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既
に
諮
ぺ
た
如
く
国
々
一
載
の
勃
興
は
、
爪
唾
及
び
覇
権
の
確
立
せ
る
諸
島
の
他
の
地
方
に
於
け
る
印
度
教
の
主
権
の
喪
失
&
時

を
同
巴
う
し
て
ゐ
る
。
印
度
敬
一
の
影
響
は
偉
大
で
る
っ
た
か
も
知
れ
註
い
が
、
寓
有
霊
魂
の
思
想
は
、
候
面
の
下
に
か
く
れ
て
枇

曾
の
凡
ゆ
る
階
続
に
存
績
し
国
々
教
の
如
き
一
一
神
教
の
教
義
は
、
信
仰
&
生
活
の
同
化
を
費
す
と
主
に
成
功
し
た
か
っ
た
。
し
か

し
と
れ
は
賓
は
第
一
目
的
で
も
怠
け
れ
ば
究
極
の
目
的
で
も
危
く
、
た
る
べ
く
迅
速
詮
方
法
で
出
来
る
だ
廿
信
者
の
敷
を
靖
加
し

よ
う
&
い
ふ
の
が
主
た
る
目
・
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
宗
教
々
育
は
時
聞
の
問
題
?
あ
っ
た
の
で
る
る
。
と
の
種
の
布
教
方
法
は
必
然

的
に
、
図
々
教
が
そ
の
教
義L
C
律
法
を
民
衆
に
押
付
け
る
主
い
ふ
現
般
に
遁
臆
し
た
も
の
で
怠
け
れ
ば
た
ら
た
か
っ
た
。
そ
と
で

鷺
言
者
の
鼻
酉
固
た
信
仰
は
、
洗
練
さ
れ
た
印
度
人
の
轟
術
作
品
に
は
手
を
鯛
れ
守L
て
、
寧
ろ
彼
等
自
身
の
創
作
物
の
中
に
そ

れ
を
取
入
れ
た
と
と
は
明
か
に
看
取
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
何
等
新
し
い
思
想
を
引
出
し
た
わ
け
で
は
た
く
、
そ
の
模
倣
も

j
.

従
来
既
に
あ
っ
た
も
の
主
比
較
し
て
、
美
し
さ
に
於
て
遁
か
に
劣
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
殆
ん
H
C間
断
た
き
職
撃
に
鯵
始
し
た
騒

然
た
る
十
六
世
記
は
、
文
化
及
び
文
畢
に
劃
し
て
何
等
貢
献
す
る
主
と
ろ
は
た
か
っ
た
。

政
治
的
方
面
に
沿
い
て
も
、
我
々
は
奮
態
依
然
た
る
も
の
を
見
る
だ
砂
で
、
何
等
り
革
新
も
た
か
っ
た
。
恰
も
そ
れ
は
印
度
人

旦‘官

@ 

EH 

司
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ず"r

の
建
設
し
た
事
業
が
、
既
存
の
礎
石
の
上
に
建
て
ら
れ
た
の
&
同
様
で
る
っ
た
。

ζ

の
事
賓
は
爪
睦
中
部
に
於
い
て
明
ら
か
に
見

ら
れ
る
が
、
乙
の
島
は
地
の
利
を
占
め
、
土
壌
豊
か
で
人
口
調
密
し
て
ゐ
た
語
蔭
で
、
全
世
紀
を
遁
巴
て
経
祷
的
意
味
で
も
、
政

治
的
意
味
で
も
、
諸
島
中
最
も
重
要
注
地
位
を
占
め
て
ゐ
た
司

十
六
世
記
聞
に
如
何
に
し
て
二
つ
の
重
要
注
園
が
勃
興
し
た
か
に
就
い
て
は
、
既
に
研
究
し
た
ー
ー
そ
の
二
園
&
は
、
島
の
西

部
に
於
け
る
パ
シ
テ
ン
、
中
部
及
び
東
部
の
マ
.
グ
ラ
ム
で
、
爾
園
の
人
種
は
宛
も
ベ
ル
ギ
ー
の
フ
ラ
ン
グ

1

ス
人
主
ワ
ル
l
y
人

主
が
ち
が
ふ
や
う
に
、
ス
シ
グ
人
主
爪
佳
人
主
ほ
人
種
的
に
栢
謹
し
て
ゐ
た
の
で
る
る
。
和
蘭
人
が
諸
島
に
来
た
昔
時
、
パ
シ
テ

シ
・
は
新
興
の
園
で
あ
っ
た
が
、
一
方
、
マ
グ
ラ
ム
は
以
前
の
マ
ジ
ヤ
バ
巳
ト
主
園
を
そ
の
・
ま

A

引
種
い
だ
も
の
で
、
そ
の
偉
統
を

維
持
し
て
ゐ
たJ
四
分
の
三
世
紀
を
過
ぎ
る
在
、
と
の
雨
宝
園
は
、
数
千
哩
を
隔
て
た
地
に
設
立
さ
れ
、
事
賓
上
東
洋
に
も
僅
か

た
兵
力
し
か
持
っ
て
ゐ
た
か
っ
た
東
印
度
曾
肱
怠
る
一
曾
舵
の
主
槽
を
認
め
ざ
る
を
得
危
い
や
ラ
に
た
っ
た

m円
で
あ
る
。

皐
た
る
商
業
的
企
業
か
ら
植
民
地
勢
力
へ
の
と
の
念
遮
註
護
展
経
過
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
冷
車
に
征
服
慾
の
観
鞘
か
ら
と

れ
を
見
る
と
・
と
は
嘗
を
得
た
も
の
で
た
く
、
元
来
和
蘭
人
も
イ
ギ

p

ス
人
も
原
則
的
に
は
領
土
披
張
に
つ
い
て
は
門
外
漢
で
あ
っ

.
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
守
征
服
者
主
た
っ
た
の
は
、
圏
内
外
の
反
劃
者
に
謝
す
る
自
己
保
存
の
必
要
の
結
果
で
あ
り
、
叉

と
れ
に
成
功
し
た
の
は
、
少
く
&
も
和
蘭
人
に
闘
す
る
限

h
p

、
第
一
に
彼
等
の
精
紳
的
並
び
に
物
質
的
準
備
が
優
れ
て
ゐ
た
騎
か

ら
説
明
す
べ
き
で
は
怠
〈
、
デ
イ
が
そ
の
名
著
'
「
爪
珪
に
於
け
る
和
蘭
人
」
に
於
い
て
指
摘
せ
る
如
く
、
土
戻
祉
舎
の
内
部
組
織

に
よ
っ
て
説
明
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
前
世
紀
後
半
以
来
、
行
政
上
に
現
れ
た
饗
化
は
極
め
て
重
大
で
る
っ
た
に
も
拘

8
4
y、さ

う
い
っ
た
内
部
組
織
は
十
七
世
記
に
於
け
る
主
伺
様
、
根
本
的
に
は
今
日
ま
で
鶴
脊
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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前
印
侵
略
史

一
一
回

と
の
聞
の
事
情
に
つ
い
て
一
一
清
正
確
危
認
識
を
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
嘗
時
の
土
人
主
園
の
構
成
に
通
暁
す
る
と
L
C

が
必
要

r 

で
、
と
の
目
的
の
た
め
た
は
?
タ
テ
ム
程
役
立
つ
も
の
は
た
い
の
で
あ
る
。

と
の
王
園
の
中
心
を
た
す
も
の
は
王
城

地
主
爪
睦
語
で
「
ネ
ガ
ラ
」
及
び
つ
ネ
ガ
ラ
・
ア
グ
シ
」
主
稿
す
る
そ
の
周
囲
を
取
巻
く
地
方
か
ら
成
っ
て
ゐ
た
。
乙
の
地
域
の

外
は
征
服
地
直
で
、
と
れ
は
海
岸
地
方
に
多
く
見
ら
れ
、
爪
睦
語
で

す
で
に
越
ぺ
た
や
う
に
、
と
の
園
は
聞
も
註
く
征
服
に
よ
っ
て
其
領
土
を
揖
大
し
た
ぺ

「
パ
シ
シ
ラ
シ
」
主
呼
ば
れ
て
居
h
p

、
.
「
マ
シ
チ
ヤ
・
ネ
ガ

ラ
」
ー
と
は
字
義
の
上
で
は
園
境
を
超
え
た
園
の
と
主
で
最
後
に
東
端
に
は
「
パ
ン
多
エ

I

タ
ン
」
主
て
、
瓜
睦
の
東
部
地
方
之
い

ふ
意
味
で
、
オ
ラ
ン
ダ
語
で
は
「
オ
1
ス
ト
フI
ク
」
左
云
っ
た
。
と
の
閣
は
勝
誇
っ
た
新
宗
教
之
古
い
宗
教
主
の
間
断
た
き
争

闘
舞
蓋
主
化
し
、
従
っ
て
圏
内
の
大
部
分
は
荒
麗
し
果
て
L

人
口
も
稀
薄
で
る
づ
た
。

. 

「
ネ
ガ
ラ
・
ア
グ
ン
」
ほ
営
時
固
有
の
園
た
る7
グ
ラ
ム
本
土
を
包
含
し
て
居
り
、
そ
の
領
土
は
現
在
の
土
人
理
事
州
に
ま
で
伸

ぴ
て
居
h
v

、
前
世
紀
の
初
め
ま
で
は
、
爪
珪
の
庭
園
・
と
言
は
れ
る
ケ
ヅ
ー
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
た
J

「
マ
ン
チ
ヤ
・
ネ
ガ
デ
」
は
西
部
及
び
東
部
に
闘
境
を
持
ち
い
一
方
は
パ
ヂ
レ
シ
及
び
パ
ン
ユ

i
T

ス
、
他
方
は
マ
ヂ
ウ
シ
及
び

ケ
ヂ
よ
り
成h
p

、
そ
の
他
現
在
の
ス
ラ
パ
ヤ
及
び
レ
シ
パ
シ
州
の
南
部
に
る
る
ジ
ャ
パ
ン
及
び
ジ
パ
シ
た
る
小
直
域
主
、
セ
マ
ラ

ン
州
の
グ
ロ
ボ
ガ
ン
を
包
含
し
て
ゐ
た
。

プ
P

ア
シ
ガ
シ
の
東
部
も
少
く
主
も
大
部
分
は
マ
グ
ラ
ム
に
屈
し
て
居hp
、

一
方
西
プ
リ
ア
シ
ガ
シ
は
濁
立
園
の
パ
ン
テ
シ
及

び
チ
レ
ポ
ン
に
占
領
さ
れ
て
ゐ
た
。
し
か
し
とh
に
注
目
す
べ
き
は
、
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
の
土
人
理
事
建
は
康
範
囲
の
自
治
権
を
有

し
て
居
h
v

、
彼
等
の
君
主
に
劃
す
る
義
務
は
土
地
そ
の
も
の
に
就
い
て
主
同
様

v

全
く
重
要
た
も
の
で
は
た
く
、
ま
た
人
口
は
極

-、

子

‘ー

ベ?

~ 

, 
〆

め
て
稀
薄
で
、
依
然
主
し
て
遊
牧
を
好
ん
で
ゐ
た
&
い
ふ
と
主
を
忘
れ
で
は
怒
ら
た
い
。

王
は
金
王
園
の
最
高
の
君
主
で
あ
っ
た
が
、
し
か
も7
グ
ラ
ム
本
土
の
み
が
そ
の
直
轄
下
に
あ
る
有
様
で
.
、
柾
服
地
域
は
戦
ひ

に
勝
っ
た
王
族
の
支
配
に
任
さ
れ
そ
の
代
表
者
は
そ
れ
ん
\
濁
立
の
行
動
を
し
て
ゐ
た
。
従
っ
て
、
彼
等
は
事
質
上
そ
の
領
土
の

鼻
の
支
配
者
だ
っ
た
の
で
る
る
。
と
れ
等
の
小
土
侯
剖
ち
「
。
で
ハ
チ
1

」
は
「
.
ハ
ン
グ
ラ
ン
」k

い
ふ
種
競
を
持
っ
て
ゐ
て
、
土

民
の
篇
政
者
主
本
園
に
於
け
る
権
力
者
主
を
好
ん
で
比
較
し
た
が
る
和
蘭
人
は
、
乙
の
小
土
侯
を
土
人
理
事
主
呼
ん
で
ゐ
た
。

「
ベ
バ
チ1
」
が
権
限
外
の
行
動
に
出
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
彼
等
は
王
の
探
遺
し
た
代
表
者
の
監
醜
を
受
け
て
ゐ
た
。
「
ベ
.
ハ

チ
I
L
も
そ
の
従
臣
も
共
に
地
方
の
代
表
者
で
、
と
れ
に
隷
属
す
る
下
続
行
政
官
吏
は
、
そ
の
直
接
の
上
伎
が
行
政
、
財
政
、
司

法
関
係
事
項
に
就
い
て
行
使L
た
L
C同
様
主
権
力
を
典
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。乙
れ
に
闘
し
て
ラ
フ
ル
ズ
は
弐
の
如
く
い
っ
て
ゐ
る

が
、
そ
れ
は
大
睡
に
於
て
営
を
得
た
言
葉
で
る
る
。
『
凡
て
の
官
吏
は
自
分
よ
り
以
下
の
者
に
聾
し
て
は
無
限
の
権
力
を
持
っ
て

ゐ
る
が
、
彼
自
身
は
君
主
や
大
臣
の
集
紛
れ
た
意
志
に
服
従
す
る
の
で
る
る
』

ま
た
、
デ
イ
の
い
ふ
主
と
ろ
に
よ
れ
ば
弐
の
通
り
-
で
あ
る
。
『
官
吏
の
他
の
一
圏
が
地
方
行
政
を
捨
賞
し
て
居

h
y
、
更
に
大
勢
の

属
官
を
従
へ
た
二
人
の
高
官
が
、
全
地
方
官
を
統
御
し
日
々
の
報
告
を
中
央
に
提
出
す
る

L
C
い
ふ
や
う
に
た
っ
て
ゐ
た
。
他
の
官

〆

吏
と
は
全
然
濁
立
し
た
二
人
の
徴
税
役
人
が
そ
の
上
役
か
ら
任
命
さ
れ
て
各
町
村
に
訳
語
さ
れ
た
。
統
治
組
織
が
充
分
緊
密
で
は

訟
か
っ
た
か
り
如
く
、
主
圏
全
僅
は
幾
つ
か
の
地
直
に
分
け
ら
れ
、
と
与
に
は
王
家
か
ら
祇
遣
さ
れ
た
多
数
の
隠
容
が
入
り
と
ん

で
、
そ
の
地
の
般
況
を
監
視
し
、
必
要
に
鹿
ヒ
て
は
何
時
如
何
た
る
場
所
に
も
入
り
得
る
樺
利
を
持
っ
て
ゐ
た
。
彼
等
は
最
高
位

。
王
族
を
も
調
査
し
、
事
件
の
経
緯
に
閲
し
て
中
央
に
報
告
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
か
っ
た
。
と
れ
等
の
隠
密
が
非
常
に
恐
れ
ら
れ
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蘭
印
侵
略
史

一
一
六

憎
ま
れ
て
ゐ
先
に
つ
い
て
は
理
由
が
あ
る
己
主
デ
イ
は
続
け
℃
ゐ
る
。
『
全
組
織
は
明
ら
か
に
唯
一
の
目
的
を
以
て
構
成
さ
れ
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。
唯
一
の
目
的
主
は
何
事
を
か
成
さ
んLCす
る
の
で
は
ゑ
く

L

て
、
何
事
か
成
さ
れ
る
の
を
防
守
主
い
ふ
と
ど
で

あ
・
っ
て
、
と
れ
は
疑
惑
主
恐
怖
か
ら
出
費
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
』

と
れ
が
以
前
海
岸
諸
侯
の
領
土
で
あ
っ
た
海
岸
地
方
に
於
け
る
行
政
組
織
で
あ
っ
た
が
、
と
れ
等
海
岸
地
方
は
東
印
諸
島
各
地

及
び
外
地
主
の
股
賑
主
貿
易
に
よ
.
り
隆
昌
を
極
め
て
ゐ
て
、
王
圏
内
で
は
翫
隷
最
重
要
注
地
方
と
た
っ
て
ゐ
た
。
「
マ
ン
チ
ヤ
・
ネ

ガ
ラ
」
は
大
し
て
産
物
も
友
く
、
乙
の
地
の
土
人
理
事
は
王
廷
の
主
君
に
年
貢
を
納
め
る
に
あ
た
り
、
そ
の
地
の
特
殊
産
物
を
献

上
す
る
だ
け
で
彼
等
の
封
建
的
義
務
を
果
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
爾
儀
の
鈷
で
は
、
彼
等
は
極
め
て
高
度
の
自
治
権
を
持
ち
、

娩
然
滴
立
国
で
る
る
か
の
如
く
振
舞
っ
て
ゐ
た
の
で
る
る
。

王
の
直
轄
地
で
あ
る
「
ネ
ガ
ラ
・
ア
グ
ン
」
に
於
い
て
は
河
王
は
そ
の
王
族
や
貴
族
や
官
吏
に
土
地
の
所
有
を
詐
し
、
そ
の
土

地
の
産
物
は
、
そ
の
生
活
費
に
充
営
さ
れ
て
ゐ
た
。
L
か
し
と
れ
等
の
土
地
は
依
然
主
し
て
王
の
財
産
に
麗
し
、
そ
の
領
主
の
死

と
共
に
再
び
王
の
許
に
回
牧
さ
れ
る
も
の
で
、
領
主
の
子
供
が
と
れ
を
稽
い
だ
例
も
少
く
は
註
か
っ
た
が
、
原
則
的
に
は
世
襲
擢

が
註
か
っ
た
の
で
あ
る
。
領
地
の
檀
限
に
は
、
物
品
や
勢
役
や
現
金
で
税
金
を
徴
集
す
る
と
主
も
含
ま
れ
て
ゐ
た
が
、
現
金
主
い

ふ
も
の
が
非
常
に
少
か
っ
た
の
で
現
金
で
税
を
取
る
主
い
ふ
の
は
極
め
て
限
ら
れ
た
範
園
で
し
か
た
か
っ
た
。
従
っ
て
、
か
う
し

た
檀
利
の
行
使
は
、
住
民
の
不
法
搾
取
問
題
を
惹
起
す
る
と
L
C
L

友
っ
た
の
は
明
ら
か
巧
あ
る
。

「
ネ
ガ
ラ
・
ア
グ
ン
」
の
貴
族
遣
は
玉
城
内
に
起
居
し
て
ゐ
て
、
普
通
一
週
に
三
回
王
が
民
衆

O
前
に
事
を
現
は
す
時
隠
は
、
必

歩
と
れ
に
敬
意
を
梯
ふ
た
め
に
現
れ
ね
ば
た
ら
訟
か
っ
た
。
怠
慢
者
は
主
の
不
興
を
招
き
、
そ
の
結
果
は
自
分
の
地
位
は
勿
論
生

命
さ
へ
危
険
に
曝
さ
れ
た
。
元
来
、
か
う
し
た
制
度
の
目
的
・
た
る
も
の
は
、
い
ふ
ま
ず
も
た
く
、
遁
酵
を
避
け
大
逆
を
防
ぐ
た
め

り
統
治
カ
の
強
化
に
あ
っ
た
の
で
る
る
。
凡
て
の
貴
族
が
規
定
以
上
の
軍
隊
力
を
持
つ
と
と
を
許
さ
れ
註
か
っ
た
理
由
も
、
ゃ

fは

り
か
う
し
た
懸
念
が
あ
る
た
め
で
あ
っ
て
、
し
か
も
王
は
そ
の
財
政
に
膳
巳
て
軍
隊
を
持
っ
て
ゐ
た
。

王
の
補
任
に
る
た
る
者
主
し
て
は
、
宰
相
が
居
り
、
伎
は
「
ベ
パ
チI
・
グ
ラ
ム
」
或
は
「
ラ
デ
シ
・
ア
ヂ
パ
チ
」
或
は
オ
ラ

ン
ダ
語
で
、
、
&
ぽ
げ
車
問
自
営
♂
之
・
い
ふ
稿
競
を
持
っ
て
居
り
、
首
都
に
居
住
し
て
ゐ
る
金
官
吏
は
園
家
及
び
任
地
の
事
務
を
見

怠
け
れ
ば
ゑ
ら
た
か
っ
た
。
王
主
同
様
に
、
外
廓
地
方
の
土
人
理
事
も
「
バ
チ
I

」
主
呼
ぶ
大
臣
を
持
っ
て
ゐ
た
。
執
行
権
を
賦

奥
さ
れ
、
賓
際
に
統
治
に
あ
た
っ
た
の
は
、
か
う
い
っ
た
官
吏
で
る
っ
て
、
一
二
の
優
れ
た
人
物
を
除
い
て
は
、
大
健
に
於
て
王

や
小
土
侯
は
皐
に
木
偶
に
過
ぎ
歩
、
彼
等
は
後
宮
や
狩
機
舎
や
饗
宴
等
に
浮
身
を
や
っ
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
バ
チ

l

」
は
責
務
に
営
る
人
で
あ
り
、
園
家
の
金
行
政
機
闘
の
支
柱
主
た
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

既
に
越
ぺ
た
如
く
、
行
政
上
の
職
権
は
最
高
官
吏
か
ら
そ
の
配
下
へ
、
更
に
最
下
叡
の
官
吏
?
と
、
そ
の
ま

L

移
管
さ
れ
て
行

っ
た
。
か
う
し
た
樺
利
を
持
つ
者
は
絶
劃
的
服
従
&
隼
信
を
受
一
け
、
宣
利
を
博
し
て
ゐ
た
の
で
、
凡
て
の
者
が
と
の
官
職
に
就
く

と
L
C
に
一
生
懸
命
で
る
っ
た
。
陰
謀
や
そ
の
他
の
卑
し
む
べ
き
手
段
を
弄
し
た
ば
か
り
か
、
犯
罪
ま
で
も
犯
し
て
羨
望
の
的
で
あ

・
る
と
の
地
位
を
獲
得
し
よ
う
之
し
た
。
モ
シ
テ
ス
キ
ユ
「

1

は
『
擢
力
を
持
て
る
者
は
.
と
れ
を
濫
用
し
勝
ち
で
あ
る
』
左
一
去
っ
た

が
、
と
の
地
既
ぎ
と
の
言
葉
が
あ
て
蹴
る
L

乙
と
ろ
は
た
か
っ
た
。
職
権
は
専
断
的
に
行
使
さ
れ
、
時
・
と
し
て
は
苛
酷
に
過
ぎ
る
と

-
主
も
る
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
け
で
も
王
は
脳
裡
に
浮
ル
だ
集
ま
ぐ
れ
を
平
気
で
や
り
、
そ
れ
が
如
何
に
非
難
さ
る
べ
き
事
柄
で
あ

つ
で
も
、
彼
が
至
上
で
る
る
限
夕
、
反
謝
を
受
け
る
恐
れ
も
訟
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
と

L

に
そ
の
著
し
い
例
主
し
て
、
特
にJア

第
五
掌
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関
印
侵
略
史

イ
の
名
著
か
ら
引
用
し
て
見
ょ
う
。
外
園
の
著
作
か
ら
引
用
す
る

ζ
主
位
、
不
公
平
で
あ
る
是
の
疑
惑
を
一
掃
す
る
で
あ
ら
う
・

そ
の
著
の
十
三
頁
自
に
弐
の
や
う
た
一
簡
が
あ
る
。
『
王
按
内
に
於
け
る
凡
て
白
事
は
、
王
個
人
の
意
の
ま

j
行
は
れ
た
。
貴
族

一
一
八

緯
は
、
た
ど
の
一
言
で
彼
等
を
磁
波
に
陥
れ
る
と
主
の
出
来
る
王
の
機
嫌

ι損
ね
註
い
や
う
に
、
職
三
脱
々
た
る
有
様
で
、
王
の

機
嫌
を
'
と
り
結
ぶ
衝
を
、
日
夜
研
究
す
る
主
い
ふ
有
様
で

j
uっ
た
。
あ
る
日
一
王
が
和
蘭
政
府
の
代
表
フ
ァ
ン
・
ゴ

1
2ン
の
護

衛
兵
を
呼
べ
之
命
令
し
た
と

Lと
が
る
る
が
、
と
の
時
特

ι挙
と
い
っ
て
名
指
さ
-
な
か
っ
た
。
す
る
と
、
忽
ち
に
し
て
へ
一
、
一
一
一
百
人

の
貴
族
主
我
と
そ
君
命
を
某
さ
ん
も
の
在
、
六
人
の
兵
卒
を
呼

f
行
く
た
め
に
、
押
し
合
ひ
へ
し
合
ひ
し
て
飛
び
出
し
て
行

っ
た
。
ま
た
或
る
時
に
ι、
王
が
ゴ
l
z
y

の
従
者
の
一
人
を
召
し
た
時
、
貴
賎
貧
富
を
聞
は
や
パ
ン
ダ
ラ
シ
を
除
い
て
金
王
城

の
者
が
、
彼
ゆ
後
を
迫
ひ
、
案
内
役
を
つ
主
め
よ
う
主
し
て
、
混
雑
の
た
め
に
息
が
つ
け
た
い
程
だ
っ
た
。
王
は
さ
す
が
に
突
っ

た
が
、
い
か
に
も
そ
の
場
の
光
景
は
滑
稽
で
、
ま
る
で
喜
歌
劇
の
一
場
面
を
岡
地
は
せ
た
。

し
か
し
、
喜
歌
劇
も
本
物
の
酪
府
を
舞

蓋
上
乏
し
て
演
ぜ
ら
れ

L
ぽ
、
重
大
事
件L
Cた
，
る
も
の
で
、
瓜
唾
玉
城
の
凡
て
の
出
来
事
は
蹴
ね
以
上
越
ぺ
た
ゃ
う
友
他
愛
の
た
い

い
一
一
転
討
訪
日
付
計
れ
い
引
均
投

J
H白
け

た
商
事
か
ら
、
弐
の
や
う
註
一
簡
を
抜
草
し
て
み
よ
う

o

『
諸
侯
は
人
民
を
統
治
す
る
に
営
っ
て
、
絶
艶
的
限
無
制
限
白
樺
力
を
揮

弘
、
彼
等
自
身
議
し
た
法
律
以
外
伝
法
律
去
か
っ
た
。
支
問
者
の
意
志
が
働
く
時
、
所
有
主
い
ふ
観
念
は
、
倒
へ
妻
子
の

所
有
と
い
ふ
と
&
さ
へ
、
土
人
に
は
許
さ
れ
て
安
か
っ
た
の
で
あ
る
』
更
に
筆
者

2
5

て
一
三
『
凡
で
は
唯
一
人
の
個
入

の
性
格
如
何
に
左
右
芯
れ
て
ゐ
た
。
そ
の
結
果
、
良
い
場
合
で
は
、
フ
ァ
ン
・
ゴ

I
Zン
の
記
越
中
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、

."¥ 

‘' 

宮
廷
内
に
は
男
は
一
人
も
泊
る
と
主
を
許
さ
れ
歩
、

五
)
王
の
ぞ
う
註
集
紛
れ
者
の
犠
牲
に
怠
る
の
が
人
民
で
あ
っ
た
。
多
く
の
場
合
、
爪
唾
の
支
配
者
逮
は
地
位
の
力
の
矯
に
・
「
狂

君
」
主
主
h
y

果
て
た
異
の
極
悪
人
で
る
っ
た
の
で
る
る
。
ア
グ
シ
の
後
纏
者
た
る
ア
マ
シ
ク
・
ラ
ッ
ト
は
二
寓
人
の
人
を
殺

L
て

王
座
を
纏
承
す
る
とL
C
を
明
ら
か
に
し
、
・
且
つ
そ
の
治
世
中
、
少
し
で
も
疑
ひ
の
る
る
者
を
片
端
か
ら
片
付
け
、
時
に
は
白
か
ら

手
を
下
じ
さ
へ
し
た
。
綾
の
妻
の
一
人
が
死
ん
だ
時
、
自
分
の
悲
し
み
の
相
伴
を
さ
せ
る
た
め
に
百
人
の
女
を
餓
死
せ
し
砂
、
女

い
で
臣
下
の
棄
や
娘
を
物
色
し
て
そ
の
中
か
ら
後
纏
者
に
た
る
や
う
た
美
人
を
探
L

求
め
た
。
』
筆
者
は
註
を
加
へ
て
臼
く
。
『
支

配
者
の
中
に
は
、
宮
廷
内
ピ
一
軒
の
家
を
建
て
、
そ
の
中
で
裸
女
主
虎
を
聞
は
せ
て
、

ζ

れ
を
見
物
L

て
喜
ん
だ
者
も
あ
る
』

更
に
タ
ラ
イ
グ
の
設
を
引
用
し
よ
う
。
『
現
代
の
著
諸
家
白
い
ふ
ん
』
と
る
に
依
れ
ぽ
、
ア
マ
ン
タ
・
ラ
ッ
ト
は
、
土
民
支
問
者
の

型
&
し
て
'
決
し
て
願
嘗
た
も
の
で
は
た
く
、
そ
の
放
埼
に
つ
い
て
は
和
蘭
人
が
異
の
責
任
を
負
ふ
べ
き
で
あ
る
を
い
ふ
。
何
故
た

ら
、
若
し
外
園
人
の
櫨
力
に
よ
っ
て
脅
さ
れ
て
ゐ
た
か
っ
た
ら
、
人
民
は
営
然
彼
を
遁
ひ
出
し
て
し
ま
っ
て
ゐ
た
で
る
ら
う
ん
』
い

ふ
の
で
る
る
。
と
の
著
越
家
は
現
代
和
蘭
政
府
花
見
出L
た
依
騎
を
基
礎
主
し
て
、
精
々
悲
観
的
危
観
察
を
下
し
て
ゐ
る
様
ひ
が

一
寓
人
の
女
の
中
に
唯
一
人
寝
も
ん
主
い
ふ
ア
グ
シ
ハ
一
ム
ハ
一
一
一
一

l
l
l

一
六
四

b
h
Y
3時
k

し
て
は
、
支
配
者
の
更
迭
に
よ
っ
て
土
民
が
利
す
る
&
と
ろ
が
る
る
か

E

う
か
も
疑
ふ
&
い
ふ
ゃ
う
た
傾
向
を
持
つ

で
ゐ
る
。
彼
の
一
宮
ふ
や
う
に
、
悪
い
外
園
政
府
は
良
い
土
民
政
府
よ
り
良
く
た
い
主
い
ふ
と

L
C
は
事
責
で
あ
る
・
そ
の
い
ふ
記
乙

ろ
は
認
む
べ
き
で
る
h
y

、
ア
マ
ン
ク
・
ラ
ッ
ト
が
極
端
た
型
で
あ
っ
たι
い
ふ
と
L
C
も
ま
た
本
営
で
あ
ら
う
1
一
し
か
も
、
土
民
園

~-

, 
J 

-、

の
年
代
記
を
検
討
す
る
時
、
良
い
支
醍
者
主
い
ふ
も
の
は
例
外
的
存
在
で
、
-
最
良
の
型
の
土
人
に
取
っ
て
も
櫨
力
を
濫
用
す
る
誘

惑
ば
相
営
に
強
か
っ
た
し
、
ま
し
て
後
宮
で
育
っ
た
王
ピ
&
つ
て
は
更
に
強
か
っ
た

k

い
ふ
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
良
い
支

第
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は
け
リ
バ
時
科
目
日
げ
れ
ば
じ
リ
ゴ
刊
誌
は
…
て
ゐ
た
』
『
と
れ
等
南
極
端
の
中
聞
に
セ

持
組
出
川
県
出
町
詰
山

れ
て
ゐ
る
様
左
場
合
に
在
っ
た
ら
、
彼
は
か

a
Aる

悪
勢
力
に
劃
し
て
は
一
般
に
無
力
で
る
っ
た
。
後
宮
に
於
て
は
、
凡
ゆ
る
種
類

蘭
印
侵
略
史

一
二O

の
隠
謀
や
好
計
が
仕
組
ま
れ
一
高
官
は
自
分
の
目
的
を
遣
す
る
た
め
に
は
手
段
の
如
何
を
濯
ぽ
在
通
っ
た
。
嫡
子
が
稽
承
者
た
る

べ
く
父
の
生
存
中
に
決
定
さ
れ
る
の
が
習
慣
で
る
っ
た
に
も
拘
ち
で
王
革
委
空
襲
し
殊
原
因
企
た
っ
た

J
Iラ

ン
一
経
に
よ
っ
て
許
さ
れ
た
四
人
の
亙
棄
は
、
自
然
自
分
の
子
が
王
位
に
つ
く
と
之
を
願
ひ
、
妾
で
さ
へ
さ
う
い
っ
た
大
望
を
抱
〈

や
う
に
た
っ
た
。
暗
綾
や
毒
殺
は
か

L

る
場
合
目
的
達
成
の
た
め
の
通
例
の
乎
段
で
あ
り
、
従
っ
て
皇
太
子
が
突
然
不
可
解
妻

践
を
す
ι
・
と
い
ふ
ゃ
う
-
友
と
ゆ
」
は
、
決
し
て
珍

L
く
は
-
な
か
っ
た
。
同
様
た
悪
弊
は
、
ま
た
圏
内
続
事
を
惹
起
す
る
場
合
も
少

f

k

〈
、
隣
園
に
劃
し
て
無
法
議
ひ
を
挑
む
ゃ
う
た
と
主
に
も
た
つ
た
。
例
へ
ぽ
、
東
部
瓜
唾
長
け
る
印
度
人
に
劃
し
て
仕
掛
、

.. 

げ
ら
れ
た
職
ひ
の
如
き
は
、
不
幸
た
園
民K
L
C
っ
て
極
め
て
悲
惨
た
結
果
主
た
り
、
彼
等
は
洗
痛
た
諦
め
を
も
っ
て
自
分
の
宿
命

に
耐
え
・
な
け
れ
ば
ゑ
ら
た
い
の
で
あ
っ
た
。

若
し
パ
チ
ー
が
王
主
総
つ
ど
き
の
者
で
あ
る
場
合
、-生
涯
職
務
に
就
い
て
ゐ
た
の
で
、
年
を
L

と
り
過
ぎ
て
老
衰
に
陥
り
、
自

分
の
檀
力
を
保
持
出
来
た
い
や
ろ
註
場
合
も
砂
く
は
た
か
っ
た
。
ま
た
バ
チ
ー
が
儀
り
家
筋
の
よ
く
た
い
貴
族
出
身
で
、
王
の
恩

寵
に
よ
っ
て
か
L

る
高
位
に
つ
く
L
C
い
い
ふ
ゃ
う
た
と
主
も
度
々
・
あ
っ
た
。
か

a
A

る
場
合
、
伎
は
一
生
涯
高
い
家
柄
の
貴
族
の
嫉
妬

主
聞
は
ね
ぽ
た
ら
た
か
っ
た
。
任
命
に
あ
た
っ
て
決
定
的
訟
と
L
C
は
、
高
貴
の
出
で
あ
る
か
王
の
寵
愛
を
受
け
て
ゐ
怠
け
れ
ば
た

ら
た
か
っ
た
の
で
、
相
互

D
嫉
闘
は
物
凄
く
疑
惑
の
耳
を
敬
て
た
り
不
信
を
行
ふL
C
い
ふ
ゃ
う
た
扶
態
に
陥
る
の
が
常
で
あ
っ

・
た
。
官
吏
の
組
織
は
矯
政
者
の
依
騎
を
矯
正
す
る
主
い
ふ
之
と
る
が
た
く
、
骨
ろ
高
位
の
人
の
機
嫌
を
在
る
た
め
に
種
々
伝
術
策

を
弄
し
て
依
賭
を
増
長
さ
せ
る
主
い
ふ
風
で
る
っ
た
。
高
官
は
王
域
内
に
住
ん
で
居
り
、
そ
の
代
表
者
が
税
金
を
正
確
に
徴
牧
し

て
央
れ
さ
へ
す
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
満
足
し
て
ゐ
た
。
何
人
も
人
民
の
幸
掘
に
劃
し
て
何
等
の
注
意
も
梯
は
歩
、
民
衆
は
生
存
に
.

絶
封
に
依
く
べ
か
ら
ざ
る
物
以
外
は
凡
て
を
奪
は
れ
て
ゐ
た
の
で
、
・
働
か
う
主
い
ふ
集
力
は
註
〈
、
営
然
の
結
果

L
と
し
て
田
畑
は

大
部
分
省
ら
れ
た
い
の
で
あ
っ
た
。
窃
盗
や
強
盗
は
い
か
に
巌
罰
を
も
っ
て
臨
ん
で
も
日
常
茶
飯
事
の
と

-
K
L

し
て
横
行
し
て
ゐ

た
。
高
官
自
身
が
そ
れ
に
加
携
し
、
悪
事
を
賦
認
し
て
ゐ
る
以
上
、
如
何
主
も
す
る
と
主
が
出
来
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
家
畜
は

市
場
で
費
賀
さ
れ
る
と
ん
』
に
た
っ
て
ゐ
た
が
、
と
れ
ば
出
来
る
だ
け
強
盗
を
避
け
る
手
段
で
あ
っ
た
り
で
あ
る
。

世
情
が
一
般
に
不
安
で
、
闘
所
や
市
場
を
設
け
て
重
税
を
課
し
、
且
ワ
道
路
不
足
の
た
め
に
、
物
資
の
職
選
は
水
路
に
上
る
か

人
畜
の
力
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
守
、
物
資
の
交
易
は
園
滑
に
行
は
れ
た
か
っ
た
。
か

a
iる
悪
傑
件
の
結
果
主
し
て
一
般
住
民
の
生
活

第
五
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蘭
印
侵
略
史

と繭は
いの 1首

ふた語
罫め的
c' t亡1ì
あ或地
つ地方
'k方圏
w で黛

更はる
に能 7k
ー僅準
般主以
人疾上
島病に
かの上
ら原?る
英図
大主主
主主訟は
利り出
調、来
を他た，
担方か
耐とつ

的れ?を
にらの
収の?

立惨あ
τ 踊る
.主，。

近受遺
接げ臨

t 地て示

方ゐ足
主訟は
1商いー
ま地方
す方で
」ヒでは
いは牧
ふ食穫
弊物不
害の良
に趨や
も剰鞍
陪.を争
り*
勝す惨

一ー.守.
ー
ー

、

か
純
一
日
比
持
鮮
日
仁
詩
諸
凡
打
持
て
み
よ
う
。
そ
の
大
部
分
は
?

九
月
日
付
辻
生
活
を
季
、
主
主
し
て
識
や
漁
に
よ
っ
て

U計
を
た
て
、
土
地
の
地
味
が
痩
せ
て
ゐ
て
も
そ
の
産
物
だ

詰
江
出
山
出
副
部
っ
部
一
部
出
町

主
時
計h
H
H
U
幻
村
山
河
内
一
。
り
げ
、
且
っ
と
れ
等
の
土
地
は
原
始
的
の
小
道
具
し
か
使
用
し

い
は
お
お
お
い
お
詩
汗
品
開
封

, 

ワ
l

」
〈
濯
概
さ
れ
た
水
田
)
の
擦
張
に
あ
た
っ
て
、
努
力
不
足
の
た
め
に
甚
し
い
困
難
に
営
面
す
る
の
も
、
と
の
聞
の
風
習
を
物

語
る
も
の
で
る
る
。
併
し
前
越
の
方
法
は
重
大
悲
扶
勤
を
持
っ
て
ゐ
て
、
簸
を
襲
梯
ふ
た
め
に
贋
大
た
森
林
地
帯
を
潰
誠
せ
し
め

る
と
主

L
K
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
惑
結
果
と
し
て
と
の
種
の
消
耗
的
で
荒
慶
的
た
耕
作
を
倖
ふ
と
主
L

た
る
の
で
あ
る
。
更
に

叉
、
文
明
の
護
達
は
と
の
種
の
原
始
的
方
法
に
よ
っ
て
障
害
を
受
け
、
従
っ
て
謹
翫
水
田
の
樟
明
大
に
伸
び
、
土
人
は
従
来
の
遊
牧

生
活
を
や
め
て
村
落
、
土
語
の
所
謂
コ
ア
サ
」
に
集
結
す
る
や
う
に
在
っ
た
。

「
サ
ワ
1

」
に
於
け
る
米
作
は
印
度
人
の
来
住
以
前
か
ら
既
に
行
は
れ
て
ゐ
た
と
主
は
一
騎
の
疑
ひ
も
註
い
事
責
で
あ
る
が
、

般
人
民
は
と
の
種
の
方
法
に
伴
ふ
筋
肉
般
労
働
を
厭
び
、
震
政
者
の
強
制
に
よ
っ
て
己
む
た
く
従
事
し
主
と
主
も
亦
事
賓
で
あ
る

s

一
般
を
訓
練

し
て
行
く
た
め
に
は
、
人
民
の
強
度
主
従
順
を
必
要
L
C
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
過
去
に
於
い
て
は
一
世
犯
に
亘
る
専
政
に
よ
っ
て
辛

ζ

の
話
、
中
部
・
東
部
爪
珪
に
於
け
る
如
く
最
も
専
制
的
主
政
府
の
治
下
に
あ
っ
た
地
方
で
は
、
「
サ
ワ

1

」
が
護
遣
し
「
J
7サ
」

が
興
っ
た
所
以
で
あ
り
、
他
の
地
方
で
は
、
向
島
の
西
部
に
於
け
る
が
如
く
歩
つ
L
C遅
れ
た
所
以
で
る
る1
更
に
、

p゚ ，く
ちも
濁到
立達
ししa

?と得
村ら
落れ
のた
支の
配で
擢る
がつ
J た
運沼否 。
布目

男か
貼 L

金 b
~ fJ.. 
告書
れ履

ゑ笑
2 霊
君主 るi
h 前
.は

ヨたい人
主嬰

害義
軌友

前世
の醐

翌欝
.ll・産

性と
を た喪
つ

失て
し ゐ
て

?と
し もま
つの
たで
。

、

乙
の
擢
利
は
久
し
い
聞
の
慣
習
に
根
ざ
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
不
毛
の
地
を
開
墾
し
た
者
は
誰
で
も
、
勢
働
の
成
果
に
劃

ず
る
捷
利
を
彼
自
身
並
び
に
そ
の
子
孫
の
た
め
に
保
有
し
、
‘
更
に
開
墾
さ
れ
た
土
地
の
所
有
は
世
襲
櫨
利
で
る
る
主
い
ふ
原
則
が

寧
重
さ
れ
る
と
主
に
た
っ
て
ゐ
た
の
で
る
る
。
移
住
部
落
の
建
設
者
は
、
そ
の
同
胞
か
ら
民
主
か
村
長

L
Cか
「
ペ
ケ
ル
」
k
し
て

認
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
原
則
&
し
て
と
の
役
目
は
死
後
そ
の
肉
親
者
の
一
人
に
移
さ
れ
る
と
主

h

た
っ
て
ゐ
て
、
若
し
終
身
俊
之
し

第
五
寧

ー土

民

組
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蘭
印
侵
略
由
民

、

ふ
ゃ
う
左
場
合
も
る
っ
て
時
々
と
の
地
位
を
充
す
た
め
に
代
り
の
者
が
選
ば
れ
る
や
!
左
例
る
.
、
そ
の
場
合
、
解
職
し
た

ま
普
通
の
村
号
し
て
コ
2
2

む
と
ど
在
る
の
で
る
る
。
一
般
有
馬
は
と
の
方
法
い
り
て
そ
の
利
益
が
最
も
よ
く

守
ら
れ
る
ι

思
ひ
、
古
来
の
震
に
基
い
た
規
則
の
維
持
が
、
外
部
勢
力
の
干
渉
妥
与
に
、
完
全
に
亙
営
化
さ
れ
る
之
考
へ

い
は
打
付
け
れ

V何
た
る
侵
犯
も
、
結
果
に
於
い
て
「

J
Z」
の
退
去
主
い
ふ
と

j
る
の
で
、
さ
う
い
っ
た

札
駅
前
知
的
目
指
能
川
目
立
野

-
-
-
周

三
世
組
前
に
は
瓜
き
れ
口
は
稀
薄
で
る
っ
た
の
で
、
土
地
主
い
す
の
は
如
何
に
地
味
豊
か
で
色
つ
で
も
と
れ
を
耕
す
芽
働

力
か
あ
っ
て
、
初
め
て
債
か
生
巴
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
凡
て
の
土
人
理
事
は
、
外
来
者
が
そ
の
領
内
に
移
住
ナ
る
や
う
に

日
行
許
制
け
持
hい
い
れ
れ
九
日
訪
日
け
と
と
も
ま
っ
た
。
と
れ
等
人
民
と
そ
豊
富

ぽ
或
る
土
人
理
事
州
の
領
内
に
他
の
土
人
理
事
領
も
る
る
と
い
ふ

2
2
ー
、
と
れ
を
重
ん
と
在
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ

相
互
の
F

た
っ
た
。
し
か
し
、
雨
者
は
互
に
相
依
存
し
て
ゐ
る
の
で
圏
わ
に
れ
話
れ
持
付
日
持

段
を
取
る
轄
に
行
か
註
い
と
主
を
了
解
し
た
も
の
で
あ
る
。

“' 

コ
ア
サ
」
は
村
民
の
小
屋
或
は
住
宅
及
び
そ
れ
に
属
す
る
土
地
か
ら
成
っ
て
ゐ
た
。
土
地
の
周
囲
に
は
垣
根
が
廻
ら
さ
れ
、
果
樹

や
野
菜
が
植
ゑ
ら
れ
て
ゐ
た
。
米
国
並
び
に
共
用
の
牧
場
や
猶
場
は
村
落
の
周
園
を
固
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。
元
村

L
C新
移
住
地

の
聯
繋
は
通
常
極
め
て
緊
霧
た
も
の
で
政
治
的
に
一
致
し
て
ゐ
た
が
、
そ
の
黙
は
英
領
印
度
に
於
け
る
分
村
主
同
様
で
る
っ
た
。

し
か
し
新
「
デ
サ
」
が
完
全
に
調
立
し
て
ゐ
る
場
合
も
る
り
、
昔
か
ら
非
難
の
儀
地
の
た
い
自
治
行
政
の
構
利
を
完
全
に
保
持
し
・

て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

コ
ア
サ
」
は
調
は
ぽ
共
和
政
瞳
園
家
を
小
型
に
し
た
ゃ
う
た
も
の
で
あ
・
っ
た
が
、
但
し
主
樺
は
嘗
然
と
れ
を
認
め
る
一
方
、
奮
来

の
習
慣
の
上
に
立
っ
た
市
民
擢
は
村
民
の
相
互
関
係
を
規
定
し
て
居
り
、
・
特
に
そ
れ
は
農
業
の
分
野
に
か
、
て
顕
著
で
あ
っ
た
。
中

部
瓜
唾
各
地
方
に
於
い
て
は
、
米
間
は
通
常
村
民
'
の
共
有
財
産
で
あ
っ
た
が
、
ス
シ
グ
諸
島
及
び
マ
ヅ
ラ
人
の
多
い
東
部
瓜
唾
の

大
部
分
に
沿
い
て
は
、
そ
れ
は
原
則
と
し
て
私
有
財
産
主
た
っ
て
ゐ
た
。
私
有
財
産
と
い
ふ
の
は
、
各
村
民
は
各
自
の
能
力
に
よ

っ
て
岡
地
を
割
営
て
ら
れ
、
そ
の
.
産
物
は
個
人
の
所
得
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
共
財
産
主
は
村
有
の
団
地
を
共
同
借
地
入
に

遁
宜
に
分
配
す
る
も
の
で
、
土
地
の
所
有
主
は
定
期
的
に
襲
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
家
屋
主
敷
地
は
い
ふ
迄
も
た
く
私
有
で
あ

っ
た
が
、
牧
場
や
森
林
や
猫
場
や
漁
場
は
執
れ
の
場
合
に
も
共
同
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
た
。

個
人
の
土
地
財
産
は
世
襲
ー
と
は
い
ひ
た
が
ら
長
い
間
に
公
共
財
産
に
襲
っ
て
行
っ
た
例
も
度
々
る
っ
た
?
か

L

る
場
合
「
デ

サ
」
の
義
務
、
中
で
も
第
一
に
賦
役
の
義
務
は
、
田
地
が
共
有
財
産
で
る
る
時
よ
り
も
平
等
に
村
民
の
聞
に
分
廿
ち
れ
る

L
C
い
ふ
'

車
純
友
理
由
か
ら
、
一
般
人
民
は
と
の
制
度
を
敷
迎
し
た
。
「
耕
作
制
度
」
の
時
代
に
鴬
政
者
が
共
有
財
産
制
度
を
強
く
固
執
し
た

理
由
は
と
L
Z

っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
耕
作
制
き
に
闘
し
で
は
第
二
巻
に
於
て
取
扱
ふ
主
し
て
、
と

L

で
は
と
れ
が
人
民
の
重

織
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荷
主
た
っ
た
事
だ
け
を
越
べ
て
お
〈
必
要
が
あ
る
@
其
他
に
闘
し
で
は
、
公
有
財
産
は
古
代
の
法
律
的
制
度
の
再
現
で
る
る
@
乙

主
を
指
示
し
て
ゐ
る
。
と
の
こ
穣
の
土
地
保
有
の
形
式
は
明
暗
南
面
を
持
っ
て
ゐ
る
が
、
土
地
@
私
有
財
産
制
ば
地
主
を
し
て
絶

え
守
自
分
の
岡
地
を
改
良
せ
し
め
る
や
う
刺
戟
す
る
利
鞘
が
る

h
y

、
と
れ
に
反
し
て
共
有
財
産
制
の
方
は
と
の
利
鞘
は
遥
か
に
低

下
す
る
の
で
あ
る
。
そ
と
で
過
去
七
十
年
の
問
、
政
府
は
共
有
制
を
私
有
財
産
制
に
改
め
る
と
主
に
努
力
し
つ
ど
貯
た

O
だ
@
併

し
、
一
般
人
民
に
圏
内
政
務
の
慮
理
を
思
ふ
ま
主
に
さ
せ
る
樺
利
を
保
留
し
て
ゐ
く
と
&
が
一
定
の
原
則
&
た
っ
て
ゐ
た
の
で
、

入
民
に
謝
し
て
は
些
一
か
の
強
制
も
加
へ
る
曹
に
行
か
主
か
っ
た
。
と
の
改
良
は
コ
ア
サ
」
閥
係
の
内
部
島
理
に
念
激
訟
費
化
を
必

要
・
と
す
る
で
る
ら
う
し
、
且
づ
、
極
端
に
保
守
的
危
人
民
は
偉
統
的
習
慣
か
ら
外
れ
る
と
&
を
全
く
喜
ぽ
怠
か
っ
た
の
で
あ
る
。

村
長
は
公
式
に
「
デ
歩
」
の
代
表
者
で
あ
り
、
住
民
の
租
税
支
梯
額
を
決
定
し
た
。
綾
が
「
デ
サ
」
の
震
に
働
く
種
主
し
て
、

彼
は
耕
作
に
趨
し
た
土
地
主
と
れ
の
耕
作
に
必
要
注
努
力
を
意
の
ま

L

に
す
る
と
&
が
出
来
た
。
彼
を
補
佐
す
る
者
に
は
、
村
の

長
老
や
書
記
や
一
般
村
民
が
あ
り
、
村
民
は
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
の
敬
律
に
闘
す
る
根
本
的
知
識
を
持
っ
て
ゐ
て
、
土
民
の
枇
舎
生
活

鱒
印
侵
略
奥

-
-
一
六

• 

を
高
度
に
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
「
デ
サ
」
は
一
種
の
自
治
国
躍
を
成
し
て
ゐ
て
、
内
部
慮
理
を
自
由
に
行
ふ
と
&
が
出
来
、
且
つ

租
税
を
正
し
く
支
掛
っ
て
さ
へ
ゐ
れ
ぽ
、
と
の
目
的
の
た
め
に
自
由
に
活
動
す
る
と
&
を
許
さ
れ
て
ゐ
た
。
村
民
の
中
に
は
他
よ

り
も
宮
裕
に
註
っ
た
も
の
も
出
て
来
て
、
貧
民
は
富
者
か
ら
賃
金
を
貰
っ
て
働
く
主
い
点
や
う
に
た
っ
て
来
た
が
、
階
畿
の
差
別

主
い
ふ
も
、
の
は
た
く
、
コ
ア
歩
」
の
行
政
制
度
は
本
質
的
に
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
で
る
っ
た
。
克
も
そ
の
貴
行
に
あ
た

h
y
、
地
方
役
人

の
低
綾
さ
の
た
め
に
弊
害
&
非
行
を
伴
っ
た
と
ι
は
己
む
を
得
ま
い
。

自
分
の
回
畑
を
持
っ
た
住
民
以
外
に
、
以
前
或
る
村
長
の
命
令
に
依
っ
て
開
墾
し
た
土
地
の
耕
作
に
あ
た
っ
て
ゐ
る
者
を
含
む

の
で
②
る
。
そ
れ
十
一
れ
の
問
題
で
あ
っ
て
よ
れ
は
結
局
質
量
龍
之
士
宮
揮
し
、
圏
内
行
政
に
闘
し
で
は
或
程

一
閉
山
市
原
作
況
時
混
同
し

る
。
か
Lる
采
一
地
の
所
有
者
は
、
生
計
を
立
て
る
方
法

ι
し
て
一
生
涯
非
封
建
的
危
領
地
植
を
持
っ
て
居
弘
、
土
地
の
譲
渡
や
如

何
た
る
権
力
の
行
艇
の
自
由
も
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
た
か
っ
た
。
さ
れ
ぜ
-
皮
阜
の
唯
一
の
目
的
は
可
及
的
に
自
分
の
領
地
内
か
ら
金
を

雪
乙
主
で
る
っ
た
の
で
あ
る
。
歯
内
行
政
干
裁
判
の
施
行
や
警
察
支
配
に
闘
す
る
権
利
は
、
大
臣
に
麗
し
、
乙
れ
が
補
佐
に

.
は
、
村
長
た
る
「

E
5」
や
「
F
Z互
に
至
る
上
下
の
侵
入
が
蛍
り
、
乙
れ
等
の
下
級
侵
入
は
領
主
主
中
央
政
権
の
代
表
者

民
投
日
付
ば
い
い
れ
れ
れ
目
、
わ
い
訪
れ
い
い

r
u
H
一dけ
れ
ば
い

あ
っ
た
か
も
知
れ
危
い
』
の
で
あ
る
・

、、

\, 
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に
利
用
す
る
と
と
が
彼
等
の
仕
事
で
る
っ
て
、
村
民
の
利
害
を
検
討
す
る
と
L
C
は
全
然
顧
ら
れ
た
か
っ
た
。
彼
自
身
が
コ
ア
サ
」

前
印
侵
略
史

居室密室E

に
麗
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
奥
へ
ら
れ
た
権
利
を
利
用
す
る
た
め
の
事
態
や
好
策
に
明
か
っ
た
。
か

L

る
制
度
は
悉
く
最
悪

晴
・

の
悪
人
主
・
な
る
機
舎
を
奥
へ
る
と
し
乙

L

た
り
、
一
度
ζ

の
役
目
に
就
い
た
者
は
、
最
大
の
利
益
を
搾
取
す
る
た
め
に
容
謝
も
た
く

職
権
を
濫
用
し
た
の
で
あ
る
。
更
区
、
采
地
は
正
式
に
登
記
し
て
も
た
け
れ
ば
樺
眼
を
限
定
し
て
も
ゐ
伝
か
っ
た
の
で
、
二
人
若

く
は
そ
れ
以
上
の
高
官
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
土
地
に
謝
し
て
税
を
課
す
る
主
い
ふ
や
ろ
註
例
も
一
一
丹
怠
ら
や
'
起

h
y

、
火
民
の
負
擦
は

い
よ
/
1

加
重
し
て
来
た
。
か
く
、
「
デ
サ
」
は
常
に
一
人
以
上
の
長
に
苦
し
ま
を
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
コ
ア
サ
」
の
長
が
十
分
に

税
を
取
立
て
た
い
や
う
た
時
に
は
、
も
つ
主
巧
撤
た
手
腕
を
持
っ
た
村
長
に
か
へ
ら
れ
る
や
う
た
場
合
も
屡
々
起

h

九
時
止
し
で

は
コ
ア
サ
」
の
長
が
年
に
二
回
も
三
回
も
饗
る
や
う
た
例
も
あ
っ
た
。
か
う
し
た
樺
力
の
濫
用
を
防
ぐ
た
め
の
法
的
手
段
は
全
然

た
か
っ
た
が
、
負
婚
の
加
重
の
た
め
に
生
存
す
ら
困
難
に
た
っ
た
時
に
は
、
人
民
は
も
っ
k

好
保
件
に
惑
ま
れ
た
土
地
を
求
め
て

つ
ア
サ
」
を
退
去
す
る
主
い
ふ
乙
主
に
た
っ
た
。
さ
う
い
っ
た
離
散
が
怖
し
い
ば
か
り
に
、
官
吏
の
食
埜
は
自
制
さ
れ
、
且
つ
自

治
の
「
デ
サ
」
を
掌
重
す
る
と
主
主
も
怒
っ
た
り
で
る
る
。
し
か
し
か
う
し
た
方
面
の
心
配
は
杷
褒
に
過
ぎ
歩
、
元
来
爪
睦
人
は

一

郷
土
を
愛
し
、
儀
程
の
と
主
が
'
た
い
限
り
そ
の
地
を
棄
る
ま
で
に
は
た
ら
た
か
っ
た
。

爪
唾
住
民
の
大
部
分
を
占
め
る
と
れ
等
非
特
権
階
叡
の
政
治
的
、
経
済
的
般
態
は
、
犬
躍
上
越
の
如
き
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
全

然
政
治
的
権
利
も
奥
へ
ら
れ
歩
、
・
凡
ゆ
る
種
類
の
重
荷
を
負
は
さ
れ
て
ゐ
て
、
最
も
苛
酷
極
ま
る
塵
政
の
許
に
生
活
し
て
ゐ
た

i

或
ひ
は
或
人
が
い
ふ
様
に
、
徒
ら
に
生
存
し
て
ゐ
た
&
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
分
ら
た
い
。
主
若
く
は
そ
の
代
表
者
が
正
し
い
と
・

裁
定
し
た
事
#
八
時
り
が
、
正
し
い
の
で
る
っ
て
、
さ
ろ
裁
定
し
た
方
が
自
分
建
に
好
都
合
で
る
る
か
ら
さ
ろ
し
た
ま
で
で
あ
っ
た
。

に分、分階I'C
至はを紙は?
っ農占の何一
て民め不等世
はでて王子の組
、あ居等曜の

主♀君主電信
者L スで‘則認 υ

1532il 
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品
正
民
間
一
汗
時
一
日
ベ
い
誌
は

佳
人
の
地
位
は
と
れ
よ
り
も
更
に
悪
〈
、
彼
等
は
忍
耐
も
焦
慮
も
知
ら
守
昏

k
kし
て
陸
り
つ
ピ
け
、
底
抗
の
気
力
さ
へ
杢
く
失

コ
一
九
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前
即
侵
略
奥

一
三O

び
果
て
-
A
ゐ
る
の
で
あ
っ
た
.

印
度
諸
島
の
住
民
は
大
小
無
数
の
島
に
散
在
し
、
人
種
的
・
た
饗
化
も
多
い
が
、
根
本
的
に
は
マ
レ

1

・
ポ
リ
ネ
シ
ア
ジ
の
一
種

族
に
し
麗
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
と
れ
は
一
般
諸
制
度
が
極
め
て
類
似
し
、
少
く
主
も
主
様
相
に
於
い
て
類
似
し
て
ゐ
る
理
由
を
説

明
し
て
ゐ
る
。
久
し
き
に
亘
る
統
治
は
爪
珪
に
於
け
る
如
く
人
民
の
性
格
及
び
言
語
に
ま
で
足
跡
を
留
め
る
や
う
に
註
り
、
而
も

古
代
制
度
は
如
何
怠
る
捷
化
が
起
つ
で
も
、
全
く
消
失
す
る
と
主
は
た
か
っ
た
。
爪
庄
の
西
部
、
或
ひ
は
統
治
の
期
聞
が
短
く
て

そ
の
痕
跡
を
捜
す
ま
で
に
行
か
た
か
っ
た
地
方
に
於
て
は
、
人
民
の
態
度
は
他
よ
り
も
自
意
識
が
強
く
、
固
有
の
制
度
が
よ
く
保

存
さ
れ
て
ゐ
る
。
住
民
が
暴
政
に
遭
は
註
か
っ
た
曹
と
か
、
奥
地
に
逃
避
し
て
そ
れ
を
兎
れ
る
の
に
成
功
し
た
&
い
ふ
地
方
で
は
、

と
の
傾
向
は
更
に
顕
著
註
の
で
る
る
。
例
へ
ぽ
、
メ
ナ
以
カ
パ
ウ
・
マ
レ

I

人
の
揺
鑑
の
地
た
る
ス
マ
ト
ラ
中
部
で
は
、
園
家
統

一
が
完
成
し
註
い
問
、
君
主
の
力
は
民
族
関
係
や
風
習
や
道
徳
に
謝
し
て
何
等
重
大
な
影
響
を
奥
へ
得
た
か
っ
た
。
更
に
、
土
語

の
「
ス
ク
」
た
る
部
族
の
隔
絶
し
た
生
活
は
、
久
し
い
間
「
コ
タ
」
邸
ち
そ
の
村
落
に
於
け
る
平
和
た
生
活
を
飽
す
と
主
は
た
か
っ

た
。
「
コ
タ
」
の
二
つ
以
上
が
結
合
す
る
主
m

「
ネ
グF
」
L

乙
呼
ば
れ
る
や
う
に
在
る
。
一
般
に
行
は
れ
て
ゐ
た
母
系
制
度
卸
ち
母

擢
制
度
は
、
吾
人
の
考
へ
る
や
ろ
怠
結
婚
を
認
め
歩
、
従
っ
て
一
車
位
主
し
て
の
家
族
は
存
在
し
た
か
っ
た
。
夫
主
妻
主
は
同
居

せ
守
し
て
、
各
自
の
家
族
主
持
に
生
活
し
て
ゐ
て
一
、
時
に
は
四
十
乃
至
六
十
人
に
及
ぶ
大
出
家
族
が
一
軒
の
一
家
屋
の
中
に
牧
容
さ

れ
、
妻
は
子
供
を
引
取
る
の
で
る
る
。
出
家
長
は
「
ベ
ン
グ

1

ル
」
之
呼
ば
れ
、
家
族
内
の
事
柄
を
悉
〈
鹿
理
し
、一方
最
古
参
家

族
の
長
が
「
ネ
グ
p

」
の
共
同
利
害
に
関
す
る
仲
間
同
志
の
舎
合
の
指
導
に
営
っ
た
-
さ
れ
ば
行
政
指
営
者
は
家
長
の
制
で
あ
り

品
目
…
出
出
時
一
昨
…
…
山
市
山
山
間

を
持
っ
て
ゐ
る
。

「
ネdq
p
」
は
唯
-
の
政
冷
車
位
で
あ
っ
た
。
政
府
は
圏
内
に
於
け
る
権
力
を
確
立
し
た
後
、
と
れ
等
の
複
雑
訟
諸
村
を
合
同
し

て
行
政
を
車
一
化
さ

2
し
た
が
、
爪
睦
の
制
度
を
故
意
に
憲
一
る
と

ιは
、
行
政
機
関
の
貴
族
的
形
態
を
好
ま
ね
一
般
人
民
に

各
地
方
の
長
官
は
車
に
政
府
の
代
理
人
之
し
て
考
へ
ら
れ
、

が
、
特
に
寧
敬
を
受
け
る
で
も
往
け
れ
ば
「
ネ
抗
'
」
の
内
政

r
干
渉
す
る
と
左
も
許
さ
れ
ゑ
か
っ
た

P

そ
の
命
令
は
服
従
の
義
務
が
あ
'
っ
た

歌
遇
さ
れ
て
ゐ
怠
か
っ
た
。

クνシ
に
於
て
は
王
冒
と
い
ふ
も
の
は
知
ら
れ
て
ゐ
守
、
且
つ
中
部
ス
マ
ト
ラ
の
甫
部
に
於
て
は
印
度
王
国

わ
け
げ
い
れ
い

γ
た
ま
、
れ
は
諸
島
の
他
の
都
分
で
も
同
様
で
あ
っ
て
、
乙
止
は
爪
珪
人
移
住
地
が
生
長
し
て
園
家

を
た
し
た
E
ろ
も
あ
っ
た
吋
し
い
し
爪
珪
島
以
外
に
於
け
る
小
宮
、
大
部
分

3
1
人
及
ア
ラ
ビ
ア
人
商
人
に
よ
っ
て
創
始

さ
れ
た
も
の
で
、
彼
等
は
河
口
に
居
を
定
め
、
共
虜
で
闘
税
を
徴
牧
し
し
土
着
の
住
民
を
柾
服

J、
奥
地
に
撤
逗
せ
ざ
る
限

3

ス
ラλ教
に
改
宗
せ
じ
め
た
。
乙
れ
は
ま
た
纂
奪
者
の
企
固
に
合
致
し
て
ゐ
た
も
の
で
、
彼
は
二
、
邪
敬
一
徒
を
麗
置
す
る

k

の
美

ιれ
れ
ド
ド
一
昨
日
れ
れ
れ
い
れ
一
る

ζ
kは、
と
の
著
作
書
の
埼
外
に
あ
る
。
絶
謝
君
主
園
か
ら
例
へ
，

一
一司
一
一
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ぽ
パ
Y
グ
に
以
前
る
っ
た
や
ろ
註
純
特
共
和
国
に
至
る
ま
で
、
小
園
は
千
種
寓
別
で
あ
っ
た
。

遭
俸
的
優
越
力
或
は
武
器
の
力

l
l

後
者
の
場
合
が
.
多
か
っ
た
が
ー
ー
に
よ
っ
て
、
土
著
の
人
民
を
統
治

L
て
行
か
う
&
す
る

時
、
櫨
力
は
麗
制
的
主
た
り
、
か
く
て
、
よ
り
強
力
訟
も
の
に
屈
伏
せ
し
め
ら
れ
血
ゃ
う
位
し
た
の
で
あ
っ
た
。

・
現
在
ま
で
の
問
、
.
蘭
領
印
度
領
の
半
分
以
上
は
自
治
を
行
っ
て
居

h
y

、
瓜
唾
の
面
積
の
七
バ
1

セ
シ
ト
は
依
然
主
し
て
小
王
国

よ
り
成
h
y
、
更
に
自
治
政
植
の
敢
は
馨
し
い
の
で
あ
る
。
人
口
敷
百
寓
に
達
す
る
も
の
も
る
れ
ぽ
、
欧
測
の
小
村
落
に
も
劣
る
も

の
も
あ
る
。
鼻
の
東
洋
風
た
生
活
を
諮
っ
て
ゐ
る
王
も
あ
れ
ば
、
そ
の
医
下
中
ゼ
も
最
も
下
綾
者
主
同
ヒ
や
う
に
貧
し
い
生
活
を

し
て
ゐ
る
者
も
る
る
。
し
か
し
今
は
凡
・
て
政
府
の
最
高
樺
力
を
認
め
、
土
地
主
人
民
の
踊
祉
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
&
考
へ
ら
れ

て
ゐ
た
個
人
の
構
力
に
劃
す
る
制
限
を
甘
ん
巴
て
受
け
る
や
う
に
危
り
、
従
っ
て
絶
謝
専
制
主
義
は
所
調
「
魯
豪
的
専
制
政
治
」

の
方
向
に
改
饗
ぢ
れ
て
来
た
。
と
れ
等
の
諸
制
限
に
就
い
て
は
、
這
っ
て
第
二
審
に
於
い
て
詳
越
す
る
と

L

己
主
し
て
、
此
慮
で
は

瓜
唾
の
諸
王
は
専
制
的
支
理
者
ぜ
る
っ
た
が
、
と
の
島
以
外
で
は
原
則
的
に
人
民
の
族
長
の
多
く
を
含
む
貴
族
の
曇
員
の
補
佐
を

受
け
て
ゐ
た
&
い
ふ
事
賓
を
越
ぺ
て
、
特
に
読
者
。
注
意
を
喚
起
し
て
治
く
に
留
め
て
暑
く
。
と
れ
等
の
委
員
の
勢
力
は
時
&
L

て
は
極
め
て
強
く
・
.
王
は
と
れ
等
の
同
意
た
し
に
は
如
何
た
る
重
要
在
庫
置
も
賓
行
す
る
力
が
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

，
し
か
し
、
大
裁
が
と
の
制
度
に
よ
っ
て
益
さ
れ
た
&
考
へ
る
の
は
早
計
で
る
っ
て
、
元
来
貴
族
令
族
長
は
王
自
身
よ
り
も
民
家

か
ら
搾
取
す
る
考
へ
が
少
か
っ
た
主
い
ふ
欝
で
は
決
し
て
た
く
、
ア
チ
エ
の
前
制
度
に
於
い
て
明
ら
か
た
如
く
、
事
る
王

k
h
p
も

茜
し
か
っ
た
場
合
も
少
く
は
た
い
の
で
あ
る
。
甫
部
セ
ν
ベ
ス
に
於
け
る
や
う
に
、
西
洋
の
封
建
制
度
を
惹
起
せ
し
め
る
如
き
政

治
組
織
を
持
っ
て
ゐ
た
&
と
ろ
で
は
、
極
め
て
好
ま
し
か
ら
ね
般
躍
で
あ
っ
た
。
幾
ら
か
の
領
地
上
の
義
務
を
負
ほ
さ
れ
て
ゐ
る

酋
岡
昭
・
侵
略
奥
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、

く
た
っ
た
。
か
く
て
誰
も
自
分
の
努
働
の
成
果
を
侭
詮
さ
れ
て
ゐ
ま
っ
た
の
で
、
進
ん
で
土
地
の
耕
作
に
あ
た
る
そ
怠
く
、

J
時
括
れ
れ
け
い
れ
戸
九

O年
フ
ア
シ
・

3
2

下
敷
授
の
筆
ぺ
、
最
近
ま
で
の

2

・
'

司
ガ
諸
島
に
於
貯
る
昧
態
が
よ
く
描
き
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
乙
の
著
者
空
会
三
年
か
ら
又
九
五
ま
で
上
越
の
地
方
の
駐
剖

官
を
し
て
ゐ
先
人
で
、
判
断
を
下
す
十
分
の
費
格
が
る
る
。
伎
の
書
よ
り
引
用
し
て
み
る

ι
l
i
『
土
民
は
主
や
貴
族
の
犠
牲
主

…
日
間
一
出
持
即
時
間
諮
問
治

日
ベ
リ
リ
ド
リ
リ
シ
人
の
主
が
十
断
に
乙
れ
等
の
諸
島
に
移
住
す
る
や
ろ
に
た
っ
た
頃
か
ら
、
貴
族
自
の
子
孫

J控
除
恐
る

ー
ーー

一一一一

や
う
に
た
っ
た
。
』
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三
程
度
に
ま
で
靖
加
し
、
同
時
に
彼
等
の
傍
若
無
人
事
警
行
篇
主
権
力
の
濫
用
を
倖
ふ
や
し
い
九
て
雪
。
と
れ
等
貴

族
出
身
者
の
忌
し
い
訣
鞍
か
ら
判
断
し
て
、
彼
等
は
二
三
の
例
外
除
雪
し
て
、
道
徳
的
に
も
知
的
に
も
大
家
よ
り
震
で
あ
つ

れ
わ
討
し
U十
日0
4の偉
統
的
た
悪
徳
を
極
め
て
露
骨
に
現
は
し
た
の
は
、
そ
の
費
滞
在
環
境
の
た
め
で
あ
っ
た

ι
ζ

蘭
印
侵
略
兵

一一ーー.亀田

『
土
民
政
府
に
就
い
て
語
る
と
主
は
馬
鹿
ら
し
い
と
・
と
で
、
一
月
来
賓
樫
を
握
っ
て
ゐ
る
人
遣
は
、
人
民
を
教
化
す
る
&
か
、
土
地

れ
は
れ
け
い
い
い
わ
い
わ
い
い
日
行
月
一
勺
れ

E
と
ろ
か
、
議
会
悉
〈
王
や
そ
の
同
挨
の
賞
芝
生
指
定

「
人
民
に
闘
し
て
自
治
政
府
に
諜
せ
ら
れ
た
義
務
に
闘
す
る
契
約
は
弘
全
く
の
死
文
化
し
て
ゐ
た
。
サ
ル
タ
ン
友
ぴ
貴
族
唯
一
般

民
隷
の
蕗
祉
を
増
進
L

、
公
平
怠
る
政
治
色
行
弘
、
農
業
・
工
業
-
霊
友
ぴ
通
商
を
還
す
べ
し
と
っ
た
僚
を
、
震
に

は
げ
は
…
作
れ
れ
い
れ
日
一
一
一
っ
と
れ
主
反
劃
の
と
主
が
規
き
で
あ
っ
た
ら
、
命
令
は
極
め
て
五
確
に
行
は
れ
て
か
る

い
や
う
左
自
治
政
府
に
劃
し
て
、
断
乎
た
る
自
質
的
態
度
を
執
る
や
う
に
た
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
の
で
る
る
。

と
の
酷
評
が
現
れ
て
か
ら
約
十
年
後
、

H

オ
の
王
は
底
止
さ
れ
た
が
ー
と
れ
は
和
蘭
政
府
営
局
が
契
約
を
忠
貫
に
賓
行
し
得
悲

今
ま
で
述
ぺ
た
地
方
政
権
の
二
つ
の
型
、
郎
ち
自
治
の
村
事
耽
舎
及
び
自
治
の
王
闘
は
、

一
般
土
民
粧
品
憎
か
ら
費
建
し
た
唯

の
型
で
あ
っ
た
。
引
っ
て
、
そ
れ
は
土
塁
合
固
ま
概
念
、
即
ち
「
ア
グ
ト
」
主
呼
ば
れ
る
系
統
の
た
い
慣
習
法
に
よ
っ
て
、

-、

‘ 、

-ー

統
治
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
「
ア
グ
ト
」
そ
れ
自
身
と
同
巳
や
う
に
、
上
越
の
政
治
形
態
は
常
に
艶
化
す
る
環
境
従
っ
て
蟹
化
し

た
h
y

、
遁
醸
し
た
り
す
るL
C
Oふ
ゃ
う
た
と
左
は
た
い
。

.
既
に
越
ぺ
た
如
く
、
村
落
枇
舎
は
全
離
し
た
小
祉
舎
を
形
成
し
て
ゐ
て
、
そ
の
住
民
は
時
に
は
数
百
を
算
へ
時
に
は
敷
千
を
算

へ
る
と
左
も
あ
る
が
、
近
接
村
落
の
住
民
主
提
携
す
る
と
L
C
を
好
ま
歩
、
異
分
子
の
侵
入
を
禁
巴
て
は
ゐ
怠
い
ま
で
も
、
と
れ
を

混
同
す
る
と
ー
と
を
菩
ぽ
た
い
D
で
る
る
。

村
長
並
び
に
そ
の
補
佐
伎
は
村
内
の
内
政
を
見
る
l
l

見
怠
け
れ
ば
註
ら
た
い
の
で
る
る
が
、
補
佐
役
は
服
従
を
強
要
す
る
力

を
全
て
持
っ
て
ゐ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
村
民
の
誠
賓
た
協
力
を
得
て
初
め
て
役
目
を
果
す
と
と
が
出
来
る
の
で
る
る
。
そ

れ
故
伎
は
住
民
に
奥
へ
ら
れ
た
構
限
内
で
、
彼
等
主
種
々
懇
談
し
て
協
力
を
得
る
や
う
に
努
力
し
註
廿
れ
ぽ
た
ら
註
か
っ
た
。
村

長
は
そ
の
近
侍
者
主
同
様
に
無
皐
で
あ
る
か
ら
、
何
等
の
感
化
を
も
及
ぼ
す
と
ん
』
が
出
来
歩
、
;
そ
の
結
果
、
上
屠
部
か
ら
の
命
令

に
屈
従
す
る
場
合
で
怠
け
れ
ば
、
叉
凡
て
の
者
が
営
然
の
と
主
主
し
て
服
従
す
る
時
で
怠
け
れ
ば
、
改
革
等
主
い
ふ
と
主
は
極
め

て
遅
々
た
る
進
展
し
か
見
せ
た
か
っ
た
。
か
う
し
た
理
由
か
ら
、
爪
睦
の
コ
ア
歩
」
長
は
等
る
中
央
政
府
の
下
居
機
関

k

見
る
べ

き
で
、
公
共
利
益
を
増
進
す
る
者
之
は
・
い
へ
怠
い
の
で
あ
る
。

瓜
唾
以
外
で
も
と
れ
は
全
く
同
様
で
あ
っ
て
?
た
ピ
村
長
は
所
に
よ
っ
て
全
然
異
っ
た
手
段
で
濃
ば
れ
た
に
過
ぎ
た
い
。
と
れ

主
同
様
危
と
&
が
自
治
王
固
に
闘
し
て
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
少
く
L
C
も
輪
廓
は
よ
く
類
似
し
て
ゐ
る
。
と
れ
等
王
園
も
ま

た
そ
れ
ぞ
れ
分
離
し
た
領
土
を
構
成
し
て
、
進
歩
ぜ
ん
・
と
す
る
意
向
を
全
然
持
っ
て
ゐ
た
い
主
い
ぶ
の
が
特
徴
で
あ
る
。
村
落
主

は
ー
?
王
園LC
い
は
守
、
至
る
鹿
情
性
に
よ
っ
て
従
来
。
形
式
を
固
執
す
る
ば
か
り
で
、
文
化
の
護
欝
を
計
る

L
Cか
?
交
易
を
靖

ν、

第
五
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蘭
印
侵
略
史

さ
-
一
六

大
す
る
と
か
、
外
界
主
の
接
燭
を
計
る
主
か
し
て
、
馬
家
を
昏
睡
か
ら
喚
び
血
児
ま
し
た
り
、
苗
己
護
展
の
新
し
い
方
角
を
示
す
&

い
ふ
た
と
ー
と
を
す
る
鹿
は
金
く
た
か
っ
た
の
で
る
る
。
従
前
の
東
洋
人
支
配
者
は
進
ん
で
、

と
の
批
合
改
革
問
題
を
取
上
げ
て
、

大
い
に
努
力
し
よ
う
之
は
し
た
か
っ
た
し
、
東
印
度
商
祉
も
や
は
り
手
を
つ
け
た
か
っ
た
。
東
印
度
商
祉
の
財
産
を
引
継
い
だ
和
，

蘭
政
府
は
、
い
ろ
/
\
の
障
害
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
白
か
ら
と
の
方
面
に
手
を
染
め
た
の
で
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
惰
性
が
櫨
績

し
、
土
民
世
曾
に
於
け
る
進
渉
は
見
る
べ
き
も
の
が
註
か
っ
た
の
で
あ
る
。
到
達
し
得
食
改
革
の
凡
て
は
、
人
民
間
有
の
特
殊
要

求
に
依
る
も
の
で
は
た
く
、
.
現
存
の
制
度
に
は
出
来
得
る
限
り
煩
は
さ
れ
守
、
且
つ
柱
民
の
鼻
の
利
益
を
危
殆
に
陥
れ
た
い
や
う

に
し
て
、
目
的
を
達
成
し
た
矯
政
者
の
功
績
で
あ
っ
た
。

本
世
把
初
頭
以
来
の
教
育
土
の
護
建
に
闘
す
る
事
項
、
特
に
民
衆
の
興
味
を
公
共
及
び
政
府
の
事
情
に
向
け
る
た
め
に
取
っ
た

大
衆
教
化
の
組
織
や
土
民
の
見
解
を
横
め
る
や
う
に
し
た
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
三
巻
に
於
て
取
上
げ
る
債
値
が
あ
る
も
の

L
C
信

事
る
.

第
-1-
ノ、

章

東
印
度
へ
の
初
航
海
、

聯
合
東
印
度
曾
祉
の

設
立
と
十
二
年
間
体
験
ま
で
の
活
動

第
四
章
に
於
て
-
般
の
外
園
貿
易
及
び
特
に
和
蘭
の
貿
易
に
就
い
て
検
討
を
加
え
東
印
度
へ
の
貿
易
に
揚
っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル

くに ，人
甫 i成建同か
害功しコ主
露長 i 省薬
をが主的弱
港、試を立
ぷ遁そ空 k
タト商 J 三主

115i i 
てダ英、》

更止入園傾
に無も人向
そ利=はが
れで雇、衣
にる依金管
つる等撚円
いア 異勃
宅 E 指れ興
ER 警主主
Z 既税崎哲
'L. lIrつ ドー

長通た邸 2
3レ竺カミミモ
議実釆ヨ注
警理主 L 君
子は敗穴警
及十に P、他

突を伊与ミ
マ逗?と空?ぞ
ラ解-， V' 

押さ東をち
ふれ北懇
をて航」
避ゐ路北
けた佳ぎ
住宅霊重
注あに 3
争完き℃
急かて印一
つ、く漸度

土し常生
臨海乙竜
踊ラの'
ty 航喜
ダ路霊

か人は峰
ら及艇を
海びにめ

翼タト濁確ぞ
印に・遁立 2
更。芦人ヒ=
け等』

おるのゐ嘗
銃経外たき
海験園主主
を人の JV

職話をで与
含し利二ぞ
雷?と用1G IV 

量もす燕の
舎のるギ喜
枇での Jレ聖
るがトり

空る常ガ全
14 て丈笈
主くポ並ば
年しルに fp
関てト不で
体ォガベツ
号ルイ?と

まら A Y ス

さ友谷人グ
告の仕は
動商事共占F
人をに Y
蓮見、溝
はて依暁
ス来等 2
ベての. l邑
iイ多舶航
くやす

人の植る
の水民件
例夫地は
に及にた
倣び主主
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