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此
庭
で
國
土
を
問
題
と
し
よ
う
と
忠
ふ
の
は
、
例
へ
ば
、
近
時
云
は
れ
て
ゐ
る
、
「
國
土
計
測
」
な
ど
に
於
け
る
幽
土
と
は
、
異
っ
た
意

味
に
於
て
瞳
あ
る
。

剛
土
計
荊
は
、
幽
家
の
總
力
を
弧
化
す
る
爲
に
、
政
治
的
、
經
濟
的
、
文
化
的
施
設
の
立
地
計
荊
を
綜
合
的
・
合
川
的
盈
に
な
さ
ん
と

す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
居
り
、
剛
土
を
外
的
存
在
の
意
味
に
於
て
老
へ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
，
し
か
し
か
出
る
見
地
は
、
そ
れ
の
み

で
は
、
恰
も
、
人
間
を
単
に
人
的
費
源
と
し
て
外
的
に
の
み
老
ふ
る
こ
と
が
、
結
局
こ
の
蚕
源
を
意
味
づ
け
る
根
本
的
価
値
態
と
し
て
の

人
間
を
閑
却
す
る
危
瞼
を
も
つ
如
く
、
總
力
の
發
抑
に
よ
っ
て
無
窮
の
發
展
を
な
す
べ
き
閥
民
統
一
の
意
味
の
満
場
に
不
調
和
で
あ
る
と

恩
ふ
。
さ
て
肺
會
學
に
と
っ
て
問
題
は
、
節
一
次
に
は
、
肺
會
の
統
一
そ
の
こ
と
で
あ
り
、
即
ち
磯
験
の
祉
界
に
厩
す
る
事
柄
で
あ
る
か

ら
、
今
客
概
的
事
変
と
し
て
の
剛
土
が
、
艘
駒
の
祉
界
に
如
何
に
自
己
を
投
影
し
や
如
何
に
剛
民
祁
會
の
統
一
に
聯
附
し
て
ゐ
る
か
、
特

に
日
本
の
剛
土
が
、
如
何
に
日
本
の
幽
民
統
一
の
契
機
と
な
っ
て
ゐ
る
か
．
と
云
ふ
こ
と
を
．
問
題
と
し
よ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

従
来
、
審
槻
的
存
在
と
し
て
の
土
地
が
理
論
肺
會
學
上
川
題
と
な
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
次
の
二
面
に
於
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
節
一
は

．
國
土
一
三
一
七

一
℃

一
一
℃

一
一
一
℃

國
土
と
國
民
の
關
係
に
於
け
る
現
蛮
的
推
移

目

日
本
の
國
民
統
一
の
契

國
と
土
の
合
一
と
文
化

次

の
契

一

機
と
し
て
の
國
土
繼
験
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原
個
態
と
し
て
の
土
地
、
即
ち
献
會
の
規
定
閃
子
と
し
て
の
、
祇
會
の
環
境
と
し
て
の
、
土
地
の
意
義
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
特

に
説
明
を
要
し
な
い
。
そ
の
節
二
は
、
・
場
所
と
云
ふ
性
格
に
於
け
る
土
地
の
意
義
で
あ
る
。
土
地
は
、
そ
の
上
に
人
間
が
居
住
、
閣
結
し

て
ゐ
る
場
所
で
あ
り
．
人
間
の
祗
會
的
結
合
の
韮
礎
た
る
接
鯛
の
地
盤
で
あ
り
、
多
数
の
人
糞
を
内
に
包
む
一
種
の
杢
鵠
者
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
人
と
人
と
の
接
鯛
と
習
熟
に
基
づ
く
人
間
結
合
の
問
題
に
關
係
し
て
、
理
論
祗
會
學
上
、
土
地
が
問
題
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

今
、
奔
槻
的
存
在
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
艘
験
に
對
し
、
土
地
は
如
何
に
開
係
す
る
で
あ
ら
う
か
。
祇
會
的
結
合
性
の
内
的
契
機
と
し
て
、

土
地
は
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
で
あ
ら
う
か
。
と
の
、
祇
含
の
意
味
に
從
っ
て
の
土
地
の
考
察
を
、
國
土
に
就
い
て
問
題
と
し
よ
う

と
恩
ふ
の
で
あ
る
。
〆

國
土
に
机
關
的
な
集
團
は
國
家
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
集
囲
に
は
、
そ
の
成
立
に
二
つ
の
要
件
が
あ
る
。
第
一
は
人
糞

の
間
の
心
的
融
合
、
即
ち
多
数
心
人
だ
が
一
個
の
吾
と
し
て
自
ら
を
感
ず
る
こ
と
，
所
謂
吾
等
意
識
な
る
も
の
の
存
在
で
あ
り
．
節
二
は

多
数
の
人
糞
の
な
せ
る
全
禮
が
、
佃
交
の
成
員
の
心
に
對
し
て
威
唯
的
ま
た
は
規
制
的
存
在
と
し
て
臨
ん
で
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
テ
オ
ド

ー
ル
・
ガ
イ
ゲ
ル
は
前
者
を
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
、
後
者
を
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
嬢
一
恋
は
前
者
を
「
同
」
後
粁
を

（
註
二
）

「
制
」
と
名
づ
け
て
ゐ
る
。
要
す
る
に
集
関
と
は
。
吾
の
他
人
に
對
す
る
結
合
の
禮
験
と
、
全
艘
的
な
る
も
の
へ
の
意
識
と
に
基
礎
づ
け

ら
れ
て
ゐ
る
所
の
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
今
國
民
集
團
に
於
け
る
國
土
の
意
義
を
見
る
に
當
っ
て
も
、
こ
れ
を
謂
は
営
同
と
制
の
概
念
に

從
っ
て
、
即
ち
國
土
に
對
す
る
吾
盈
の
内
的
結
合
と
、
國
土
に
於
け
る
全
禮
性
の
艘
験
に
就
い
て
＠
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
恩

ふ
。
換
言
す
れ
ば
、
國
土
に
對
す
る
人
交
の
愛
と
、
鯛
民
杜
會
と
い
ふ
全
禮
の
象
徴
と
し
て
の
國
土
の
篭
験
と
の
二
箇
の
事
柄
が
、
考
察

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。

日
本
の
國
土
に
就
い
て
吾
盈
の
直
ち
に
注
意
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
づ
地
人
の
結
合
の
樹
特
性
で
あ
る
。
固
よ
り
如
何
な
る
所
に

｢



、

'

於
て
も
、
人
間
の
定
住
長
き
に
わ
た
れ
ば
．
人
の
地
に
對
す
る
愛
着
（
人
よ
り
一
方
的
で
は
あ
る
が
）
の
生
ず
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な

・
い
が
、
こ
の
こ
と
は
日
本
に
於
て
は
特
に
顯
著
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
極
左
の
理
由
よ
り
し
て
老
へ
得
る
。
擁
一
に
國
土
の
特
殊
な
美
に

基
づ
く
自
然
愛
が
老
へ
ら
れ
る
。
こ
の
國
土
の
美
は
、
単
に
そ
の
室
間
性
に
於
け
る
美
と
し
て
云
ひ
得
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
時
間
的
推
移

の
艘
聡
に
よ
る
深
化
を
伴
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
國
土
の
美
は
四
季
の
推
移
に
於
て
特
殊
の
奥
行
を
得
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
更
に
日
本
の
國
土

の
美
は
、
単
な
る
覗
覺
的
快
適
に
と
ど
ま
ら
ず
、
極
端
の
塞
熱
を
も
た
な
い
爲
の
身
髄
的
快
適
を
も
意
味
し
て
ゐ
る
。
か
か
る
國
土
の
美

が
必
然
的
に
國
土
愛
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
第
二
に
農
本
生
活
に
基
づ
く
諸
事
傭
が
指
摘
さ
れ
る
。
日
本
は
、
其
の
永

い
歴
史
を
通
じ
て
、
農
業
生
活
を
基
本
と
し
て
来
た
。
農
業
に
於
て
は
土
地
は
慨
値
の
反
復
的
生
産
者
で
あ
る
。
謂
は
噌
賓
は
田
か
ら
で

あ
り
、
土
地
は
慨
値
の
根
元
態
で
あ
る
。
農
は
ま
た
人
を
土
地
に
定
蒲
せ
し
め
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
土
地
と
人
と
の
心
的
結
合
の

華
礎
と
な
る
。
更
に
、
定
着
は
多
く
世
代
を
超
え
て
成
立
す
る
。
從
っ
て
吾
が
土
地
は
ま
た
祗
先
の
土
地
で
あ
り
、
共
産
に
は
祀
先
の
記

憶
が
托
せ
ら
れ
る
ｏ
か
く
て
組
先
崇
拝
が
成
立
す
る
と
共
に
、
．
ま
た
祗
先
の
観
念
が
土
地
の
艘
験
に
混
融
し
、
人
の
土
地
に
對
す
る
傭
的

結
合
が
弘
化
さ
れ
る
。
鋪
三
に
歴
史
的
關
係
が
指
摘
さ
れ
る
。
日
本
の
耽
會
生
活
の
歴
史
は
、
毅
も
し
ば
し
ば
諭
ぜ
ら
恥
て
ゐ
る
や
う
に
．

外
部
の
民
族
に
よ
っ
て
深
刻
に
影
響
さ
れ
た
こ
と
が
極
め
て
少
い
。
ｎ
本
は
多
く
の
外
来
の
人
民
を
包
容
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
が
何

等
固
有
の
人
民
の
移
動
と
流
離
の
原
因
と
な
り
得
な
か
っ
た
。
民
族
は
こ
の
土
に
数
千
年
の
平
和
的
居
住
を
享
受
し
、
こ
の
國
土
は
た
だ
・

吾
盈
の
み
の
も
の
で
あ
り
、
嘗
て
如
何
な
る
民
族
の
國
土
で
あ
っ
た
と
と
も
な
い
。
民
族
と
國
土
と
は
謂
は
図
同
胞
で
あ
り
、
ま
た
永
久

の
契
を
結
ん
だ
夫
婦
の
如
き
關
係
に
あ
る
。

以
上
の
如
き
事
柄
が
日
本
に
於
け
る
地
人
の
結
合
の
特
有
の
深
さ
を
韮
礎
づ
け
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
か
Ｌ
る
こ
と
は
凡
そ
如
何
な
る
所

に
於
て
も
服
理
的
に
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
吾
友
は
更
に
特
に
東
洋
的
な
自
然
感
を
臓
砿
す
べ
き
で
あ
る
。
東
洋
的
自
然
唯
と
は
、
マ
ツ

国
土
一
三
一
九
・

，

、

』
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三
三
○

ヅ
イ
ク
ー
ル

ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
所
謂
宇
術
的
一
艘
感
で
あ
る
。
一
随
感
と
は
、
率
兇
の
生
的
暦
に
於
て
、
非
躍
知
的
に
、
自
動
的
に
成
立
す
る
所

の
自
他
合
一
の
磯
験
で
あ
り
、
宇
宙
的
一
磯
感
と
は
、
禽
獣
、
澁
魚
、
山
川
取
木
と
人
間
と
の
間
に
根
元
的
差
別
は
存
し
な
い
と
云
ふ
艘

験
で
あ
る
。
人
は
元
來
小
宇
宙
で
あ
る
。
從
っ
て
か
Ｌ
る
一
艘
感
は
併
然
で
あ
っ
て
、
錯
誤
で
は
な
く
、
寧
ろ
人
間
の
健
康
な
る
段
階
に

對
應
す
る
。
小
供
や
女
子
は
男
子
に
比
し
、
未
開
人
は
文
明
人
に
比
し
て
、
よ
り
多
く
此
能
力
を
保
有
し
て
ゐ
る
。
幟
雑
巴
人
は
就
中
こ

の
能
力
を
失
ひ
．
そ
の
爲
に
生
的
価
値
が
功
利
的
慨
値
に
下
脇
せ
し
め
ら
れ
、
婦
人
や
小
供
は
「
文
明
」
の
犠
牲
と
な
っ
て
ゐ
る
。
た
凹

（
註
三
）

東
洋
に
於
て
は
そ
れ
が
保
存
せ
ら
れ
、
思
恕
化
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
シ
ェ
１
ラ
ー
の
見
解
で
あ
る
ｃ
固
よ
り
東
洋
的
慨
聡
と
西
洋
的
篭

験
の
差
異
に
開
す
る
一
の
説
き
方
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
、
し
ば
し
ば
東
洋
は
そ
の
内
部
に
西
洋
的
世
界
に
於
け
る
如
き
粘
祁
の
共
同

（
註
四
）

を
布
た
な
い
と
云
は
恥
る
に
も
拘
ら
ず
、
所
調
「
ア
ジ
ア
は
ご
な
ら
し
め
る
所
の
一
も
の
と
し
て
，
物
心
の
根
元
的
對
立
を
知
ら
な
い
と

い
ふ
禮
醗
様
式
が
存
し
、
こ
れ
が
根
本
に
於
て
物
心
二
元
術
的
エ
ー
ト
ス
に
立
つ
西
洋
と
對
立
し
て
ゐ
る
事
変
は
、
こ
れ
を
否
定
出
来
な

い
と
恩
ふ
。
從
っ
て
東
洋
的
自
然
感
に
於
て
は
、
人
閥
は
「
本
來
」
自
然
と
情
的
結
合
を
な
し
得
る
。
こ
の
こ
と
は
夙
に
理
論
の
上
に
も

反
映
し
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
韓
愈
は
「
原
人
」
に
於
て
、
天
地
の
雨
間
に
在
る
者
は
夷
狄
禽
獣
を
含
め
て
一
磯
と
し
て
の
人
で
あ
る
と
な
し

』
て
、
．
覗
同
仁
」
。
を
云
ひ
、
王
陽
明
は
大
學
の
「
明
明
徳
」
を
解
し
て
、
天
地
蔑
物
一
磯
の
髄
を
立
つ
ろ
の
謂
で
あ
る
と
し
。
例
へ
ぱ
吾

（
註
五
）

糞
が
草
木
の
推
折
を
見
て
心
傷
む
の
は
勺
・
こ
の
一
鶴
の
指
標
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
に
説
い
て
ゐ
る
。
そ
の
表
は
れ
は
印
度
に
於
て
・
支
那

に
於
て
、
日
本
に
於
て
異
る
が
、
人
と
自
然
と
の
間
に
原
理
的
差
別
を
立
て
な
い
の
は
、
東
洋
人
の
共
通
の
傾
向
と
云
ふ
と
と
が
出
来

る
。
然
ら
ば
此
庭
に
於
て
は
、
人
と
土
と
の
連
綴
は
原
理
的
に
確
立
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
ぺ
き
で
あ
る
。
從
っ
て
前
述
の
如
き
人
と
國
土

と
の
特
有
の
結
合
も
、
か
や
う
な
原
那
的
事
変
の
背
景
の
下
に
於
て
成
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
と
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
心
人
と
人
と

の
述
絞
は
人
性
そ
の
も
の
に
深
く
根
ざ
し
て
ゐ
る
が
．
日
本
に
於
て
は
．
こ
の
述
綾
が
更
に
右
の
如
き
地
人
の
迩
綾
に
よ
り
裏
づ
け
ら
れ
、

、

ざ

ダ



こ
の
二
つ
の
連
績
が
合
一
し
て
ゐ
る
と
云
へ
る
の
で
あ
る
。

日
本
が
烏
剛
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本
の
閏
土
の
鋪
一
ろ
亜
要
な
意
味
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
烏
國
と
は
、
地
の
限
界
が
國
の
限
界
で
あ
る

所
の
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
地
の
連
綾
の
極
と
人
の
述
綾
の
極
と
が
合
一
し
て
ゐ
る
所
の
も
の
の
詔
で
あ
る
。
》
か
ｋ
る
所
に
於
て
は
、
人

の
連
綾
は
地
の
連
続
に
於
て
老
へ
ら
れ
、
地
の
連
続
は
人
の
述
綾
に
於
て
老
へ
ら
れ
る
こ
と
が
必
然
で
あ
る
。
日
本
の
閏
民
統
一
は
変
に

か
Ｌ
る
地
人
の
雨
者
に
於
け
る
連
練
の
合
一
に
於
て
確
立
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
眼
に
空
間
的
に
、
土
が
人
の
機
の
統
一
を
代
表
し
て
ゐ
る

の

と
云
ふ
意
味
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
時
間
的
に
も
老
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
土
の
統
一
と
人
の
統
一
と
の
合
一
は
、
例
へ
ぱ
民

族
移
動
の
獅
繁
な
所
で
あ
る
と
か
、
献
會
的
對
立
や
雌
制
等
の
苛
烈
な
所
で
あ
る
と
か
、
或
は
易
世
革
命
の
剛
に
於
て
は
、
夫
れ
夫
れ
困

難
で
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
日
本
に
於
て
は
、
こ
の
剛
薪
の
統
一
の
雑
災
ｎ
な
妨
げ
る
事
怖
が
無
か
っ
た
が
故
に
、
地
を
そ

の
・
水
逵
性
の
性
格
に
於
て
も
剛
に
結
合
し
て
髄
験
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
三
一
口
に
し
て
云
へ
ぱ
、
此
虚
に
於
て

は
、
閥
は
土
の
如
く
ま
と
ま
り
、
土
の
如
く
永
遠
で
あ
る
。
土
は
】
腿
に
閏
の
象
徴
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
が
日
本
剛
土
の
罷
験
的
意

は
、
閥
は
土
の
灯
ノ

味
の
節
二
で
あ
る
。

幽
土
が
剛
民
の
特
布
な
愛
蒲
の
對
象
で
あ
る
こ
と
、
土
が
剛
統
一
の
原
像
と
な
り
、
象
徴
と
な
れ
る
こ
と
、
剛
土
は
こ
の
一
ろ
の
意
味

に
於
て
内
的
祗
會
的
鴨
駒
の
世
界
に
厩
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
特
布
の
國
土
意
識
こ
そ
が
。
日
本
と
云
ふ
阿
民
批
會
の
亜
要
な
閣
結
契

機
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
日
本
の
祇
會
原
理
は
和
で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
右
の
意
味
に
於
て
剛
土
に
結
び
つ
け
て
老
へ
得

る
。
今
．
和
が
原
理
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
反
立
の
事
変
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
固
よ
り
な
く
、
た
ぜ
反
立
に
對
し
て
和
が
優
位
を
占

め
、
前
春
は
後
考
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
意
味
に
す
ぎ
な
い
。
柵
は
凹
和
は
非
述
縦
に
對
す
る
述
縦
の
優
位
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の

、
、
、
、
、

意
味
に
於
て
そ
れ
は
よ
く
日
本
肺
會
の
性
格
を
代
表
し
て
ゐ
る
。
土
地
は
述
綴
性
を
蚊
も
よ
く
代
表
す
る
。
（
つ
ち
は
つ
づ
く
で
あ
る
と
も

凶
土
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右
の
如
く
日
本
の
國
民
祗
會
は
、
就
中
土
地
的
性
格
の
閣
結
で
あ
る
こ
と
を
特
質
と
し
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
民
族
の
歴
史
の
各
方
面

に
於
て
そ
の
表
現
を
見
出
し
て
ゐ
る
。
古
代
に
於
け
る
閏
生
み
祁
話
は
、
地
人
の
述
綾
を
雌
も
端
的
に
表
現
し
て
ゐ
る
。
文
化
の
枇
界
に

於
て
は
、
藝
術
の
恢
域
に
於
け
る
顯
著
な
自
然
主
義
が
そ
れ
を
代
表
し
て
ゐ
ろ
。
日
本
鑿
術
に
於
け
る
自
然
主
義
は
二
面
に
於
て
老
へ
ら

『
一
一
一
↓
｝
『
］

い
ふ
。
）
和
の
就
會
、
即
ち
連
続
の
脈
理
に
特
色
を
も
つ
日
本
の
献
會
は
、
土
地
の
意
味
に
從
へ
る
枇
會
に
外
な
ら
な
い
と
云
へ
る
。
の
み

な
ら
ず
、
此
虚
に
於
て
は
土
地
の
連
練
に
人
の
連
綴
が
托
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
も
云
へ
る
。
吾
閏
の
住
鵬
の
開
放
的
性
格
は
こ
れ
を
意
味
し

て
ゐ
る
。
こ
の
解
放
的
住
居
は
、
因
果
諭
的
に
は
日
本
の
撫
潤
な
風
土
に
結
合
し
て
老
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
。
榊
迭
論
的
に
は

詔
は
醇
漁
潤
な
人
間
關
係
と
し
て
の
和
に
對
唯
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
人
の
連
練
と
土
地
の
連
綾
の
合
一
の
姿
で
あ
る
。
屋
内
と
屋
外
と
が

連
続
的
で
あ
る
解
放
的
住
居
に
於
て
は
、
人
の
連
綾
は
土
地
の
連
練
に
自
己
を
托
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
意
味
が
見
ら
れ
る
。
か
ｉ
ろ
性
格
の

住
居
が
、
氏
祁
を
中
心
と
し
て
あ
つ
ま
り
、
こ
の
聚
落
そ
の
も
の
が
変
は
一
の
拙
大
せ
ら
れ
た
る
自
然
の
家
と
し
て
ア
ッ
ト
・
ホ
ー
ム
の

鵠
験
の
範
囲
を
な
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
の
が
、
理
念
型
的
に
云
は
れ
た
日
本
の
村
の
姿
で
あ
ら
う
ｐ
と
の
村
は
や
が
て
次
の
、
ま
た
次
の
村

に
連
続
す
る
。
而
し
て
日
本
の
献
會
に
於
て
は
、
大
な
る
聚
落
に
於
て
も
経
に
大
陸
に
於
け
る
が
如
き
城
壁
を
成
立
せ
し
め
な
か
っ
た
。

古
代
の
聚
落
に
於
け
る
濠
．
筑
紫
の
水
城
や
山
城
、
都
に
於
け
る
城
門
等
、
そ
の
機
能
稲
掩
大
陸
の
城
壁
に
近
い
も
の
も
あ
っ
た
が
、
大
陸

祗
會
に
於
て
城
確
の
占
め
る
重
大
意
義
は
途
に
日
本
に
は
フ
レ
ム
ド
で
あ
る
。
城
壁
は
連
練
と
し
て
の
土
地
の
否
定
態
に
外
な
ら
な
い
。

さ
て
、
か
上
る
聚
落
が
連
綴
し
て
土
の
極
に
及
べ
る
範
園
が
、
日
本
の
閏
で
あ
る
。
集
團
的
感
情
は
土
の
こ
の
限
界
に
伸
び
、
外
部
に
對

し
て
は
こ
れ
に
收
縮
し
、
鼓
に
國
土
と
図
肺
會
と
の
合
一
が
成
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

二
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れ
る
。
節
一
は
描
嘉
の
對
象
に
於
け
る
自
然
主
義
、
即
ち
自
然
に
對
す
る
愛
着
の
傾
向
で
あ
る
。
第
一
底
描
嘉
の
方
法
に
於
け
る
自
然
主

ア
ル
パ
イ
ツ
プ
リ
ン
チ
ー
プ

義
即
ち
勢
作
原
理
の
拒
否
で
あ
る
。
ア
ル
バ
イ
ッ
。
フ
リ
ン
チ
ー
プ
の
拒
否
は
、
具
艘
的
に
は
象
徴
主
義
と
な
っ
て
表
は
れ
て
ゐ
る
。
象
徴

主
義
は
共
同
祗
會
的
傳
達
形
式
に
外
な
ら
な
い
。
一
の
表
現
が
象
徴
で
あ
り
得
る
に
は
、
表
現
者
と
享
受
者
と
．
の
間
に
艘
験
の
共
同
關
係

が
存
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
表
現
零
の
側
に
於
て
、
彼
の
與
へ
た
単
純
な
形
象
に
他
人
が
豐
富
な
含
蓄
を
理
解
し
て
呉
れ
る
で
あ
ら
う

と
云
ふ
信
頼
と
、
受
容
者
の
側
に
於
け
る
か
く
す
る
こ
と
へ
の
好
意
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
艘
験
の
共
同
と
信
頼
と
好
意
の
前
提

を
充
た
し
得
る
人
間
關
係
は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
。
從
っ
て
國
土
に
裏
づ
け
ら
れ
た
和
の
献
會
と
し
て
の
日
本
の
表
現
形
式
が
象

徴
主
義
で
あ
る
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。

日
本
に
於
け
る
土
の
連
続
と
人
の
連
続
と
の
合
一
は
、
時
間
的
に
は
、
土
の
上
に
連
続
展
開
的
な
歴
史
が
埖
秋
せ
る
こ
と
に
外
な
ら
な

い
。
日
本
の
國
民
祇
會
は
國
士
に
於
て
時
間
的
に
も
確
立
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
出
る
所
に
於
て
は
必
然
に
閏
民
的
・
超
個
人
的
統
一
生
命

の
立
場
が
弧
調
せ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
日
本
の
倫
理
の
特
質
で
あ
る
。
日
本
人
の
亜
ん
ず
る
の
は
．
例
へ
ぱ
印
度
に
於
け
る

が
如
き
輪
廻
の
非
現
識
的
の
三
世
で
は
な
く
し
て
●
、
祀
先
よ
り
吾
等
を
經
て
子
孫
に
及
ぶ
現
変
的
三
世
で
あ
る
。
超
個
人
的
．
歴
史
的
生

命
の
迦
絞
で
あ
る
。
特
に
國
土
閏
家
の
永
遠
の
生
命
で
あ
る
。
こ
の
生
命
の
立
場
の
弧
調
が
日
本
倫
理
の
根
本
性
格
で
あ
る
こ
と
は
、
今

特
に
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。

右
の
傭
的
竝
に
意
的
文
化
に
對
し
て
、
日
本
の
知
的
文
化
に
就
い
て
は
、
問
題
が
や
Ｌ
複
雑
で
あ
る
。
科
學
は
日
本
に
於
て
は
主
と
し

て
輸
入
文
化
で
あ
る
。
日
本
に
は
艘
系
的
な
思
想
が
少
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
、
本
人
の
知
性
に
開
す
る
輕
侮
的
見
解
を
生
ん
で
ゐ

る
。
艘
系
的
な
思
惟
は
緒
祁
の
統
一
性
即
ち
仙
人
性
の
確
立
と
不
可
分
で
あ
る
と
云
ふ
見
解
よ
り
．
、
そ
奴
は
日
本
人
の
個
性
の
不
發
逹
と

（
註
六
）

し
て
も
表
現
せ
ら
れ
て
居
る
。
太
陽
は
東
洋
に
昇
る
が
自
晃
の
内
的
太
陽
は
西
洋
に
昇
る
と
云
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
や
、
地
球
を
北
に
進
む
に

園
土
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つ
れ
人
知
の
皮
噛
の
色
が
白
く
な
る
如
く
、
地
球
を
束
に
進
む
に
従
ひ
人
の
個
性
は
う
す
く
な
り
、
極
東
に
位
す
る
Ⅱ
本
人
は
妓
も
個
性

へ
註
七
）

が
不
明
確
で
あ
る
と
云
っ
た
ロ
ー
ウ
エ
ル
の
言
葉
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
ｃ
と
の
理
論
的
椛
想
の
主
髄
と
し
て
の
人
格
が
日
本
に
於
て
は

不
確
立
で
あ
る
と
云
ふ
観
察
は
、
そ
の
生
活
、
文
化
に
於
け
る
雌
統
一
性
ｌ
所
調
二
重
文
化
の
観
察
と
結
合
し
て
、
動
か
し
得
な
い
厘

礎
で
あ
る
か
の
如
く
汚
へ
ら
恥
て
ゐ
る
。
か
上
る
見
解
の
根
本
に
は
多
く
の
猫
断
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
例
へ
ぱ
日
本
が
科
學
の
輸
入
を
し

た
と
云
ふ
こ
と
を
直
ち
に
民
族
の
知
的
優
劣
に
關
係
づ
け
る
如
き
、
幟
雑
巴
「
諾
」
雌
族
を
母
磯
と
し
て
發
展
し
た
科
學
の
水
準
に
對
し
、
．

／

封
鎖
的
な
國
家
で
あ
っ
た
日
本
の
夫
れ
を
直
ち
に
對
比
す
る
如
き
、
ま
た
近
代
の
合
理
主
義
を
以
っ
て
暗
獣
の
中
に
知
的
文
化
の
韮
準
と

す
る
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
其
虚
に
は
短
い
歴
史
の
一
鋤
に
よ
っ
て
民
族
性
格
の
全
般
を
推
す
危
険
も
お
か
さ
れ
て
ゐ
る
。

．
此
虚
に
亜
要
な
問
題
は
、
次
の
こ
と
に
存
す
る
と
恩
ふ
。
そ
れ
は
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
生
活
形
態
は
佃
性
非
弧
調
の
意
味
に
於

て
知
的
發
展
に
對
す
る
消
極
的
な
條
件
で
あ
．
る
と
云
ふ
観
察
と
、
全
く
自
由
な
る
個
人
を
出
發
軸
と
し
た
知
的
文
化
は
健
脹
な
知
的
文
化

で
あ
り
得
な
い
と
云
ふ
思
想
と
が
、
如
何
に
調
和
さ
れ
得
る
か
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
例
へ
ぱ
ウ
ィ
ッ
｜
プ
は
「
日
本
」
に
於
て
専
ら
こ
の

（
註
八
）
〆

前
者
の
観
軸
よ
り
日
本
人
の
知
性
を
批
判
し
て
ゐ
る
。
日
本
人
は
逆
に
後
粁
の
鮎
よ
り
西
洋
文
化
を
批
判
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問

題
は
國
民
祇
會
の
本
賀
よ
り
老
ふ
る
春
の
み
庭
理
し
得
る
と
私
は
藷
へ
て
ゐ
る
。
岡
民
と
は
、
そ
の
亜
要
な
る
契
機
と
し
て
、
価
値
の
あ

ら
ゆ
る
種
類
に
脛
ず
ろ
文
化
を
包
有
す
る
、
詔
は
堂
文
化
の
自
足
的
な
範
囲
で
あ
る
と
云
ふ
性
格
を
も
つ
所
の
祇
會
で
あ
り
、
し
か
も
責

任
的
行
動
の
主
艘
で
あ
る
。
從
っ
て
文
化
を
．
從
っ
て
佃
性
を
、
必
至
と
し
な
い
國
民
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
國
民
と
云
ふ
ゲ
マ
ィ

ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
決
し
て
知
性
や
文
化
に
對
す
る
消
極
的
な
存
在
で
は
無
い
の
み
な
ら
ず
・
か
出
る
全
禮
性
へ
の
聯
關
を
失
っ
た
な
ら

ば
、
知
的
文
化
は
そ
の
生
命
力
の
根
源
と
責
任
意
識
と
道
徳
性
へ
の
聯
閉
を
失
ふ
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
知
的
自
由
主
義
も
國
民
統
一

の
前
に
は
頭
を
屈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
國
民
的
統
一
生
命
の
弧
調
は
、
た
瞳
不
健
康
な
文
化
に
對
し
て
の
み
敵
で
あ
る
。
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礎
で
は
夙
に
氏
族
剛
總
は
剛
家
に
吸
収
せ
ら
れ
、
家
は
あ
く
ま
で
も
剛
氏
的
統
一
に
於
て
、
そ
の
存
立
を
保
諦
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で

磯
に
結
合
し
て
成
長
し
た
合
理
主
義
で
あ
る
か
ら
、
西
洋
の
介
即
主
張
の
如
く
抽
象
的
概
念
を
椹
軸
と
し
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
が
科
學
に
ま

合
理
主
義
は
正
に
近
代
欧
雑
巴
の
合
理
主
義
文
化
と
對
照
を
な
す
。
支
那
の
合
叩
主
瀧
は
、
本
来
家
族
的
轆
剛
と
云
ふ
哩
槻
性
に
術
む
全

的
・
パ
ト
ス
的
な
る
も
の
に
對
す
る
抑
唾
の
意
味
に
於
て
、
合
理
主
義
の
仰
統
を
生
ん
だ
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
．
こ
の

限
界
づ
け
ら
れ
た
剛
土
を
有
し
得
な
い
事
怖
に
調
和
し
て
ゐ
る
。
巾
は
叫
方
に
對
し
て
文
化
を
光
被
せ
し
め
、
自
己
の
正
朔
を
率
ぜ
し
め

る
可
能
性
と
は
調
和
す
る
が
、
他
面
そ
の
剛
境
を
確
保
し
得
な
い
蛎
怖
と
も
調
和
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
正
に
支
那
の
幽
家
の
現
変
で
あ
っ

て
、
こ
の
中
剛
は
か
つ
て
明
確
な
る
境
域
を
保
識
し
た
こ
と
殆
ん
ど
な
く
、
然
も
そ
の
文
化
の
浸
潤
力
は
驚
く
べ
く
遠
く
に
及
ん
で
ゐ
る
ｏ

明
確
な
る
剛
士
を
右
し
得
な
い
所
で
は
、
叫
家
統
一
は
困
難
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
叫
家
統
一
が
困
難
で
あ
る
な
ら
ば
、
・
椚
祁
的
樅
威

の
根
元
を
閏
家
に
求
め
る
こ
と
も
從
っ
て
困
難
で
あ
る
は
．
云
ふ
を
俟
た
な
い
。
そ
こ
で
支
那
民
族
は
椛
威
の
根
元
を
天
に
求
め
、
天
を

倫
理
化
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
閏
家
の
統
一
性
の
苅
弱
は
、
相
對
的
に
血
縁
集
剛
の
亜
逓
を
商
め
し
め
、
孝
を
絶
對
化
す
る
倫
岬
を
弧
調

せ
し
め
た
。
支
那
の
倫
理
の
背
景
に
は
、
血
縁
集
剛
の
絲
束
力
に
韮
づ
く
肺
會
的
拘
束
力
が
存
す
る
。
而
し
て
弧
い
倫
却
意
識
は
、
主
観

で
成
長
し
な
か
っ
た
の
は
徽
然
で
あ
つ
更
た
凹
倫
抑
的
合
抑
主
義
と
し
て
・
人
川
の
形
成
に
五
獣
し
た
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
事
変
に

日
本
に
於
け
る

民
族
は
古
來
明
確確

て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
支
那
は
自
ら
を
中
夏
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
は
凹
荒
に
對
す
る
尊
大
な
名
で
あ
る
が
．
然
し
中
と
云
ふ
言
葉
は
明
確
に

他
方
日
本
に
於
て
は
、
剛
と
土
が
合
一
し
、
從
っ
て
叫
災
的
統
一
が
無
比
の
弧
固
さ
を
得
て
ゐ
る
こ
と
を
そ
の
特
徴
と
し
て
ゐ
る
。
此

國
土
一
二
宝

な
る
幽
土
意
識
を
も
た
な
い
。
そ
れ
は
大
陸
に
図
し
て
，
土
地
に
限
界
な
く
、
そ
の
邊
境
に
於
て
は
異
民
族
と
錯
綜
し

於
て
日
本
の
知
的
文
化
は
如
何
に
あ
る
か
。
こ
の
州
魑
は
矢
張
剛
士
ｎ
本
よ
り
老
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

關
と
土
Ｉ
閏
就
會
と
悶
土
と
の
趣
ｌ
は
支
那
に
於
け
る
家
と
天
に
對
比
す
る
こ
と
が
剛
来
る
で
あ
ら
う
．
支
那

ー

巳



一
二
一
二
一
ハ

支
那
の
孝
に
對
し
て
、
忠
が
日
本
の
中
心
徳
目
と
な
っ
た
。
忠
は
巾
の
心
で
あ
る
と
云
ふ
。
そ
れ
は
人
肌
本
臓
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
性

を
瓢
現
す
る
所
以
に
外
な
ら
な
い
。
人
糞
が
自
他
一
如
と
な
る
所
以
に
外
な
ら
な
い
。
忠
は
正
に
ゲ
一
、
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
脈
理
で
あ
る

が
．
同
時
に
そ
れ
が
飛
匝
の
間
の
原
理
と
し
て
意
識
さ
れ
て
ゐ
る
所
に
、
ｎ
本
の
剛
雌
肺
會
の
榊
迭
が
明
瞭
に
反
映
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
べ

き
で
あ
る
。

さ
て
日
本
の
粘
祁
伽
向
は
、
こ
れ
を
西
洋
の
夫
れ
に
對
比
し
て
、
非
主
知
主
義
的
で
あ
る
と
凪
窒
云
は
れ
て
ゐ
る
。
認
識
に
對
す
る
倫

、

理
の
優
位
が
指
摘
さ
恥
て
ゐ
る
。
し
か
し
倫
理
の
優
位
と
云
ふ
と
と
は
粘
刺
の
他
康
を
意
味
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
日
本
人
の
知
性
そ
の

も
の
も
決
し
て
苅
弱
で
あ
る
と
云
へ
な
い
。
支
那
の
合
理
主
義
に
對
し
て
日
本
の
主
怖
主
義
が
、
徳
川
時
代
の
國
學
者
以
来
腱
糞
云
は
れ

て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
何
等
日
本
の
知
性
の
低
度
を
告
白
す
る
も
の
で
は
な
い
。
支
那
の
合
即
主
義
は
介
那
主
義
文
化
と
し
て
仲
統
化
し
、

佃
人
の
ス
ピ
ー
ル
ラ
ウ
ム
を
局
限
し
て
來
た
が
、
日
本
の
主
怖
主
義
は
知
性
の
澁
滞
し
な
い
派
動
力
に
結
合
し
て
ゐ
る
。
こ
の
故
に
日
本

の
知
性
は
よ
く
大
陸
の
思
想
を
消
化
し
、
史
に
欧
羅
巴
の
思
想
を
吸
收
し
、
禰
學
的
思
索
に
對
す
る
能
力
を
示
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
一
の

驚
異
的
事
変
で
あ
る
。
人
は
厩
湾
日
本
人
の
知
性
を
軽
ん
歩
ろ
が
、
剛
内
に
於
て
同
胞
机
戒
め
合
ふ
券
州
氣
の
議
論
と
し
て
は
兎
も
角
、

枇
界
諸
民
族
の
文
化
力
を
大
概
的
に
比
較
す
る
立
場
に
於
て
は
、
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
か
ｋ
る
知
的
可
能
性
も
亦
側
本
の
脚
民

祗
會
と
紺
合
せ
し
め
て
老
へ
ら
れ
る
。

一
般
に
雄
剛
は
大
き
く
な
る
に
從
っ
て
益
変
容
槻
的
形
象
‐
Ｉ
象
徴
に
依
存
す
る
。
象
徴
は
無
形
な
ろ
も
の
ｋ
打
形
界
へ
の
投
影
で
あ

る
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
、
そ
れ
は
概
念
的
な
る
も
の
に
對
す
る
具
磯
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
象
徴
を
通
し
て
把
へ
ら
れ
る
概
念
的

な
る
も
の
は
、
複
合
的
な
現
愛
態
よ
り
の
抽
象
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
、
象
徴
の
發
展
は
抽
象
の
發
展
に
外
な
ら
な
い
。
大

な
る
集
削
は
小
な
る
架
側
に
比
し
て
、
抽
象
化
と
棚
念
化
に
依
存
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
だ
け
大
き
い
の
で
あ
る
。
今
、
支
那
の
〈
川
刈
・
韮
義

像



は
家
と
云
ふ
直
観
的
全
艘
に
結
合
し
て
、
抽
象
的
合
理
主
義
に
達
し
得
な
か
っ
た
。
日
本
人
の
純
粋
概
念
と
純
粋
理
論
へ
の
伽
向
は
．
支

那
の
家
に
對
し
て
日
本
に
於
て
は
剛
家
が
確
固
た
る
存
在
と
し
て
側
変
人
の
意
識
に
現
在
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
と
と
に
、
結
び
つ
け
て
老
へ
ｏ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
剛
家
は
家
族
に
比
し
て
臓
大
な
集
囲
で
あ
り
、
複
雑
な
蓮
螢
の
機
椛
を
有
す
る
組
織
礎
で
あ
る
。
幽
家
は
從

っ
て
槻
念
的
な
る
も
の
に
依
存
す
る
こ
と
が
蚊
も
大
き
い
。
固
よ
り
支
那
に
も
閏
家
組
織
は
存
す
る
。
國
家
の
技
術
的
組
織
に
就
い
て
、

彼
は
我
の
師
で
さ
え
あ
っ
た
。
吾
産
は
決
し
て
剛
家
生
活
を
特
に
日
本
的
な
も
の
と
云
は
ん
と
す
る
の
で
は
な
い
。
併
し
形
式
的
な
國
家

概
念
は
今
問
題
で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
剛
家
の
祉
會
學
的
側
面
で
あ
り
、
側
粘
性
の
状
態
で
あ
る
。
剛
家
の
民
族
生
活
に
於
け
る
現
焚

的
意
義
で
あ
る
。
具
磯
的
に
云
へ
ぱ
、
・
國
家
が
國
民
の
意
識
に
常
に
現
在
せ
る
形
象
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
國
民
意
識
の
峡
乏
が
云
は

れ
て
ゐ
る
支
那
に
對
し
一
」
、
日
本
民
族
に
於
て
は
、
幽
民
統
一
が
擬
い
程
度
に
於
て
人
盈
の
意
識
に
現
在
し
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
抽
象

的
・
概
念
的
た
知
性
へ
の
精
紳
の
聯
絡
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
隣
大
・
複
雑
な
る
政
治
的
機
椛
を
有
す
る
図
民
祗
會
を
恵
識

に
現
在
せ
し
め
て
思
惟
す
と
き
、
単
な
る
直
槻
的
集
剛
と
し
て
の
家
族
を
本
位
と
し
て
思
惟
す
る
場
合
に
比
し
て
、
知
性
は
よ
り
多
く
概

念
性
へ
の
機
會
を
典
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
ぺ
き
て
あ
ら
う
。
私
は
此
虚
に
支
那
人
の
具
艘
的
思
惟
に
對
す
る
日
本
人
の
純
理
的
思
惟
の

祗
會
學
的
背
景
が
あ
る
と
老
へ
る
の
で
あ
る
。

思
惟
に
對
し
て
か
く
の
如
き
軍
要
な
る
關
係
を
も
っ
た
日
本
の
剛
此
祇
會
の
統
一
性
は
、
そ
の
國
土
と
の
合
一
に
依
存
し
て
ゐ
る
こ
と

は
前
記
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
人
の
知
性
と
剛
土
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
尚
記
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
鋪
一
は
、
日
本
の

風
土
、
就
中
そ
の
美
し
い
景
槻
に
韮
づ
く
民
族
の
森
美
的
傾
向
と
知
性
と
の
開
係
で
あ
る
。
清
潔
・
均
整
等
の
感
怖
は
、
稀
美
心
に
も
知
、

的
作
川
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
鋪
二
は
日
本
の
剛
土
の
位
世
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
海
外
文
化
受
容
の
仕
方
で
あ
る
。

日
本
の
異
剛
文
化
受
容
の
仕
方
は
、
國
民
が
異
國
の
大
衆
と
直
接
に
接
燗
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
少
数
の
人
糞
の
媒
介

園
土
三
二
七

〃

７
．
■
日
日
Ⅱ
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三
三
八

に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
剛
災
と
し
て
は
異
剛
の
文
化
を
そ
の
献
御
よ
り
抽
象
し
て
受
容
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
異
剛
の
文

化
に
對
す
る
純
怖
な
受
零
を
な
さ
し
め
、
時
に
盲
目
的
桃
倣
に
陥
ら
し
め
た
が
．
し
か
も
そ
れ
が
円
本
人
の
槻
念
的
對
象
性
に
對
す
る
感

提
を
嬬
養
し
た
こ
と
は
手
へ
な
い
。
海
外
の
思
想
に
對
す
る
反
正
面
よ
り
の
受
容
は
、
も
と
よ
り
自
剛
の
傳
統
に
對
す
る
不
柑
な
輕
覗
と

な
り
、
自
己
を
ま
し
く
し
て
異
幽
に
追
随
す
る
と
云
ふ
卑
川
な
る
糀
祁
を
養
ふ
意
味
を
も
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
を
制
禦
し
た
も
の
が
ま
た

（
註
九
）

剛
士
的
國
民
統
一
の
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
並
後
に
こ
れ
を
鋸
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
日
本
に
於
け
る
剛
と
土
の
統
一
に
韮
づ
く
剛
氏
統
一
の
弧
固
さ
が
、
そ
の
文
化
に
對
し
て
如
何
な
る
關
係
を
打
っ
て
ゐ
る
か
に
就

い
て
述
べ
た
。

一
一
一

．
剛
民
祗
會
と
剛
士
と
の
統
一
は
、
近
枇
に
於
て
大
い
な
る
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
。
こ
の
問
題
は
如
何
に
観
察
さ
れ
、
如
何
に
庭
世
さ
る

べ
き
で
あ
ら
う
か
。
剛
士
と
剛
民
と
の
紡
合
は
、
雌
に
一
定
の
剛
民
が
一
定
の
閏
土
内
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、
人
盈
が

一
定
の
地
鯏
に
於
一
Ｌ
國
土
に
結
合
し
て
ゐ
る
こ
と
を
意
味
す
る
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
剛
士
と
鯛
民
の
關
係
に
於
け
る
推
移
は
、

一
面
に
於
て
券
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鋪
一
は
剛
氏
の
そ
の
閏
土
よ
り
の
分
離
、
即
ち
國
外
へ
の
移
住
で
あ
る
。
錐
二
は
國
民
の

剛
士
内
移
動
で
あ
る
。
近
世
の
日
本
に
於
て
、
こ
の
二
面
の
伽
向
は
極
め
て
顯
著
に
起
っ
て
ゐ
る
。
勿
論
こ
の
雨
伽
向
は
躯
に
日
本
の
み

の
現
象
で
は
な
い
が
、
國
土
と
國
民
の
統
一
に
そ
の
特
徴
を
右
し
て
ゐ
る
日
本
に
と
り
て
は
．
そ
れ
は
特
別
な
考
察
の
對
象
と
な
る
べ
き

Ｏ

事
柄
で
あ
る
。

近
世
の
交
通
機
關
の
發
逹
と
新
交
通
路
の
發
見
に
よ
り
、
世
界
の
諾
幽
民
は
相
接
近
せ
し
め
ら
れ
、
而
し
て
日
本
も
か
Ｌ
る
枇
界
史
的

｜

～



き
打
爲
に
赴
か
し
め
る
伽
向

閏
土
外
國
民
の
亘
大
化
、
即
ち
外
地
居
蒋
新
の
増
加
は
今
川
の
日
本
の
大
き
な
特
賀
で
あ
る
が
、
外
地
居
留
考
と
は
献
會
學
的
に
如
何

な
る
性
絡
の
も
の
で
あ
ら
う
か
。
ジ
ム
メ
ル
は
竹
て
「
外
来
者
の
肺
會
學
」
な
る
一
文
に
於
て
、
外
来
者
を
距
離
と
接
近
と
の
辨
證
法
的

統
一
と
規
定
し
た
が
、
外
地
居
冊
者
に
就
い
て
も
同
様
な
胴
面
的
考
察
が
出
来
る
。
即
ち
外
地
居
研
者
は
開
放
と
拘
束
と
の
二
面
を
も
つ

證
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
が
．

る
。
居
留
は
更
に
異
民
族
の

的
發
展
に
於
け
る
理
念
は
、

ら
う
。
か
や
う
な
固
有
の
遁

今
日
の
意
味
が
あ
る
。

で
あ
ら
う
か
。

的
な
聯
關
の
意
識
が
兇
離
せ

動
向
の
圏
外
に
立
ち
得
ず
吟

て
ゐ
る
。
外
地
居
留
は
先
づ

に
雌
近
の
測
洲
事
鍵
及
び
女

つ
あ
る
。
而
し
て
倒
家
の
生

通
も
急
激
に
瀕
繁
と
な
り
、

し
た
と
云
ふ
に
ひ
と
し
い
。

閏
土 た

瞳
陶
土
と
閏
民
枇
會
の
獅
特
な
統
一
と
し
て
の
日
本
に
と
り
、
こ
の
こ
と
は
如
何
な
る
現
蛮
的
意
味
を
有
す
る

命
級
、
生
活
圏
、
東
亜
協
同
磯
、
大
東
亜
共
榮
間
等
の
思
想
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
説
か
れ
て
ゐ
る
。
か
ｋ
る
對
外

す
で
に
建
倒
と
と
も
に
碓
立
し
て
鵬
り
、
ま
た
ｎ
本
の
東
洋
に
於
け
る
指
導
的
位
地
は
極
左
の
見
地
よ
り
立
・

遂
に
そ
の
餓
剛
政
莱
に
経
止
符
を
打
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
今
換
言
す
れ
ば
、
図
土
の
隆
幽
的
隔
離
性
が
減
退

徳
的
・
粘
紳
的
環
境
よ
り
の
距
離
は
、
人
凌
を
し
て
粗
野
な
赤
裸
変
な
人
間
性
へ
の
復
蹄
を
恩
は
し
め
る
如

内
地
よ
り
の
漆
Ⅲ
的
疎
隔
で
あ
る
。
漆
Ⅲ
的
疎
隔
は
他
の
事
怖
に
し
て
一
な
ら
ば
糀
川
的
隔
離
を
意
味
す

介
在
に
よ
る
コ
ン
ミ
ュ
一
三
ア
ィ
ー
の
糀
祁
的
稀
苅
性
に
も
と
づ
く
所
の
解
放
を
意
味
す
る
と
も
云
へ
る
で
あ

か
く
て
ｎ
本
と
西
洋
諦
叫
と
の
交
通
と
云
ふ
全
く
新
し
い
現
象
が
起
っ
た
が
、
日
本
と
亜
細
亜
大
陸
と
の
交

季
節
風
の
自
然
的
支
配
の
下
に
於
け
る
通
航
の
時
代
と
面
Ⅱ
を
一
新
し
た
。
こ
こ
に
大
陸
と
Ｈ
本
と
の
運
命

し
め
ら
れ
、
政
治
的
．
軍
事
的
活
動
を
作
っ
て
、
剛
災
の
大
規
模
な
大
陸
進
出
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
特

那
事
鍵
は
こ
れ
に
一
稗
期
を
測
し
、
民
族
の
大
陸
移
動
が
云
は
れ
る
程
、
陶
土
外
剛
民
の
並
が
瓦
大
化
し
つ

を
も
つ
。
こ
の
こ
と
に
棚
す
る
多
く
の
変
例
は
、
す
で
に
吾
盈
の
よ
く
剛
か
さ
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。

そ
恥
が
よ
り
明
確
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
、
焚
力
に
支
持
せ
ら
れ
て
、
識
現
が
必
至
と
さ
れ
て
ゐ
ろ
所
に

毛

三

三

九

、

、



、

三
四
○
・

所
訓
拘
束
と
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
生
ず
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
蛎
一
に
朏
冊
川
胞
の
小
耽
會
性
よ
り
生
れ
る
。
外
地
鵬
刊

が
異
民
族
の
中
に
分
散
し
て
行
は
れ
る
こ
と
は
寧
ろ
例
外
で
、
多
く
は
同
胞
机
密
集
し
て
生
活
す
る
。
ま
た
そ
の
生
活
の
基
礎
た
る
推
務

や
經
醤
に
於
て
、
彼
等
は
相
互
に
聯
鮒
す
る
所
が
深
い
。
し
か
も
彼
等
全
磯
と
し
て
異
雌
族
に
對
立
し
、
こ
れ
と
自
己
と
を
差
別
し
て
ゐ

る
。
か
上
る
事
怖
に
あ
る
在
外
民
に
於
て
．
肺
會
意
識
の
拘
束
が
吸
い
こ
と
は
傲
然
で
あ
る
。
蛎
二
に
外
地
に
於
て
は
佃
六
人
は
異
民
族

と
の
差
別
に
於
て
、
即
ち
民
族
の
閃
ｘ
①
日
亘
胃
と
し
て
認
知
さ
れ
て
ゐ
る
。
佃
人
が
剛
家
を
代
表
す
る
性
格
が
扱
い
。
仙
人
は
何
よ
り
も

先
づ
日
本
人
で
あ
る
と
云
ふ
意
味
に
於
て
遇
せ
ら
れ
、
自
ら
も
常
に
こ
の
こ
と
を
意
識
せ
し
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
仙
人
の
懲
識
に
對

し
て
拘
束
的
に
作
用
す
る
こ
と
も
云
ふ
を
俟
た
な
い
。
か
く
て
．
一
言
に
し
て
云
ふ
な
ら
ば
、
外
地
居
冊
は
、
内
地
の
糀
祁
的
券
剛
兼
よ

り
の
解
放
を
意
味
す
る
と
共
に
、
剛
氏
的
杢
艘
献
會
の
表
象
に
よ
り
蝿
く
結
合
せ
し
め
ら
れ
る
と
云
ふ
面
を
有
し
て
ゐ
る
。

國
土
は
正
に
國
土
と
し
て
國
災
に
對
し
剛
災
統
一
の
象
徴
と
な
り
、
そ
の
不
可
分
の
契
機
と
な
っ
て
ゐ
る
と
共
に
、
他
方
に
於
て
は
風

土
と
し
て
、
そ
の
國
民
の
生
活
の
様
式
と
文
化
と
を
規
定
し
て
ゐ
る
こ
と
は
無
論
で
あ
る
。
居
研
は
閏
民
的
背
景
の
下
に
な
さ
れ
て
も
、

風
土
的
に
は
そ
れ
は
固
有
の
風
土
の
規
定
の
外
に
立
つ
●
こ
と
で
あ
る
。
從
っ
て
固
有
の
生
活
様
式
は
外
地
の
風
土
に
調
和
す
る
篤
に
之
を
。

鍵
革
す
べ
き
必
要
も
生
ず
る
。
こ
の
場
合
、
現
地
の
習
俗
が
右
の
鍵
革
に
方
向
を
與
へ
る
の
は
自
然
の
勢
で
あ
る
。
若
し
こ
の
こ
と
が
進

む
な
ら
ば
、
や
が
て
居
留
民
は
固
有
の
生
活
様
式
を
喪
失
し
て
、
現
地
の
そ
れ
に
同
化
す
る
と
云
ふ
と
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

は
云
ふ
ま
で
も
な
く
固
有
の
剛
民
意
織
を
動
描
せ
し
め
る
危
瞼
を
も
っ
て
ゐ
る
。
生
活
様
式
は
風
土
に
推
礎
を
も
つ
と
共
に
、
祁
會
的
師

屈
の
標
識
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
尚
方
の
こ
と
は
居
冊
民
が
二
枇
三
批
と
な
る
場
合
、
或
は
現
地
に
於
け
る
雑
辨
に
於
て
。
特
に
雀
だ
し

く
な
る
で
あ
ら
う
。
》

併
し
右
は
勿
論
一
の
可
能
に
過
ぎ
ず
、
現
迩
に
は
鎚
多
の
燕
怖
に
よ
り
、
必
ず
し
も
一
概
に
之
を
云
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
現
地
の
生

、
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活
様
式
が
そ
の
風
土
に
調
和
し
て
ゐ
て
も
、
そ
れ
は
妓
善
の
様
式
で
あ
る
と
は
固
よ
り
云
へ
な
い
。
現
地
人
の
風
俗
客
惟
を
探
川
す
べ
き

絶
對
的
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
居
留
民
の
背
後
に
立
っ
て
ゐ
る
幽
災
肺
禽
の
生
括
力
と
文
化
力
は
、
こ
の
川
に
於
て
亜
要

な
意
義
を
も
つ
。
他
面
よ
り
云
へ
ぱ
、
剛
氏
の
海
外
發
股
は
術
に
Ⅲ
布
の
剛
民
統
一
の
弧
力
な
支
持
あ
る
と
き
に
於
て
の
み
．
嵐
に
剛
災

的
發
展
の
名
に
仙
す
る
。
今
日
の
側
本
脚
民
の
逃
川
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
そ
れ
は
剛
災
を
主
艘
と
し
て
老
へ
ら
れ
た
新
秩
序
の
迷
成
の
爲

の
發
展
で
あ
り
、
従
っ
て
垂
見
に
と
り
て
は
右
の
如
き
發
展
の
み
が
眞
の
發
展
で
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
固
右
の
幽

土
を
離
れ
た
在
外
人
口
の
Ｅ
大
化
は
、
そ
の
發
展
力
の
韮
礎
を
術
に
内
地
に
世
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
．
こ
れ
と
共
に
固
右
の
閏
土
と

外
地
の
環
境
と
の
緊
棚
に
於
け
る
等
貿
化
で
あ
る
と
か
、
外
地
の
風
土
に
通
す
る
限
り
固
称
の
智
裕
を
維
持
す
る
こ
と
の
川
意
が
要
請
せ

ら
れ
る
。
ま
た
外
地
と
國
土
と
の
交
通
關
係
が
緊
密
に
維
持
さ
る
べ
き
と
と
も
云
ふ
を
侠
た
な
い
。
勿
論
固
布
の
生
祇
様
式
や
否
俗
も
外

地
發
展
に
於
け
る
経
験
に
よ
り
批
判
せ
宅
れ
、
改
善
さ
れ
る
と
云
ふ
一
面
も
閑
却
川
来
な
い
。
こ
の
雨
方
面
よ
り
、
陶
土
と
不
可
分
な
る

幽
民
統
一
の
．
固
有
の
幽
土
を
超
え
て
の
維
持
は
可
能
と
な
る
で
あ
ら
う
。

右
の
如
く
、
日
本
の
剛
土
外
卿
氏
の
豆
大
化
は
國
民
の
固
布
風
土
よ
り
の
分
離
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
恥
が
剛
災
的
全
磯
枇
會
の
邪
念
に

よ
っ
て
導
か
れ
、
統
制
さ
れ
て
ゐ
る
所
に
．
閏
土
と
剛
氏
統
一
の
統
一
と
云
ふ
日
本
肚
命
の
性
絡
と
調
和
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
第
二
の

幽
土
内
の
人
口
の
移
動
性
の
輔
逃
も
、
亦
二
伽
的
老
察
を
必
要
と
す
る
。
日
本
は
維
新
と
共
に
封
建
制
度
を
徹
去
し
、
此
唯
に
人
為
の
届

０

住
移
動
並
に
職
業
選
搾
が
自
由
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
急
激
な
職
業
の
分
化
に
よ
っ
て
益
交
促
進
せ
ら
恥
、
こ
の
鰯
に
地
縁
的
錐
剛
の
迩

義
が
大
に
減
退
し
た
。
政
治
制
度
も
ま
た
こ
れ
を
促
進
し
て
ゐ
る
。
蓄
來
の
村
は
大
抵
数
簡
合
併
せ
ら
れ
て
、
新
し
い
行
政
村
と
な
り
、

自
然
的
な
統
一
で
あ
っ
た
醤
村
の
剛
結
は
、
部
群
意
識
の
排
除
の
橘
の
下
に
破
ら
れ
、
隣
保
の
政
治
的
、
經
濟
的
機
能
が
楓
が
れ
て
來
た
。

か
上
る
事
柄
が
土
地
に
對
す
る
人
川
の
結
合
壯
態
に
於
け
る
大
愛
革
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
殊
に
近
隣
的
結
合
の
弛
緩
せ
る

國
土
三
四
一
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生
活
形
態
で
あ
る
都
市
の
發
逹
、
都
市
人
口
の
組
入
、
の
中
に
於
て
占
め
る
比
率
の
忽
峨
を
併
せ
老
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
全

悩
に
於
て
、
剛
土
に
對
す
る
脚
雌
の
結
合
は
弛
綏
し
た
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
乍
ら
他
面
に
於
て
老
ふ
べ
き
こ
と
は
、
か
上

る
推
移
と
共
に
、
全
艘
的
國
土
に
對
す
る
意
識
は
寧
ろ
弧
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
封
建
時
代
に
於
て
は
、
剛
氏
は
地
域
的
に
分
裂
し
、

爲
に
郷
土
と
し
て
の
図
土
に
對
し
て
は
弧
く
結
合
し
て
ゐ
て
も
、
杢
艘
的
剛
土
は
鮮
明
に
表
象
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
と
云
へ
る
か
ら
で
あ

ら

る
。
更
に
一
の
動
向
が
指
摘
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
自
然
村
の
意
義
を
岡
刷
し
、
叉
は
万
人
組
的
隣
保
制
度
の
復
活
を
唱
へ
る
胤
想
で
あ
る
。

こ
の
聾
は
す
で
に
可
成
り
の
沿
革
を
布
し
て
ゐ
る
が
、
特
に
今
次
事
鍵
の
發
生
以
後
、
？
て
の
祇
會
的
影
群
と
し
て
の
地
縁
剛
結
の
弧
調
が

著
し
く
な
っ
て
来
た
。
元
來
戦
争
は
人
間
の
献
會
的
結
合
棚
係
に
對
す
る
並
要
な
影
稗
因
子
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は

現
に
吾
糞
の
目
前
に
見
て
ゐ
る
通
り
で
あ
る
。
鋪
一
に
對
外
的
緊
張
に
比
例
し
て
阿
災
の
同
胞
的
親
和
。
閣
結
が
促
進
さ
れ
て
ゐ
る
。
館

一
淀
銃
後
奉
仕
の
爲
、
集
團
行
動
の
麺
類
と
瀕
度
が
非
常
に
大
と
な
っ
て
ゐ
る
。
雄
三
に
諦
諏
の
利
益
的
集
閣
の
意
義
が
後
退
し
た
。
雛

四
に
生
活
の
各
方
面
に
對
す
る
集
囲
的
統
制
が
顯
特
と
な
っ
て
来
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
中
に
於
て
．
ま
た
こ
れ
ら
の
こ
と
と
結
へ
剛
し

て
、
就
中
注
意
を
要
す
る
の
が
、
地
縁
閣
結
の
強
調
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
縁
開
係
は
元
来
町
巫
哨
洩
れ
な
く
人
凌
遊
包
括
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
行
政
組
織
が
地
域
と
結
合
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
と
と
、
諸
種
の
統
制
は
技
術
上
地
域
梱
半
位
に
行
は
る
べ
き
も
の
雌
も

⑥

多
い
と
云
ふ
こ
と
、
防
空
上
の
必
然
、
近
隣
的
耐
會
意
識
の
拘
束
性
の
利
川
の
爲
等
に
韮
づ
く
も
の
で
あ
る
。
併
し
か
入
る
地
縁
的
關
係

の
磁
化
は
、
恥
半
に
時
局
に
即
雌
す
る
爲
に
要
求
せ
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
一
の
文
化
史
的
意
義
を
有
っ
て
ゐ
る
と
と
は
、
特
に
注
意

を
要
す
る
。
即
ち
、
近
代
祗
會
の
機
能
的
分
化
と
モ
ピ
リ
テ
ィ
ー
の
高
度
化
は
、
脈
會
生
活
に
於
け
る
自
然
的
紐
帯
の
意
義
を
減
弱
し
、

人
川
の
本
質
契
機
た
る
ゲ
マ
ィ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
性
格
を
萎
臓
せ
し
め
つ
山
あ
る
が
、
地
縁
的
述
緬
の
呼
扱
化
は
か
か
る
傾
向
へ
の
抵
抗
を

意
味
し
て
ゐ
る
と
云
へ
る
の
で
あ
る
。
特
に
地
大
の
絲
合
と
地
縁
的
剛
結
に
於
て
特
色
を
も
つ
ｎ
本
肺
會
に
於
て
は
、
そ
れ
は
、
己
喪
失

I
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の
防
止
に
外
な
ら
な
い
。
尤
も
、
現
代
の
文
化
の
條
件
に
於
て
、
地
縁
的
な
る
も
の
の
意
味
す
る
人
間
の
柵
は
ぱ
健
康
性
を
問
復
す
る
方

策
は
、
典
磯
的
事
情
に
よ
っ
て
一
律
に
之
を
云
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
ひ
と
し
く
地
縁
的
結
合
の
眼
化
で
あ
っ
て
も
．
こ
れ
に
よ
っ
て
期

待
せ
ら
れ
る
課
題
は
多
様
で
あ
る
。
何
ょ
り
も
か
上
る
結
合
へ
の
前
提
に
不
同
が
あ
る
。
先
づ
、
自
然
的
景
概
に
印
し
て
ゐ
る
所
の
、
そ
し

て
居
住
の
接
近
と
云
ふ
と
と
の
上
に
、
そ
の
範
剛
を
ぼ
回
ひ
と
し
く
す
る
諸
種
の
肺
禽
的
聯
關
が
堆
械
し
て
ゐ
る
農
村
と
、
こ
れ
と
全
く

事
態
を
異
に
す
る
都
市
と
に
於
て
、
地
縁
關
係
の
再
弧
化
の
前
提
が
大
に
異
っ
て
ゐ
る
。
史
に
細
か
に
云
へ
ぱ
、
後
者
に
於
て
も
、
叫
性

と
女
性
、
成
人
と
小
供
、
出
勤
人
と
在
町
人
、
借
家
人
と
家
作
持
、
或
は
一
般
市
民
と
集
合
壮
宅
の
居
住
者
と
の
間
等
に
於
一
し
、
そ
れ
は

火
に
異
っ
て
ゐ
る
。
他
方
物
資
の
配
給
や
防
空
上
の
必
要
に
開
し
て
は
、
都
市
の
力
が
避
村
に
於
け
る
以
上
に
近
隣
的
聯
繋
の
前
提
を
有

し
て
ゐ
る
と
も
云
へ
る
。
要
す
る
に
地
縁
的
削
結
の
再
弧
化
に
は
、
こ
れ
に
戦
っ
て
迩
現
せ
ん
と
す
る
特
殊
的
目
的
と
、
祇
會
的
道
徳
的

理
想
と
が
分
け
ら
れ
る
鐸
で
あ
る
。
今
問
題
は
後
者
に
開
し
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
今
は
蝦
に
、
剛
土
と
不
可
分
な
日
本
の
國

民
献
會
の
性
格
は
、
例
へ
ば
今
日
の
地
縁
關
係
の
弧
調
の
如
き
、
人
の
連
練
と
人
と
地
の
連
綾
と
を
要
請
せ
し
め
る
、
と
云
ふ
に
止
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
唖
附
言
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
は
必
歩
し
も
封
建
的
醤
時
代
に
於
け
る
農
村
的
肺
會
結
合
様
式
を
そ
の
ま
上
今
日

に
復
活
せ
し
む
く
し
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
人
が
自
己
の
生
れ
た
地
域
的
小
牡
會
の
中
に
そ
の
全
生
活
を
投

入
し
て
ゐ
た
時
代
と
は
異
っ
て
、
今
日
に
於
て
は
、
幽
民
的
全
艘
肺
愈
の
表
象
が
凡
べ
て
の
人
狩
に
明
諌
活
溌
と
な
っ
て
ゐ
る
。
小
地
域

の
祇
會
意
識
に
對
し
て
叫
民
的
大
杜
含
の
自
発
が
、
小
さ
な
郷
土
へ
の
愛
に
對
し
て
，
郷
土
の
述
練
的
全
催
と
し
て
の
剛
士
へ
の
愛
が
よ

り
明
確
と
な
っ
て
ゐ
る
。
郷
土
的
集
剛
に
對
す
る
査
征
感
桁
に
と
ど
ま
ら
ず
．
剛
家
に
對
す
る
戊
任
感
怖
の
弧
化
が
要
諦
せ
ら
れ
て
ゐ

る
。
此
鹿
に
剛
土
磯
醗
の
剛
民
統
一
に
於
け
る
亜
要
性
を
生
か
し
、
地
の
連
絞
に
墓
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
人
の
迩
絨
の
意
義
を
兇
剛
せ
し
酌

る
新
し
い
「
川
會
」
政
策
は
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ふ
た
噌
剛
氏
的
絲
合
の
榊
造
と
文
化
的
條
件
の
推
移
を
伽
戒
し
て
、
耶
純
に
、

國
土
三
四
三

１
１

d

ロ

、

、

●



三
川
川

近
隣
的
・
直
槻
的
剛
結
に
過
大
な
任
務
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
と
忠
ふ
。
殊
に
そ
れ
は
我
閏
災
枇
格
の
一
面
で
あ
る
山
川
小
枇
愈
的
心

枇
に
機
會
を
典
へ
、
澗
述
に
し
て
創
意
的
な
心
性
の
折
雌
を
Ⅲ
番
す
る
危
嶮
を
も
包
右
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

註（
一
）
．
ヨ
］
ｏ
ｏ
ｐ
Ｏ
完
。
。
揖
臼
》
ご
『
Ｃ
Ｑ
吋
口
勺
己
の
昌
己
会
。
屍
魚
言
い
○
局
嵩
ｏ
ｐ
ｏ
ｏ
旨
◎
言
い
、
罵
戸
津
ロ
ロ
Ｐ
ｏ
ｏ
ｍ
ｏ
房
、
一
声
員
［
（
シ
月
言
く
罰
ｍ
Ｏ
肘
冒
一
三
再
総
Ｇ
〕
い
の
冑
や
津
自
己

ｇ
瞬
巨
。
．
易
ｌ
ｅ
，

Ｐ

ｏ
ｐ
十
七
條
愈
法
節
十
五
に
「
町
」
と
「
制
」
の
文
字
が
あ
る
。

（
三
〕
亭
周
Ｐ
〆
“
○
］
局
］
〔
再
画
一
『
。
皿
⑥
冒
口
。
鵠
・
○
圏
ご
ｅ
〕
全
（
曙
砿
』
。
〕
己
色
二
宮
茸
○
》
恥
。
峰
一
口
室
・
料
垣
唖
『
Ｐ
込

（
四
〕
○
百
再
口
冒
‐
炭
巳
２
詞
○
・
、
国
５
国
Ｃ
己
唾
具
夢
ｏ
同
勢
塁
ご
Ｓ
轡
や
］
．
ザ

竜

〔
五
）
王
勝
明
「
大
學
問
」
。

（
六
）
国
○
ぬ
⑥
一
》
二
対
○
門
一
Ｂ
昌
侭
⑦
】
】
堅
〕
貝
昌
ｃ
三
〆
二
○
切
昌
）
三
、
白
日
。
〔
脇
Ｃ
三
ｏ
三
○
（
届
】
員
。
當
言
回
顧
〕
。

●
〃

〔
七
）
胃
ｂ
二
．
呂
雪
ご
局
唾
○
巳
具
雲
Ｃ
罠
舎
●
貰
局
色
黒
》
］
、
②
Ｐ

（
八
〕
二
調
晨
。
〉
］
畠
）
寧
巨
蚤
畠
鮠
呂
Ｑ
弓
齢
二
凰
屍
昌
冨
汽
臼
】
〕
Ｈ
＠
回
解

（
九
〕
拙
稿
「
文
化
交
流
の
問
題
」
（
川
本
祗
含
撃
會
年
報
「
趾
禽
學
」
七
）
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