と
や
ら
を
体
験
し
た

の
だ
。
理
不
尽
な
体
験
を
ま
じ
め
に
記
述
す
る
気
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
ま
だ
ま
だ
剣

呑
だ
か
ら
ね
。
そ
し
て
、
あ
の
文
化
大
革
命
の
あ
と
に
同
じ
国
で
、
仮
面
を
取
り
替
え
た
か
の
よ
う

な
「
改
革
開
放
」
だ
。
二
つ
の
物
語
を
ど
う
接
合
し
て
語
れ
ば
よ
い
か
む
ず
か
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。

改
革
開
放
を
見
者
と
し
て
観
た
作
家
が
、
第
四
話
も
そ
の
前
の
第
三
話
も
大
き
な
空
想
と
し
て
語
る

気
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
ね
」 

「
『
老
生
』
の
四
つ
の
物
語
に
登
場
し
て
演
じ
る
役
者
は
変
わ
り
ま
す
が
、
あ
れ
ほ
ど
激
変
し
た
四

つ
の
時
期
を
同
じ
語
り
口
で
語
り
ま
す
ね
。
文
化
大
革
命
と
い
う
世
界
史
上
で
も
特
異
な
時
期
を
、

小
さ
な
遊
撃
隊
の
伝
説
と
農
地
の
分
配
譚
の
前
二
話
と
お
お
よ
そ
同
じ
調
子
で
語
り
ま
す
、
山
村
の

洗
練
さ
れ
て
い
な
い
庶
民
の
政
治
に
踊
ら
さ
れ
て
の
ド
タ
バ
タ
劇
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。
毛
沢
東
は

そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
に
な
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
れ
は
あ
と
で
ふ
り
返
っ
て
み
る
と

お
か
し
な
も
の
で
す
が
、
人
々
は
何
に
動
か
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
」 
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「
君
は
、
特
別
に
高
等
な
警
察
が
思
想
の
名
で
人
間
を
拷
問
し
た
の
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
そ
の
時
代
、
日
本
も
お
か
し
な
状
況
に
あ
っ
た
。
別
の
国
に
も
ひ
ど
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
形

の
ち
が
う
も
の
が
中
国
で
も
起
き
た
の
だ
な
。
人
間
は
優
れ
た
思
想
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
思
想

の
名
で
ど
ん
な
こ
と
で
も
や
っ
て
の
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
物
し
か
読
ま
な
い
理
論
家
だ
け
に
か

ぎ
ら
ず
、
あ
る
種
の
権
力
志
向
者
は
人
間
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
の
だ
、
自
分
を
含
め
て
人
間
が

た
い
そ
う
未
熟
な
こ
と
を
。
世
の
中
が
浮
動
す
る
と
き
、
率
先
し
て
尋
常
で
な
い
こ
と
を
す
る
先
走

っ
た
人
間
が
出
る
こ
と
を
、
し
か
も
そ
の
筆
頭
が
自
分
だ
と
い
う
こ
と
を
ね
。
だ
か
ら
、
東
洋
で
も

西
洋
で
も
、
昔
の
も
の
の
よ
く
判
っ
た
人
は
中
庸
を
説
い
た
の
だ
。
そ
う
い
う
人
間
の
愚
か
し
さ
を
、

賈
平
凹
は
身
に
染
み
て
体
験
し
た
か
ら
、
あ
の
よ
う
に
記
述
し
た
の
じ
ゃ
な
い
か
。
日
本
の
読
者
は
、

よ
そ
事
と
し
て
読
ん
で
は
あ
そ
こ
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
ね
」 

 

「
結
局
あ
な
た
は
、
人
間
は
未
熟
で
、
世
の
中
が
激
変
し
て
も
人
間
は
変
わ
ら
な
い
、
と
お
っ
し
ゃ

る
の
で
す
か
？
。
文
化
大
革
命
を
経
験
し
た
人
々
は
、
第
四
話
で
、
す
っ
か
り
変
化
し
た
状
況
に
対

し
て
、
第
一
話
や
第
二
話
と
同
じ
く
、
第
三
話
と
さ
え
ち
が
わ
な
い
物
語
を
演
じ
ま
す
。
こ
う
理
解

し
て
い
い
で
し
ょ
う
か
」 

「
永
く
生
き
て
き
た
わ
し
に
は
、
人
間
の
す
べ
て
の
物
語
が
大
し
て
ち
が
う
よ
う
に
は
見
え
な
い
ね
、
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君
に
は
も
っ
と
別
の
考
え
方
を
す
る
よ
う
に
勧
め
る
け
れ
ど
も
」 

「
そ
れ
は
作
者
の
言
い
た
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
」 

「
小
説
を
読
者
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
る
か
は
さ
ま
ざ
ま
だ
、
と
す
る
言
い
方
が
現
代
で
は
は
や
り

だ
か
ら
、
わ
し
は
請
け
合
う
こ
と
は
で
き
ん
。
し
か
し
、
各
話
に
置
か
れ
る
『
山
海
経
』
は
、
遠
い

と
こ
ろ
か
ら
山
や
海
を
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
暮
ら
す
人
間
を
見
る
よ
う
に
誘
導
す
る
。
社
会
と
人
間

が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
『
山
海
経
』
が
関
心
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
そ
こ
で
わ
し

は
思
う
、
人
間
は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
変
わ
れ
な
い
。
人
間
は
社
会
を
つ
く
っ
て
生
き
る
生
き
物
だ

か
ら
よ
け
い
に
そ
う
で
、
人
と
人
と
の
あ
い
だ
の
行
き
違
い
を
な
く
す
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
。
わ

し
の
よ
う
に
世
を
逃
れ
て
暮
ら
す
の
は
、
自
分
を
変
え
る
こ
と
を
諦
め
て
暮
ら
す
こ
と
だ
ね
。
そ
う

し
て
初
め
て
わ
し
の
よ
う
に
い
つ
ま
で
も
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
じ
ゃ
」 

「
そ
う
で
す
か
？
。
で
も
、
あ
な
た
の
主
張
は
ど
こ
か
お
か
し
い
の
だ
と
思
い
ま
す
」 

「
わ
し
の
真
似
を
し
ろ
と
は
言
っ
て
な
い
ぞ
」 

「
賈
平
凹
は
、
自
分
の
考
え
を
魯
迅
の
よ
う
に
小
説
以
外
に
書
い
て
い
な
い
の
で
す
か
」 

「
そ
れ
は
あ
る
だ
ろ
う
よ
、
日
本
語
訳
が
な
い
と
し
て
も
」 

 

困
っ
た
顔
を
し
て
わ
た
し
は
続
け
た
。 
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「
あ
な
た
の
よ
う
な
見
方
を
す
れ
ば
、
第
四
話
の
改
革
開
放
の
時
代
の
人
々
が
水
を
得
た
魚
の
よ
う

に
動
き
回
る
の
が
理
解
で
き
ま
す
。
第
一
話
か
ら
第
三
話
で
も
、
村
人
た
ち
の
振
る
舞
い
は
ほ
ん
と

う
の
と
こ
ろ
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
？
」 

「
前
に
も
中
国
の
政
治
体
制
の
こ
と
で
ほ
の
め
か
し
た
よ
う
に
、
中
央
権
力
の
支
配
の
も
と
で
、
庶

民
は
政
府
の
命
令
が
頭
上
を
通
り
過
ぎ
る
の
に
じ
ゃ
ま
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
暮
ら
し
て
き
た
の

だ
。
世
界
中
の
ど
こ
で
も
、
わ
し
の
よ
う
な
中
国
生
ま
れ
が
な
に
か
や
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
生
活

が
得
意
な
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
中
国
人
は
商
売
上
手
な
の
さ
。
う
る
さ
い
主
義
を
言
わ
な
く
な

っ
て
、
ど
ん
な
色
の
猫
で
も
ネ
ズ
ミ
を
捕
れ
ば
よ
い
猫
だ
と
言
い
出
し
た
ら
、
み
ん
な
が
昔
の
や
り

方
を
思
い
出
し
て
ネ
ズ
ミ
を
追
い
始
め
た
。
官
僚
機
構
の
頂
点
が
皇
帝
か
総
統
か
共
産
党
か
は
、
猫

の
色
を
問
わ
な
い
の
と
同
じ
だ
。
お
っ
と
、
こ
う
言
う
と
皮
肉
が
過
ぎ
る
だ
ろ
う
ね
」 

「
そ
う
で
す
ね
。
現
在
中
国
が
世
界
の
国
々
に
文
句
を
言
わ
れ
な
が
ら
や
っ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の

延
長
上
に
と
ら
え
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
多
く
の
日
本
人
の
見
方
は
そ
う
で
す
よ
。
中
国
の
政
府
と

官
僚
は
昔
か
ら
の
帝
国
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る
。
商
売
の
得
意
な
金
持
ち
た
ち
は
、
そ
の
数
が
人

口
に
比
例
し
て
多
い
の
が
脅
威
で
す
が
、
昔
な
が
ら
に
巧
み
に
事
業
に
励
み
、
他
方
で
あ
い
変
ら
ず

広
大
な
地
方
に
貧
乏
な
暮
ら
し
を
強
い
ら
れ
て
い
る
庶
民
が
い
る
、
と
」 

「
ま
じ
め
に
言
え
ば
そ
れ
は
皮
相
な
見
方
だ
。
た
し
か
に
、
各
国
の
人
間
の
行
動
様
式
は
歴
史
的
に
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つ
く
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
世
界
が
緊
密
に
つ
な
が
っ
て
い
る
現
代
、
中
国
で
も
、
世
界
に
共
通
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
は
ず
で
、
ほ
ん
と
う
は
、
外
か
ら
見
え
な
い
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方

が
あ
る
と
思
う
ね
」 

「
え
え
、
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
に
し
て
も
、
日
本
人
と
中
国
人
の
あ
い
だ
で
落
ち
着
い
た
つ
き

あ
い
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
時
間
が
か
か
る
と
思
い
ま
す
」 

「
気
長
に
そ
れ
を
待
つ
の
さ
。
現
在
の
中
国
の
興
隆
を
冷
静
に
見
れ
ば
、
資
本
制
経
済
が
行
き
わ
た

っ
て
い
な
か
っ
た
賃
金
の
安
い
国
に
発
展
の
条
件
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
昔
日
本
人
が
、

今
で
も
そ
う
思
っ
て
い
る
者
も
多
い
が
、
自
分
た
ち
は
特
別
に
高
度
成
長
に
長
け
て
い
た
と
考
え
た

け
れ
ど
も
、
結
局
は
似
た
条
件
が
前
段
階
の
経
済
を
発
展
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
よ
。
日
本
と
く
ら
べ
て

分
か
る
こ
と
は
、
悪
条
件
と
見
ら
れ
て
い
た
国
が
大
き
く
て
人
口
の
多
い
こ
と
が
、
経
済
の
規
模
を

決
定
す
る
第
一
の
条
件
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
秦
嶺
の
村
人
の
第
四
話
は
、
中
国
で
起
き
た
こ
と

を
小
さ
な
寓
話
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
。
作
家
は
現
代
中
国
の
興
隆
を
覚
め
た
眼
で
見
て
い
る
の
だ

ろ
う
ね
。
老
生
に
な
っ
た
賈
平
凹
は
自
分
の
人
生
を
ふ
り
返
り
な
が
ら
、
中
国
の
社
会
と
そ
こ
で
の

人
間
の
生
を
遠
く
か
ら
眺
め
て
い
る
」 

 

「
と
こ
ろ
で
、
最
近
、
わ
た
し
は
『
世
界
国
勢
図
絵
』
と
い
う
の
を
読
み
ま
し
た
。
そ
の
統
計
の
数
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字
は
、
各
国
の
状
態
と
そ
こ
で
の
国
民
の
暮
ら
し
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
一
九
八
〇
年
代
の
『
世
界

国
勢
図
絵
』
と
く
ら
べ
て
み
た
ら
、
日
本
の
隆
盛
が
終
わ
っ
て
衰
退
期
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
一
目

瞭
然
で
し
ょ
う
。
日
本
人
の
わ
た
し
に
は
一
番
身
に
し
み
る
こ
と
で
す
。
今
、
首
相
や
日
銀
総
裁
が

ど
ん
な
言
葉
を
弄
し
て
も
無
駄
で
す
。
む
し
ろ
わ
た
し
は
、
人
口
が
日
本
の
半
分
し
か
な
い
英
国
が

ま
だ
経
済
統
計
で
そ
れ
な
り
の
数
字
を
出
し
て
い
る
こ
と
を
う
ら
や
ま
し
く
思
い
ま
す
。
現
在
の
日

本
が
や
っ
て
い
る
政
策
で
、
今
後
、
英
国
ほ
ど
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
か
心
配
す
る
か

ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
数
字
を
詳
し
く
見
る
と
、
英
国
の
国
民
が
フ
ラ
ン
ス
国
民
ほ
ど
の
分
配
を
受

け
て
い
な
い
こ
と
ま
で
分
か
り
ま
す
か
ら
、
日
本
が
米
国
や
英
国
の
真
似
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
も
心
配
で
す
」 

「
君
は
心
配
性
な
の
だ
ね
」 

「
え
え
、
心
配
性
で
す
よ
。
と
も
か
く
、
『
世
界
国
勢
図
絵
』
の
数
字
を
よ
く
見
て
い
る
と
、
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
と
ん
で
も
な
い
米
国
の
大
統
領
候
補
者
が
メ
キ
シ
コ
か

ら
の
移
入
者
を
非
難
す
る
の
を
聞
い
て
、
日
本
人
は
単
純
に
メ
キ
シ
コ
を
貧
し
い
と
思
う
の
で
し
ょ

う
。
で
も
、
経
済
統
計
の
数
字
は
、
こ
こ
数
年
、
メ
キ
シ
コ
の
工
業
生
産
が
急
に
上
向
い
て
い
る
こ

と
を
教
え
ま
す
。
経
済
は
ト
ラ
ン
プ
ほ
ど
単
純
な
ゲ
ー
ム
で
は
な
い
の
で
す
。
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、

そ
の
工
業
資
本
は
米
国
か
ら
注
入
さ
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
メ
キ
シ
コ
の
生
産
増
大
の
利
潤
の
大
き
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な
部
分
を
米
国
の
投
資
家
が
得
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
メ
キ
シ
コ
か
ら
米
国
へ
の
流
入
者
が
米

国
の
労
働
者
の
働
き
口
を
奪
っ
て
い
る
と
い
う
言
い
分
の
方
も
、
そ
の
安
い
労
働
者
が
米
国
企
業
の

競
争
力
の
下
支
え
を
し
て
い
る
わ
け
で
、
ウ
ォ
ー
ル
街
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
は
別
の
ゲ
ー
ム
を
し
て
い

る
の
で
す
。
メ
キ
シ
コ
の
生
産
増
大
は
北
米
自
由
貿
易
協
定
の
成
果
だ
と
宣
伝
さ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、

だ
れ
が
一
番
成
果
を
挙
げ
た
の
で
し
ょ
う
」 

「
も
う
一
つ
目
立
つ
こ
と
は
、
中
国
の
統
計
数
字
が
、
ほ
と
ん
ど
の
分
野
で
日
本
と
比
較
に
な
ら
な

い
ほ
ど
の
規
模
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
？
」 

「
そ
う
で
す
。
改
革
開
放
以
来
の
経
済
発
展
で
中
国
の
工
業
統
計
は
大
き
く
伸
び
た
の
だ
と
い
う
こ

と
が
確
認
で
き
ま
す
。
日
本
人
は
そ
れ
を
見
な
い
よ
う
に
し
て
き
た
の
で
す
ね
。
で
も
、
全
体
的
に

見
て
気
づ
く
こ
と
は
、
工
業
分
野
以
外
で
中
国
の
統
計
数
字
は
も
と
も
と
大
き
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
す
。
一
人
当
た
り
で
見
れ
ば
数
字
は
大
き
く
な
く
て
も
、
国
土
が
広
く
て
人
口
が
多
い

か
ら
、
農
業
生
産
な
ど
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
す
ね
。
資
源
だ
っ
て
そ
う
で
す
。
今
、
鉄
鉱
石
な
ど

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
大
量
に
輸
入
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
対
中
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど

で
す
が
、
中
国
に
も
鉄
鉱
石
そ
の
他
の
資
源
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
開
発
が
遅
れ

て
い
る
だ
け
の
話
な
の
で
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
合
州
国
が
大
国
と
し
て
の
中
国
を
意
識
し
て
い
る
こ
と

が
よ
く
理
解
で
き
ま
す
」 



24 
 

「
な
る
ほ
ど
。
や
っ
と
、
君
の
話
が
先
ほ
ど
来
の
わ
れ
わ
れ
の
話
に
つ
な
が
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
」 

「
は
い
、
わ
た
し
た
ち
は
四
方
山
の
話
を
し
て
き
た
の
で
す
が
、
賈
平
凹
の
す
る
物
語
を
巡
っ
て
で

し
た
。
そ
れ
が
ほ
の
め
か
し
て
い
る
の
は
、
『
山
海
経
』
の
見
方
に
倣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
『
山
海
経
』
は
、
中
国
と
呼
ば
れ
る
中
心
地
か
ら
、
遠
く
四
方
を
眺
め
て
山
や
海
と
そ
こ
の
資

源
や
動
植
物
を
叙
述
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
『
老
生
』
は
そ
の
眺
め
方
か
ら
人
間
た
ち
を
描
き
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
わ
た
し
は
、
『
世
界
国
勢
図
絵
』
を
読
ん
で
、
あ
あ
、
こ
れ
が
現
代
の
『
山
海
経
』

だ
と
思
い
当
た
っ
た
の
で
す
。
今
や
す
べ
て
の
人
間
が
世
界
は
グ
ロ
ー
ブ
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
中
つ
国
は
球
面
上
の
ど
こ
で
も
よ
い
の
で
す
。
中
国
の
達
成
も
次
の
フ
ェ
イ

ズ
に
入
っ
て
新
た
な
物
語
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
世
界
中
の
老
生
の
観
る
「
第
五
話
」

は
そ
う
い
う
球
面
上
の
「
山
海
」
で
起
き
る
人
間
た
ち
の
物
語
に
な
る
で
し
ょ
う
」 

「
ほ
お
ー
、
君
も
そ
う
い
う
大
演
説
を
や
る
の
だ
」 

「
え
っ
」 
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十
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