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司
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一　

四
川
保
路
運
動
と
辛
亥
革
命
後
の
国
有
化
決
議

　
（
１
）
保
路
運
動
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
認
識
と
課
題

　

一
九
一
一
年
に
発
生
し
た
四
川
省
で
の
鉄
道
国
有
化
反
対
運
動
、
す
な
わ
ち
四
川
保
路
運
動
を
め
ぐ
っ
て
は
、
同
年
末
の
辛
亥
革
命
の
前

哨
戦
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
近
代
中
国
に
お
け
る
革
命
運
動
の
一
環
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
ま
で
認
識
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
一
般
的
な
理
解
を
簡
単
に
整
理
す
れ
ば
、
同
年
五
月
一
一
日
に
清
朝
政
府
が
打
ち
出
し
た
幹
線
鉄
道
国
有
化
政
策
に
対
し
て
、
国
有
化

に
名
を
借
り
て
民
間
か
ら
鉄
道
利
権
を
強
奪
し
、
そ
の
後
借
款
導
入
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
外
国
に
売
り
渡
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
全
国

的
に
反
対
の
声
が
わ
き
上
が
り
、
特
に
最
初
の
国
有
化
対
象
と
な
っ
た
湖
北
省
よ
り
四
川
省
成
都
に
至
る
川
漢
鉄
路
の
建
設
に
取
り
組
ん
で

き
た
四
川
に
お
い
て
運
動
の
高
揚
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
初
は
鉄
道
経
営
の
主
体
と
な
っ
た
地
域
エ
リ
ー
ト
を
主
体
と
す
る
請
願
運
動

と
し
て
開
始
さ
れ
た
保
路
運
動
は
、
多
く
の
民
衆
が
参
加
す
る
こ
と
で
急
進
化
し
、
当
局
が
武
力
を
用
い
た
弾
圧
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
で
、

九
月
以
降
全
省
規
模
の
反
政
府
暴
動
へ
と
展
開
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
社
会
利
益
に
反
す
る
政
策
を
民
意
を
踏
み
に
じ
っ
て
強
行
す
る
も
の

中
華
民
国
元
年
五
月
に
お
け
る
川
漢
鉄
路
公
司
株
主
会
の
国
有
化
決
議

―
―
保
路
運
動
後
の
四
川
鉄
道
国
有
化
問
題
に
関
す
る
新
史
料
の
紹
介
と
分
析
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と
し
て
、
清
朝
統
治
の
正
当
性
を
喪
失
さ
せ
、
一
〇
月
一
〇
日
の
武
昌
蜂
起
と
そ
れ
以
後
の
各
省
へ
の
革
命
波
及
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら

し
た
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
過
程
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
同
運
動
は
い
わ
ば
「
反
清
革
命
」
と
し
て
の
政
治
的
側
面
よ
り

専
ら
注
視
さ
れ
、
中
国
近
代
史
の
上
で
重
要
な
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
て
き
た（

１
）。

近
年
も
大
部
の
史
料
集
が
刊
行
さ
れ
る
な
ど（

２
）、

研
究
関
心

は
衰
え
て
い
な
い
の
だ
が
、
鉄
道
建
設
方
針
を
め
ぐ
る
中
央
政
府
と
地
方
社
会
と
の
意
見
の
齟
齬
と
い
う
そ
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
意
外
に

等
閑
視
さ
れ
て
き
た
と
指
摘
で
き
る
。

　

実
は
こ
の
川
漢
鉄
路
の
国
有
化
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
意
外
な
事
実
が
存
在
す
る
。
宣
統
帝
退
位
と
袁
世
凱
の
臨
時
大
総
統
就
任
に
よ
り

革
命
が
収
束
し
て
ま
も
な
い
中
華
民
国
元
年
（
一
九
一
二
年
）
五
月
、
四
川
で
川
漢
鉄
路
公
司
の
株
主
会
が
開
か
れ
、
自
ら
同
鉄
路
の
国
有

化
を
求
め
る
決
議
を
可
決
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
年
一
一
月
二
日
に
は
中
華
民
国
政
府
と
の
国
有
化
交
渉
が
成
立
し
、
清
算
事
務
を
へ

て
三
年
（
一
九
一
四
年
）
九
月
に
川
漢
鉄
路
は
国
有
化
さ
れ
た
。
こ
れ
を
皮
切
り
に
、
全
国
各
省
の
主
要
な
民
営
鉄
道
は
次
々
と
国
有
化
さ

れ
、
清
朝
を
倒
し
て
成
立
し
た
中
華
民
国
の
も
と
で
、
あ
ら
た
め
て
鉄
道
国
有
化
政
策
が
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
の
建
設
は
主
と
し

て
外
国
借
款
の
導
入
で
進
め
ら
れ
、
前
年
に
激
し
い
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
は
ず
の
民
営
鉄
道
の
国
有
化
と
借
款
建
設
と
い
う
方
針
は
、
ほ

か
な
ら
ぬ
四
川
で
の
国
有
化
要
求
決
議
を
発
端
に
、
革
命
後
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
一
八
〇
度
の
転
換
と
言
っ
て
良
い
そ
の
後
の
状
況
展
開
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
な
経
緯
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
に
言
及
す
る
史
料
と
し
て
は
、
民
国
三
年
（
一
九
一
四
年
）
刊
行
の
『
民
国
鉄
路
一
年
史
』
と

二
四
年
（
一
九
三
五
年
）
刊
行
の
『
交
通
史
路
政
編
』
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、「〔
民
国
〕
元
年
五
月
、
特
に
株
主
大
会
を
開
き
、
議
論
し
て
川

漢
鉄
路
を
国
有
に
移
譲
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
（
元
年
五
月
、
特
開
股
東
大
会
、
議
将
川
路
譲
帰
国
有（

３
））」「

民
国
元
年
五
月
、
四
川
の
鉄

道
〔
会
社
〕
株
主
は
成
都
で
株
主
会
議
を
開
き
、
国
有
に
移
譲
帰
属
さ
せ
る
方
法
に
つ
い
て
討
議
し
た
（
民
国
元
年
五
月
、
四
川
鉄
路
股
東

在
成
都
開
股
東
会
議
、
磋
商
譲
帰
国
有
辦
法（

４
））」

と
、
い
ず
れ
も
ご
く
簡
単
に
概
要
を
述
べ
る
に
す
ぎ
な
い
。
四
川
保
路
運
動
に
関
し
て
は
、
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司
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前
述
し
た
よ
う
に
各
種
の
史
料
集
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
収
録
対
象
は
基
本
的
に
い
ず
れ
も
運
動
の
辛
亥
革
命
へ
の
発
展
と
四
川
独

立
ま
で
を
範
囲
と
し
、
革
命
後
の
川
漢
鉄
路
の
帰
趨
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
も
の
は
な
い（

５
）。

一
方
で
中
華
民
国
時
期
の
鉄
道
史
に
関
す
る
史

料
集
と
し
て
は
、『
中
華
民
国
鉄
路
史
資
料　

一
九
一
二
─
一
九
四
九
』
が
あ
り
、
川
漢
鉄
路
の
国
有
化
に
つ
い
て
も
独
立
し
た
項
目
を
立

て
て
関
連
史
料
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
こ
の
株
主
会
に
よ
る
国
有
化
要
求
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
『
交
通
史
路
政
編
』
の
記
述
を
引

用
し
た
だ
け
で
終
わ
ら
せ
て
し
ま
っ
て
い
る（

６
）。

研
究
史
の
上
で
も
、
四
川
の
鉄
道
国
有
化
問
題
に
関
し
て
は
反
政
府
暴
動
へ
の
展
開
と
そ
の

後
の
辛
亥
革
命
へ
の
発
展
で
叙
述
を
終
え
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
革
命
後
の
こ
う
し
た
展
開
ま
で
取
り
扱
っ
た
研
究
は
、
管
見
の
限

り
皆
無
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
こ
う
し
た
事
実
は
ほ
と
ん
ど
認
知
さ
れ
ず
、
上
述
し
た
よ
う
な
国
有
化
問
題
に
対
す
る
認
識
は
、
大
き
く

見
直
さ
れ
る
機
会
の
な
い
ま
ま
に
今
日
に
至
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
（
２
）「
川
漢
鉄
路
公
司
第
三
次
股
東
会
速
記
録
」
の
発
見
と
内
容

　

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
川
漢
鉄
路
の
国
有
化
問
題
を
再
検
討
す
る
上
で
重
要
な
鍵
と
な
る
民
国
元
年
五
月
の
川
漢
鉄
路
公
司
株
主
に
よ

る
会
議
に
つ
い
て
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
未
解
明
で
あ
っ
た
そ
の
詳
細
を
知
り
う
る
史
料
を
、
こ
の
ほ
ど
発
見
し
た
。
そ
れ
は
「
商
辦
川
漢
鉄

路
臨
時
股
東
総
会
議
事
速
記
録
」
の
題
目
で
北
京
市
の
国
家
図
書
館
古
籍
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
三
冊
組
の
書
籍
で
あ
り（

７
）、

二
〇
一
五
年
九

月
の
同
館
訪
問
時
に
閲
覧
し
て
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
が
、
ま
ず
巻
ご
と
の
題
目
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

第
一
冊
「
商
辦
川
漢
鉄
路
臨
時
股
東
総
会
議
事
速
記
録
」



一
六
八

第
二
冊
「
第
三
次
股
東
会
速
記
録
」

第
三
冊
「
川
路
臨
時
股
東
総
会
議
案
誌
要
」

　

こ
の
う
ち
第
一
冊
と
第
三
冊
は
、
民
国
一
〇
年
（
一
九
二
一
年
）
に
同
鉄
路
公
司
よ
り
中
華
民
国
政
府
交
通
部
に
そ
れ
ぞ
れ
一
部
が
提
出

さ
れ
て
同
部
の
檔
案
中
に
保
管
さ
れ
、
戦
後
は
国
民
党
政
権
の
手
で
台
湾
へ
移
送
さ
れ
て
、
現
在
は
台
湾
新
北
市
の
中
華
民
国
国
史
館
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る（

８
）。

筆
者
は
二
〇
一
四
年
二
月
の
同
館
訪
問
時
に
こ
れ
を
発
見
し
て
閲
覧
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
前
者
は
民
国
元
年
一
二
月

二
五
日
か
ら
二
年
一
月
二
九
日
に
か
け
て
の
臨
時
株
主
総
会
の
議
事
、
後
者
は
同
総
会
で
議
決
さ
れ
た
各
案
件
と
規
則
、
関
係
当
事
者
間
で

の
書
簡
電
報
等
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
元
年
五
月
の
株
主
会
に
関
す
る
内
容
は
、
こ
れ
ら
の
巻
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て

今
回
北
京
に
て
発
見
さ
れ
た
第
二
冊
こ
そ
が
、
五
月
の
株
主
会
（
以
下
、
原
文
の
「
股
東
会
」
も
使
用
）
の
議
事
内
容
を
記
録
し
た
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
第
三
次
股
東
会
速
記
録
」
は
、
民
国
元
年
五
月
一
七
日
か
ら
六
月
一
一
日
に
か
け
て
の
一
ヵ
月
近
く
に
わ
た
っ
て
ほ
ぼ
連
日
開
か

れ
た
川
漢
鉄
路
公
司
の
臨
時
の
股
東
会
で
の
議
事
を
、
各
発
言
者
の
発
言
内
容
を
ほ
ぼ
忠
実
に
記
載
す
る
速
記
録
の
形
式
で
収
録
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
五
月
一
七
日
に
開
か
れ
た
最
初
の
会
議
で
の
議
事
内
容
が
国
有
化
の
是
非
で
あ
り
、
同
鉄
路
の
国
有
化
が
当
事
者

の
ど
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
決
議
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
得
難
い
史
料
価
値
を
有
し
て
い
る

　
（
３
）
五
月
一
七
日
股
東
会
の
議
事
内
容
概
要
と
国
有
化
問
題
の
実
像

　

こ
う
し
て
新
史
料
の
発
見
か
ら
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
民
国
元
年
五
月
一
七
日
の
川
漢
鉄
路
公
司
股
東
会
の
会
議
で
あ
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華
民
国
元
年
五
月
に
お
け
る
川
漢
鉄
路
公
司
株
主
会
の
国
有
化
決
議
―
保
路
運
動
後
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四
川
鉄
道
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化
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す
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新
史
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紹
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と
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る
が
、
そ
こ
か
ら
は
実
に
様
々
な
同
鉄
路
の
国
有
化
を
め
ぐ
る
当
事
者
た
ち
の
本
音
を
聞
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
概
要
に
つ
い
て
、

以
下
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

同
日
の
会
議
は
、
四
川
軍
政
府
の
張
培
爵
副
都
督
ら
の
臨
席
の
下
、
株
主
一
三
六
人
、
代
理
人
一
八
四
人
が
出
席
し
て
午
前
十
時
よ
り
開

会
と
な
っ
た
。
な
お
会
場
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
鉄
路
公
司
の
本
社
で
あ
ろ
う
。
初
日
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
欠
席
者
へ

の
処
罰
や
発
言
の
時
間
制
限
、議
場
の
秩
序
維
持
に
当
た
る
糾
察
員
の
選
出
な
ど
と
い
っ
た
案
件
が
審
議
・
決
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

本
題
の
議
案
が
審
議
開
始
さ
れ
た
が
、
同
日
は
こ
れ
ま
で
同
鉄
路
公
司
が
進
め
て
い
た
湖
北
省
宜
昌
を
起
点
と
し
て
四
川
省
万
県
に
至
る
第

一
期
着
工
区
間
で
の
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
国
有
化
の
可
否
を
柱
に
今
後
の
処
置
を
検
討
す
る
「
宜
昌
工
程
処
分
案
」
の
み
が
取
り
上
げ
ら

れ
、
討
議
の
後
に
投
票
に
よ
り
方
針
が
議
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ま
ず
最
初
に
議
長
団
か
ら
の
議
案
説
明
と
し
て
、
劉
会
長（

９
）よ

り
「
今
回
の
宜
昌
工
程
の
処
分
と
鉄
道
の
国
有
移
管
は
、
第
一
の
重
要
議
案

で
あ
る
。
た
だ
意
見
に
は
三
種
類
存
在
す
る
。（
一
）
国
有
へ
の
移
管
を
主
張
す
る
も
の
。（
二
）
国
有
に
反
対
す
る
も
の
。（
三
）
全
部
は

国
有
に
移
管
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
、
国
有
化
を
前
提
に
株
主
か
ら
の
意
見
は
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
る
こ
と
が
示
さ

れ
た
。
そ
の
上
で
、「
情
勢
に
基
づ
い
て
言
え
ば
、現
時
点
で
は
自
力
で
建
設
す
る
能
力
は
な
く
、必
然
的
に
国
有
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
」
と
、

議
論
の
方
向
性
と
し
て
積
極
的
に
国
有
化
を
求
め
て
い
く
方
向
付
け
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
川
路
維
持
会
代
表
の
張
森
楷
が
発
言

し
、
国
有
化
の
積
極
的
な
実
現
を
求
め
る
意
見
に
賛
同
し
た
。
こ
の
張
森
楷
と
い
う
人
物
は
、
実
は
前
年
に
は
保
路
運
動
に
積
極
的
に
参
加

し
て
お
り）

（1
（

、
か
つ
て
の
「
国
有
反
対
」
の
主
張
と
の
矛
盾
に
つ
い
て
、「
去
年
の
反
対
は
、
国
有
に
反
対
し
た
の
で
は
な
く
、〔
借
款
成
立
の
〕

条
約
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
今
、
民
国
が
成
立
し
、
所
謂
国
有
は
民
国
の
所
有
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、
外
国
の
所
有
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
」
と
最
初
に
弁
解
し
た
。
そ
の
上
で
、「〔
国
有
に
〕
接
収
後
は
、
も
し
財
力
が
な
け
れ
ば
、
な
お
外
債
を
借
用
す
る
。

た
だ
国
会
を
通
過
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、〔
そ
う
す
れ
ば
〕
借
債
は
自
ら
借
債
す
る
の
で
あ
り
、
鉄
道
の
利
権
は
自
ら
の
利
権
の
ま
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ま
で
、
盛
宣
懐
が
鉄
道
を
外
人
に
売
り
渡
そ
う
と
し
た
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
不
可
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
、
外
債
す
な
わ
ち
外
国

借
款
の
使
用
も
国
会
の
承
認
を
条
件
と
し
て
是
認
し
た
。
そ
し
て
今
後
の
川
漢
鉄
路
の
建
設
に
つ
い
て
は
「
思
う
に
宜
万
間
は
、
工
事
が
困

難
で
費
用
は
巨
額
で
あ
り
…
…
、
も
し
建
設
す
る
な
ら
ば
、
な
お
無
数
の
金
銭
が
必
要
で
あ
る
。
我
が
四
川
人
は
、
果
た
し
て
独
力
で
負
担

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
」「
こ
の
鉄
道
は
現
在
、
存
亡
の
時
に
直
面
し
て
お
り
、
進
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
で
き
ず
、
撤
退
す
る
こ
と
も
不
可

で
あ
る
。
我
々
は
一
千
余
万
両
で
こ
の
鉄
道
を
建
設
し
て
き
た
が
、
僅
か
二
年
余
り
で
、
残
額
は
現
在
い
く
ば
く
も
な
く
、
今
後
ど
う
し
て

負
担
で
き
よ
う
」
と
し
て
民
営
に
よ
る
事
業
継
続
に
悲
観
的
な
見
方
を
示
し
、「
先
に
国
有
〔
反
対
〕
を
争
い
、
今
は
国
有
に
帰
す
と
い
う

の
は
、
名
誉
の
上
で
好
ま
し
か
ら
ざ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
名
誉
の
み
を
顧
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
は
為
し

が
た
く
、
ま
た
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
」「
宜
万
の
一
区
間
は
、
営
業
に
は
不
利
で
あ
り
、
純
然
た
る
国
有
性
質
に
か
か
る
も
の
で
、
政

府
に
移
管
す
べ
き
で
あ
る
」
な
ど
と
主
張
し
て
、「
中
央
政
府
が
〔
川
漢
鉄
路
を
国
有
に
〕
接
収
す
れ
ば
、
も
と
よ
り
良
い
。
も
し
接
収
を

認
め
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
我
々
は
代
表
を
選
出
し
て
政
府
と
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
非
常
に
緊
要
で
あ
る
。
こ
の
問
題

は
総
じ
て
速
や
か
に
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
、
も
し
政
府
の
方
か
ら
国
有
化
を
実
施
し
な
け
れ
ば
、
株
主
側
よ
り
国
有
化
を
交
渉
し
て

実
現
さ
せ
る
よ
う
求
め
た
。

　

こ
の
張
森
楷
の
発
言
が
、
い
わ
ば
同
日
の
出
席
株
主
の
意
見
を
代
表
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
続
い
て
発
言
に
立
っ
た
張
夔
階
も
、「
川
漢

鉄
路
は
民
国
を
創
造
し
た
基
因
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
ら
誇
る
わ
け
で
は
な
く
、
天
下
の
共
に
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
、
突
如
国
有
と
い

う
こ
と
を
耳
に
し
、
驚
き
に
た
え
な
い
」
と
、
多
少
の
困
惑
は
見
せ
つ
つ
も
、「
中
央
政
府
は
財
政
が
困
難
で
あ
っ
て
も
、
我
々
は
宗
旨
を

堅
持
し
、
目
的
を
堅
持
し
て
、
必
ず
や
〔
国
有
化
を
〕
達
成
す
る
ま
で
や
り
ぬ
く
。
ま
し
て
や
我
々
の
〔
国
有
化
を
求
め
る
〕
理
由
は
十
分

で
あ
り
、
こ
れ
に
最
高
の
誠
意
を
も
っ
て
要
求
す
れ
ば
、
ま
こ
と
に
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
、
結
局
は
国
有
化

を
積
極
的
に
求
め
る
見
解
を
表
明
し
た
。
こ
う
し
た
発
言
に
対
し
て
、
批
判
的
な
意
見
も
出
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
姓
名
不
詳
の
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中
華
民
国
元
年
五
月
に
お
け
る
川
漢
鉄
路
公
司
株
主
会
の
国
有
化
決
議
―
保
路
運
動
後
の
四
川
鉄
道
国
有
化
問
題
に
関
す
る
新
史
料
の
紹
介
と
分
析

綿
竹
県
株
主
代
表
は
、「
見
よ
、
去
年
は
国
有
〔
問
題
〕
の
た
め
に
生
死
を
か
け
て
闘
い
、
遂
に
目
的
を
達
成
し
た
の
だ
。
目
的
は
既
に
達

成
さ
れ
た
の
に
、
こ
と
ご
と
く
国
有
に
帰
す
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
世
間
の
笑
い
も
の
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
。
湖
北
は
僅
か
に
一
百
万
両

を
集
め
た
だ
け
だ
が
、
な
お
か
つ
〔
鉄
道
計
画
を
〕
進
行
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
四
川
人
は
何
を
苦
し
ん
で
、
自
ら
そ
の
方
法
を
放

棄
し
よ
う
と
す
る
の
か
」
と
、
保
路
運
動
時
か
ら
の
豹
変
ぶ
り
に
対
す
る
率
直
な
批
判
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
た
だ
、
今
後
の
方
針
と
し
て

は
、「
宜
万
の
工
程
は
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
九
千
万
両
も
の
資
金
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
功
可
能
で
あ
る
。
四
川
省
は
戦
火
を
手
痛
く
経

た
ば
か
り
で
、
ど
う
し
て
負
担
で
き
よ
う
。
私
の
意
見
は
、
宜
万
は
〔
自
力
建
設
を
〕
断
念
し
て
、
成
渝
を
建
設
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
」

と
、
こ
れ
ま
で
の
宜
昌
―
万
県
間
で
の
建
設
計
画
を
放
棄
し
て
、
同
省
の
民
営
に
よ
る
鉄
道
建
設
は
成
渝
す
な
わ
ち
成
都
─
重
慶
間
を
対
象

に
試
み
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
、
川
漢
鉄
路
全
体
を
四
川
人
の
手
で
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
は
断
念
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
日
の
会
議
で
は
、
前
述
の
（
三
）
の
意
見
、
す
な
わ
ち
川
漢
鉄
路
の
国
有
化
に
全
面
的
に
反
対
し
、
全
区
間
で
の
民
営

建
設
を
継
続
す
る
よ
う
求
め
る
意
見
は
、
結
局
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
工
事
の
困
難
な
宜
万
間
は
も
は
や
放

棄
し
て
、
民
営
建
設
の
対
象
区
間
は
成
渝
間
に
移
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
少
な
か
ら
ず
賛
同
を
獲
得
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
「
成
都
と

重
慶
の
連
合
は
、
表
面
的
に
は
合
う
よ
う
に
見
え
て
内
心
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
…
…
。
こ
の
鉄
道
を
建
設
す
る
こ
と
で
、
感
情
を
結
び
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
（
張
夔
階
）」
と
、
辛
亥
革
命
時
に
大
漢
四
川
軍
政
府
と
蜀
軍
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
前
後
し
て
成
立
し
、
主
導
権
争
い
の
後

に
三
月
一
一
日
に
よ
う
や
く
四
川
軍
政
府
へ
と
統
一
さ
れ
た
ば
か
り
の
成
都
と
重
慶
と
が
深
く
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
も
主
張
さ
れ
た
。
こ
う

し
て
議
論
は
、
宜
昌
―
万
県
間
に
関
し
て
は
国
有
化
を
容
認
す
る
方
向
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
最
終
的
に
議
長
役
の
鄧
会
長）

（（
（

よ
り
、
条
件
や

手
続
き
の
検
討
は
後
日
に
お
こ
な
い
、
と
り
あ
え
ず
同
区
間
の
国
有
化
の
可
否
を
決
す
る
こ
と
が
動
議
さ
れ
た
。
議
決
は
投
票
に
よ
っ
て
お

こ
な
わ
れ
、
可
と
す
る
者
は
紅
票
、
否
と
す
る
者
は
緑
票
を
投
じ
た
結
果
、
以
下
の
よ
う
な
開
票
数
と
な
っ
た
。
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紅
票
一
四
一
、九
二
四

緑
票　
　

三
、五
一
五

　

こ
う
し
て
四
〇
倍
と
い
う
差
を
付
け
て
国
有
化
を
可
と
す
る
票
が
多
数
を
占
め
、
同
日
の
会
議
は
「
宜
昌
万
県
間
の
工
事
を
中
央
政
府
に

委
譲
し
、
国
有
に
移
管
す
る
こ
と
を
表
決
」
し
て
終
了
・
散
会
と
な
っ
た
。

　

以
上
、
国
有
化
要
求
が
決
定
さ
れ
る
に
至
る
会
議
で
の
議
論
を
概
括
し
て
紹
介
し
た
が
、
こ
う
し
た
株
主
た
ち
の
姿
勢
か
ら
は
、
前
年
の

国
有
化
問
題
に
際
し
て
も
、
条
件
す
ら
同
意
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
政
府
に
よ
る
国
有
化
の
実
施
を
受
け
入
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
。
結
論
と
し
て
は
、
保
路
運
動
は
国
有
化
そ
の
も
の
へ
の
反
対
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
実
施
方
法
を
め
ぐ
る
条
件
闘
争
で
あ
っ

た
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
今
回
発
見
の
新
史
料
よ
り
改
め
て
確
認
さ
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
う
し
た

地
域
エ
リ
ー
ト
か
ら
構
成
さ
れ
る
株
主
会
の
決
定
が
、
直
ち
に
一
般
民
衆
を
含
め
た
地
域
住
民
の
総
意
と
し
て
広
く
社
会
全
体
に
受
け
入
れ

ら
れ
た
の
か
は
、
現
時
点
で
は
速
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
前
述
の
各
種
の
史
料
に
は
、
そ
の
後
の
国
有
化
実
施
を
め
ぐ
る
過
程
で
種
々

の
混
乱
が
生
じ
た
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
お
り）

（1
（

、
今
後
よ
り
広
く
同
時
期
の
現
地
史
料
を
調
査
す
る
中
で
、
川
漢
鉄
路
国
有
化
問
題
の
一
層
の

実
像
解
明
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

以
下
、
本
稿
で
は
「
第
三
次
股
東
会
速
記
録
」
よ
り
、
民
国
元
年
五
月
一
七
日
に
お
け
る
会
議
速
記
録
の
原
文
と
訳
文
を
掲
載
す
る
。

冒
頭
の
国
有
化
審
議
と
は
直
接
関
係
の
な
い
議
事
運
営
を
め
ぐ
る
発
言
の
部
分
は
省
略
し
た
が
、
同
日
の
議
題
は
国
有
化
の
可
否
一
件
で
あ

り
、
そ
の
部
分
を
原
文
と
あ
わ
せ
て
収
録
す
る
こ
と
で
、
こ
の
新
史
料
の
内
容
が
今
後
の
保
路
運
動
研
究
に
広
く
裨
益
す
る
こ
と
を
望
む
も

の
で
あ
る
。
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中
華
民
国
元
年
五
月
に
お
け
る
川
漢
鉄
路
公
司
株
主
会
の
国
有
化
決
議
―
保
路
運
動
後
の
四
川
鉄
道
国
有
化
問
題
に
関
す
る
新
史
料
の
紹
介
と
分
析

二　

川
漢
鉄
路
公
司
第
三
次
股
東
会
に
お
け
る
国
有
化
決
議
案
の
審
議
速
記
録

凡
例

　

・
原
文
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
手
で
句
読
点
お
よ
び
引
用
部
分
の
括
弧
書
き
を
施
し
た
。

　

・
訳
文
に
つ
い
て
は
、
筆
者
に
よ
り
補
っ
た
部
分
を
〔　

〕
で
示
し
た
。

　

・
註
釈
を
施
し
た
箇
所
は
、
丸
数
字
で
註
記
し
た
。

【
原
文
】

五
月
十
七
號
（
陰
曆
四
月
初
一
日
）
星
期
五

　

處
分
宜
昌
工
程
案

　
　

午
前
十
鐘
開
會
。
代
理
一
百
八
十
四
人
、
股
東
一
百
三
十
六
人
。

　

副
都
督
張
・
實
業
司
次
長
張
・
巡
警
總
監
楊
、
皆
蒞
會
。

鄧
會
長
報
告
〔
中
略
〕「
今
年
開
會
、
很
重
要
的
、
比
別
的
事
件
不
同
。
只
怕
議
論
不
決
、
把
時
間
躭
悞
、
限
三
分
鐘
為
猶
豫
時
間
。
若
各

股
東
有
重
要
思
想
、可
以
發
表
出
來
、不
必
多
延
時
刻
」（
衆
贊
成
）。〔
中
略
〕
又
云
「
今
天
這
個
議
案
、有
幾
个
意
見
。
請
劉
先
生
報
告
」。

劉
會
長
云
「
此
回
處
分
宜
昌
工
程
與
路
歸
國
有
、是
第
一
大
議
案
。
但
意
見
有
三
層
。（
一
）
有
主
歸
國
有
者
。（
二
）
有
反
對
國
有
者
。（
三
）

有
不
全
歸
國
有
者
。
更
有
調
査
宜
萬
工
程
、
此
種
意
見
書
、
尚
未
印
刷
出
來
、
送
與
各
位
先
生
看
。
大
約
於
政
治
經
濟
上
、
有
種
種
之
困

難
。
據
形
勢
而
言
、
此
時
自
辦
無
力
、
應
歸
國
有
。
至
於
付
息
選
人
材
一
層
、
宜
詳
細
規
畫
。
程
雪
樓
報
告
已
詳
言
之
矣
。
代
表
羅
先
生

主
張
國
有
。
曾
先
生
主
張
改
修
成
渝
」。
鄧
會
長
云
「
請
川
路
維
持
會
代
表
發
言
」。
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張
森
楷
云
「
去
年
開
臨
時
股
東
會
、
為
的
鐵
路
國
有
。
後
來
造
成
民
國
、
亦
是
鐵
路
國
有
。
但
去
歳
反
對
、
非
反
對
國
有
、
是
反
對
條
約
。

今
民
國
成
立
、
所
謂
國
有
、
原
為
民
國
所
有
、
非
為
外
國
所
有
。
査
宜
萬
一
段
、
工
艱
費
鉅
、
種
種
困
難
、
前
張
詩
六
已
詳
言
之
。
曩
爭

國
有
、
今
歸
國
有
、
於
名
譽
上
似
不
好
。
然
但
顧
全
名
譽
、
於
事
實
上
做
不
去
、
也
是
無
濟
的
。
在
前
專
制
時
代
、
李
稷
勳
係
京
堂
、
與

督
撫
平
行
、
能
施
壓
制
、
事
事
易
辦
。
今
則
不
能
用
壓
制
了
。
即
如
購
地
一
事
、
前
尚
屢
起
紛
爭
、
今
無
壓
制
、
能
力
薄
弱
。
我
即
無
界

限
之
分
難
保
。
人
亦
如
我
、
無
界
限
之
分
。
以
後
遂
停
不
修
。
已
費
之
千
萬
、
款
項
無
着
。
若
修
、
尚
須
無
數
之
金
錢
。
我
川
人
能
獨
力

擔
任
否
。
李
來
函
、
請
保
管
路
工
機
材
等
件
、
誠
為
要
着
。
然
為
風
雨
飄
搖
、
山
洪
暴
發
、
亦
豈
容
易
保
管
。
總
之
、
川
路
為
造
成
民
國

之
根
源
。
宜
萬
一
段
、
不
利
營
業
、
純
係
國
有
性
質
、
以
歸
政
府
。
諒
無
不
接
收
。
收
後
、
若
無
財
力
、
仍
借
外
債
。
只
要
國
會
通
過
、

借
債
自
借
債
、
路
權
自
路
權
、
不
至
如
盛
宣
懷
之
以
路
賣
與
外
人
、
常
無
不
可
。
此
路
現
値
存
亡
之
秋
、
欲
進
不
能
、
欲
退
不
可
。
我
們

一
千
餘
萬
修
此
路
、
僅
二
年
餘
、
所
存
現
已
無
幾
、
將
來
何
能
擔
負
。
中
央
政
府
能
收
固
好
。
如
不
肯
收
、
我
們
還
要
舉
代
表
、
與
之
交

涉
。
此
是
很
要
緊
的
。
此
問
題
總
宜
從
速
解
決
。
至
於
款
項
工
程
、如
何
辦
法
、還
望
大
家
討
論
。
各
位
如
有
反
對
宜
歸
工
程
歸
國
有
者
、

請
詳
言
之
。
愈
研
究
、
理
愈
眞
固
、
不
嫌
反
對
也
。
今
將
程
德
全
來
電
讀
、
與
各
位
聽
一
聽
」。

鄧
會
長
云
「
此
議
題
重
大
。
或
國
有
、
或
民
有
、
先
議
決
、
然
後
好
議
別
件
。
須
分
個
界
限
、
只
議
國
有
・
民
有
。
至
國
有
如
何
、
民
有
如

何
之
手
續
、
俟
取
決
後
再
議
」。

張
夔
階
云
「
張
先
生
在
渝
設
維
持
會
、
成
都
設
研
究
會
、
名
異
實
同
。
川
路
為
造
民
國
之
基
、
非
自
誇
、
天
下
共
認
。
今
忽
聽
國
有
、
不
勝

詫
異
。
但
國
有
亦
有
界
説
。
盛
宣
懷
所
謂
幹
路
、
起
止
未
分
、
當
以
宜
萬
為
幹
線
。
此
外
屬
枝
路
、
仍
可
自
修
。
其
讓
歸
國
有
者
、
指
已

成
之
路
已
用
之
款
而
言
。
若
未
用
之
款
、
當
然
仍
歸
川
人
、
不
能
含
糊
。
請
將
此
層
、
詳
加
研
究
。
中
央
政
府
、
財
政
雖
困
難
、
我
等
抱

定
宗
旨
、
抱
定
目
的
、
必
須
達
而
後
已
。
況
我
們
理
由
充
足
、
加
以
最
誠
之
意
求
之
、
諒
無
不
允
。
去
歳
亂
後
、
宜
路
材
料
等
經
車
載
船

裝
者
、
不
知
若
干
。
已
請
黎
總
統
、
出
示
保
管
。
事
實
上
必
急
定
議
案
、
派
人
保
管
為
要
。
各
股
東
以
為
如
何
」。
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鄧
會
長
云
「
此
説
甚
合
。
現
存
之
款
、
當
然
是
我
們
的
。
有
意
見
者
、
請
發
表
」。

中
江
代
表
云
「
前
已
上
意
見
書
謂
、
川
路
歸
國
有
、
在
民
國
上
、
為
最
大
問
題
。
東
西
各
國
、
以
路
礦
為
固
定
之
資
產
、
同
為
實
業
上
事
、

而
路
必
歸
國
。
去
歳
辯
爭
有
二
。（
一
）
絶
對
不
借
外
債
。（
一
）
借
債
有
借
法
（
此
未
發
表
）。
如
今
、
講
修
成
渝
、
所
餘
僅
三
百
多
萬
。

能
修
成
若
干
路
、
必
仍
籌
款
。
不
如
全
路
歸
國
有
、
或
股
款
可
望
全
付
。
我
們
或
認
國
債
、
更
有
着
落
。
為
張
先
生
所
言
、
以
所
餘
之
款

自
修
、
譬
如
家
人
貿
易
折
了
本
、
交
與
家
長
。
家
長
固
承
認
、
衆
弟
兄
能
否
許
可
。
故
不
如
全
歸
國
有
為
是
。
若
要
辦
成
渝
、
恐
辦
不
到
。

大
家
以
為
如
何
」。

綿
竹
代
表
云
「
適
言
全
歸
國
有
、
未
嘗
不
可
。
但
經
營
八
九
年
、
始
得
一
千
餘
萬
、
本
非
容
易
。
開
工
僅
兩
載
、
倒
款
糜
費
、
所
存
僅
三
百

多
萬
。
看
來
、
去
歳
為
國
有
之
故
、
出
生
入
死
、
達
到
目
的
。
目
的
既
達
、
盡
歸
國
有
、
恐
怕
落
人
笑
話
。
湖
北
僅
籌
一
百
萬
、
尚
且
力

圖
進
行
。
川
人
何
苦
、
自
棄
其
辦
法
。
莫
先
於
査
款
。
去
年
李
瑤
琴
所
管
之
款
、
派
人
調
査
、
浮
用
不
少
。
即
如
敝
縣
綿
竹
所
存
之
款
、

亦
挪
用
不
少
。
再
者
、
宜
萬
工
程
艱
難
、
須
有
九
千
萬
兩
、
方
可
成
功
。
川
省
慘
遭
兵
燹
、
何
能
擔
負
。
鄙
意
、
舍
宜
萬
、
修
成
渝
。
宜

昌
工
程
、
派
人
調
査
、
澈
底
清
算
。
并
撥
各
省
協
餉
等
項
、
與
政
府
交
涉
、
收
歸
川
人
修
路
之
用
。
區
區
之
見
、
尚
祈
斟
酌
」。

雙
流
縣
代
表
周
鳳
池
云
「
路
歸
國
有
、
所
疑
者
兩
問
題
。
成
都
至
重
慶
、
需
款
不
下
二
千
萬
。
此
時
財
力
單
薄
、
固
不
能
擔
任
。
修
宜
萬
、

更
從
何
説
起
。
據
此
情
形
、
不
如
全
歸
國
有
。
中
央
政
府
、
如
有
能
力
修
宜
萬
、
自
然
能
修
成
渝
。
否
則
對
於
宜
萬
借
債
、
對
於
成
渝
、

亦
是
借
債
。
成
渝
・
宜
萬
、
相
差
不
遠
。
諸
君
為
名
譽
起
見
。
然
事
有
不
能
單
求
之
表
面
、
而
不
徴
諸
事
實
者
。
川
輪
甚
有
利
益
、
蜀
通

之
獲
利
、可
見
一
斑
。
以
現
在
之
財
力
、欲
修
成
渝
、與
前
之
一
千
餘
萬
、欲
修
宜
萬
、同
一
危
險
。
今
値
兵
後
、民
間
經
濟
、異
常
困
難
。

欲
收
租
股
、
萬
不
能
的
。
若
頼
購
股
、
恐
十
年
亦
辦
不
到
一
千
萬
。
此
非
從
公
款
、
着
手
不
能
。
從
公
款
、
如
協
餉
等
項
、
欲
收
不
認
、

恐
難
辦
到
。
雲
南
・
西
藏
、
若
不
給
協
餉
、
除
非
不
要
此
二
處
。
鄙
意
、
不
如
全
歸
國
有
。
政
府
收
、
必
全
收
、
不
收
全
路
、
亦
必
不
收
」。

楊
總
監
云
「
楊
維
今
日
、
以
股
東
之
資
格
、
為
簡
單
之
發
言
。
論
民
生
主
義
及
國
家
社
會
主
義
、
川
省
幹
路
應
收
歸
國
有
。
俟
政
府
之
規
畫
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既
定
、
公
司
可
向
政
府
、
承
辦
數
段
」。

張
夔
階
云
「
鐵
路
既
造
成
民
國
、
上
而
軍
政
府
、
下
而
一
斑
人
民
、
總
要
存
一
維
持
觀
念
。
豈
能
任
其
残
破
而
不
收
拾
、
因
其
困
難
不
設

法
繼
續
修
乎
（
衆
拍
掌
）。
宜
工
程
如
不
歸
國
有
、
則
已
用
之
款
如
一
盤
散
沙
、
有
何
着
落
。
而
未
用
之
款
、
與
材
料
・
機
械
・
藍
格
志 

股
票
等
、尚
存
五
百
餘
萬
。
値
此
經
濟
困
難
、以
之
流
通
市
面
、活
人
不
少
（
衆
拍
掌
）。
宜
昌
十
段
路
工
、養
活
十
數
萬
人
。
成
渝
如
修
、

至
少
、必
能
用
數
萬
人
。無
業
之
民
漸
少
、匪
風
可
藉
潛
消（
衆
大
拍
掌
）。成
渝
之
路
、修
成
若
干
里
、即
能
開
若
干
里
車
。股
東
見
可
獲
利
、

購
股
必
能
踴
躍
。
且
非
是
以
此
款
即
能
修
成
渝
也
。
不
過
存
保
存
之
意
。
輪
船
固
有
利
益
、
稍
有
損
失
、
動
需
萬
金
。
中
外
臨
江
、
或
有

意
見
不
合
、
損
失
更
大
。
各
位
不
可
知
其
利
、
而
不
知
其
害
。
鄙
人
不
敢
一
意
贊
成
。
成
渝
聯
合
、
貌
合
神
離
。
維
持
會
與
研
究
會
、
宗

旨
既
同
、
修
此
路
、
可
以
聯
絡
感
情
（
張
拍
案
）（
衆
拍
掌
）。
鐵
道
學
生
、
既
經
最
困
難
之
工
程
、
易
修
工
程
、
不
待
言
了
。
不
過
請
一

工
程
司
、
以
資
顧
問
可
矣
。
非
若
再
宜
之
學
生
、
受
制
於
工
程
司
。
宜
之
工
程
、
李
固
罪
人
、
而
罪
魁
還
是
顏
德
慶
。
修
路
既
可
養
活
多

人
、
而
附
近
鐵
路
地
方
、
利
源
可
増
無
限
。
路
豈
可
不
收
嗎
（
衆
拍
掌
）」。

陳
尊
宇
云
「
第
一
界
限
國
有
・
民
有
、
先
説
該
修
・
不
該
修
。
若
要
全
體
歸
國
有
、
成
渝
不
修
、
而
先
修
宜
萬
。
要
遲
至
二
十
年
後
、
方
有

修
成
渝
之
一
日
。
査
成
都
為
四
川
政
治
中
心
點
、
重
慶
為
四
川
商
業
大
馬
頭
。
現
成
渝
貌
合
神
離
、
誠
為
張
先
生
所
言
。
能
修
、
則
可
以

聯
感
情
。
但
路
事
破
壞
、
欲
將
餘
款
議
辦
實
業
、
鐵
路
不
是
實
業
嗎
。
況
修
成
若
干
里
、
即
能
開
車
若
干
里
、
人
必
勇
於
購
股
。
弟
住
三

段
工
程
上
、
即
以
三
段
工
程
論
、
三
段
做
成
工
程
、
已
有
七
八
分
、
尚
須
百
餘
萬
、
始
能
完
工
。
宜
歸
十
段
、

有
十
餘
個
、
詹
總
工
程

司
亦
有
險
工
修
成
甚
難
之
説
。
不
如
收
歸
國
有
。
至
其
中
如
何
辦
法
、
如
何
交
涉
、
尚
須
研
究
」。

曾
斌
云
「
去
年
為
此
路
造
成
民
國
、
此
路
就
不
修
了
。
去
歳
父
老
之
誓
死
力
爭
者
、
為
何
。
宜
萬
路
線
九
百
里
、
以
前
七
八
年
之
經
營
、
開

工
二
年
、
修
成
者
不
過
二
十
餘
里
。
千
餘
萬
金
、
歸
於
烏
有
、
尚
有
數
百
餘
里
。
責
我
同
胞
擔
負
、
恐
不
能
的
。
前
主
修
宜
萬
者
、
未
知

工
程
、
未
考
究
財
力
如
何
、
此
刻
不
必
論
了
。
但
此
千
餘
萬
、
未
得
糸
毫
利
益
、
不
足
以
昭
信
用
。
將
來
農
工
商
大
營
業
、
恐
亦
為
此
而
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有
戒
心
。
此
路
下
接
漢
陽
、
上
通
四
川
、
間
接
秦
・
隴
・
滇
・
黔
・
藏
衞
、
關
係
重
大
、
政
府
必
不
以
難
而
不
修
。
接
收
可
敢
斷
言
。

故
歸
國
有
甚
善
。
又
有
謂
此
區
區
之
款
、
不
能
修
成
渝
似
矣
。
成
渝
沿
路
、
均
有
碼
頭
、
修
一
段
、
即
有
一
段
利
益
。
至
宜
昌
、
距
成
都

二
千
外
。
政
府
不
能
監
督
、
工
程
司
等
嫖
賭
濫
用
。
住
宜
董
事
、
以
人
少
、
孤
掌
難
鳴
、
莫
可
如
何
。
至
修
成
渝
、
股
東
相
距
甚
近
、
事

事
可
監
督
之
。
又
有
三
百
餘
萬
金
、
流
通
市
面
、
金
融
機
關
自
活
潑
了
。
至
費
道
純
為
勘
路
死
、
胡
雨
嵐
為
路
嘔
血
而
亡
。
不
修
、
何
以

對
此
殉
路
諸
人
。
去
歳
力
爭
不
修
、
何
以
能
免
人
之
恥
笑
（
衆
拍
掌
）」。

鄧
會
長
云
「
我
們
今
日
不
研
究
修
成
渝
與
全
歸
國
有
、
只
研
究
宜
萬
賣
與
國
家
否
。
如
賣
、
再
商
賣
法
。
不
賣
、
再
研
究
修
法
。
如
賣
、
自

有
條
件
。
歸
國
有
、
譬
如
買
賣
、
買
主
未
在
此
、
即
全
賣
之
、
而
買
主
未
知
如
何
。
國
家
如
不
收
成
渝
、
歸
自
修
、
我
們
不
賣
。
那
就
議

進
行
方
法
、
將
來
派
人
、
至
中
央
政
府
交
涉
。
非
賣
路
線
、
乃
賣
鐵
路
。
請
研
究
」。

東
郷
代
理
石
琨
玉
云
「
鄧
會
長
分
二
種
演
説
、
賣
字
頗
不
贊
成
。
歸
國
有
、
不
但
川
幹
路
歸
國
有
、
全
國
亦
然
。
去
歳
反
對
、
反
對
外
債
。

現
今
尚
未
令
川
路
歸
國
有
。
若
謂
幹
路
歸
國
有
、
則
成
萬
即
應
全
歸
國
有
。
如
以
易
者
自
修
、
難
者
歸
國
有
、
不
免
受
人
議
論
。
我
們
不

如
認
定
成
渝
為
枝
路
、
渝
宜
為
幹
路
。
並
請
鄧
先
生
、
提
議
條
件
、
要
求
不
以
鐵
路
抵
押
外
債
。
至
歸
國
有
、
已
用
之
款
、
分
附
股
與
公

債
票
二
種
。
公
債
票
無
息
、
附
股
則
修
成
可
分
紅
。
此
區
區
之
見
也
」。

鄧
會
長
云
「
條
件
未
言
明
、
以
故
石
先
生
意
有
未
盡
處
。
今
日
只
議
歸
國
有
、
不
歸
國
有
。
至
於
條
件
及
以
後
之
手
續
如
何
、
或
付
股
及
公

債
等
件
、
決
後
再
議
」。

邱
穆
云
「
川
路
一
省
之
路
、
中
央
政
府
之
財
、
各
省
之
財
、
中
央
即
認
、
各
省
未
必
即
認
。
歸
國
有
、
為
自
己
計
、
做
倒
幾
成
、
算
幾
成
。

宜
路
工
財
產
不
惜
、
可
以
不
提
、
如
惜
、
請
向
中
央
政
府
交
涉
」。

鄧
會
長
云
「
請
衆
用
投
票
法
表
決
。
宜
萬
歸
國
有
否
、
可
決
者
投
紅
票
、
否
決
者
投
綠
票
。
視
權
數
之
多
寡
、
以
決
可
否
」。

當
時
開
票
。
紅
票
得
十
四
萬
一
千
九
百
二
十
四
權
。
綠
票
得
三
千
五
百
一
十
五
權
。
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彭
蘭
芬
云
「
我
前
已
屢
次
辭
職
。
此
刻
時
勢
変
更
、
公
司
與
董
事
辦
法
、
亦
須
変
更
、
方
能
有
濟
。
諸
君
留
心
組
織
、
並
物
色
人
材
可
也
。

現
董
事
均
欲
辭
職
、
已
函
告
審
査
會
。
事
關
重
大
、
故
特
報
告
」。

鄧
會
長
云
「
今
天
已
一
點
多
鐘
。
所
有
未
議
、
嚴
定
責
成
一
案
、
明
日
再
議
」。
於
是
搖
鈴
散
會
。

　

表
決
宜
萬
路
工
、
讓
中
央
政
府
、
收
歸
國
有
。

【
訳
文
】

五
月
十
七
日
（
陰
暦
四
月
一
日
）
金
曜
日

宜
昌
工
程
処
分
案

　

午
前
十
時
開
会
。
代
理
一
百
八
十
四
人
、
株
主
一
百
三
十
六
人
。

　

四
川
省
副
都
督
張
〔
培
爵
〕・
実
業
司
次
長
張
①
・
巡
警
総
監
楊
〔
維
〕
の
各
位
臨
席

鄧
会
長
よ
り
報
告
「〔
中
略
〕
今
年
の
開
会
は
、
と
て
も
重
要
で
あ
り
、
ほ
か
の
事
案
と
は
同
じ
で
な
い
。
た
だ
議
論
が
決
せ
ず
、
時
間
を

無
駄
に
す
る
こ
と
を
恐
れ
る
の
で
、猶
予
時
間
は
三
分
に
限
る
こ
と
と
す
る
。
も
し
各
株
主
に
重
要
な
意
見
が
あ
れ
ば
、発
表
し
て
も
ら
っ

て
良
い
が
、
時
間
を
引
き
延
ば
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
」（
一
同
賛
成
）。〔
中
略
〕「
今
日
の
こ
の
議
案
に
つ
い
て
は
、
い
く

つ
か
意
見
が
あ
る
。
劉
氏
に
報
告
を
お
願
い
し
た
い
」。

劉
会
長
「
今
回
の
宜
昌
工
程
の
処
分
と
鉄
道
の
国
有
移
管
は
、
第
一
の
重
要
議
案
で
あ
る
。
た
だ
意
見
に
は
三
種
類
存
在
す
る
。（
一
）
国

有
へ
の
移
管
を
主
張
す
る
も
の
。（
二
）
国
有
に
反
対
す
る
も
の
。（
三
）
全
部
は
国
有
に
移
管
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
も
の
。
更
に
宜
万

工
程
を
調
査
す
る
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
印
刷
で
き
て
お
ら
ず
、
各
位
に
お
か
れ
て
は
、
送
付
し
て

目
を
通
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
お
お
よ
そ
、
政
治
上
・
経
済
上
に
お
い
て
、
種
々
の
困
難
が
あ
る
。
情
勢
に
基
づ
い
て
言
え
ば
、
現
時
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中
華
民
国
元
年
五
月
に
お
け
る
川
漢
鉄
路
公
司
株
主
会
の
国
有
化
決
議
―
保
路
運
動
後
の
四
川
鉄
道
国
有
化
問
題
に
関
す
る
新
史
料
の
紹
介
と
分
析

点
で
は
自
力
で
建
設
す
る
能
力
は
な
く
、
必
然
的
に
国
有
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
。
利
息
と
人
材
選
択
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
よ
ろ
し
く
詳

細
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
程
雪
楼
の
報
告
は
既
に
詳
し
く
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
代
表
の
羅
氏
は
国
有
を
主
張
し
、
曽
氏
は
改
め

て
成
渝
鉄
路
を
建
設
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
」。

鄧
会
長
「
川
路
維
持
会
代
表
よ
り
発
言
を
お
願
い
し
た
い
」。

張
森
楷
「
去
年
、
臨
時
株
主
会
を
開
い
た
の
は
、
鉄
道
国
有
〔
問
題
〕
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
後
民
国
が
誕
生
し
た
の
も
、
ま
た
鉄
道
国
有

〔
問
題
〕
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
去
年
の
反
対
は
、
国
有
に
反
対
し
た
の
で
は
な
く
、〔
借
款
成
立
の
〕
条
約
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
今
、

民
国
が
成
立
し
、
所
謂
国
有
は
民
国
の
所
有
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、
外
国
の
所
有
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
思
う
に
宜

万
の
一
区
間
は
、
工
事
が
困
難
で
費
用
は
巨
額
で
あ
り
、
種
々
の
困
難
に
つ
い
て
は
、
以
前
張
詩
六
が
既
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
先
に

国
有
〔
反
対
〕
を
争
い
、
今
は
国
有
に
帰
す
と
い
う
の
は
、
名
誉
の
上
で
好
ま
し
か
ら
ざ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
た

だ
名
誉
の
み
を
顧
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
は
為
し
が
た
く
、
ま
た
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
以
前
の
専
制
時
代
に
あ
っ
て
は
、
李

稷
勲
②
が
京
堂
③
で
あ
り
、
総
督
・
巡
撫
と
対
等
で
、
強
圧
手
段
を
施
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
事
々
に
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

今
は
す
な
わ
ち
強
圧
手
段
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
用
地
買
収
の
一
事
を
例
に
と
っ
て
も
、
前
に
も
な
お
し
ば
し
ば
紛
争
が
起
き
て

お
り
、今
は
強
圧
手
段
が
と
れ
な
い
の
で
、能
力
は
薄
弱
で
あ
る
。
私
は
即
ち
権
限
が
な
く
維
持
し
が
た
い
。
人
も
ま
た
自
分
と
同
じ
で
、

権
限
が
な
い
。
以
後
、
遂
に
停
止
し
て
建
設
せ
ず
。
既
に
千
万
両
を
費
し
た
が
、
資
金
の
あ
て
が
な
い
。
も
し
建
設
す
る
な
ら
ば
、
な
お

無
数
の
金
銭
が
必
要
で
あ
る
。
我
が
四
川
人
は
、
果
た
し
て
独
力
で
負
担
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
李
か
ら
の
書
簡
に
、
鉄
道
工
事
の
機
材

な
ど
の
物
件
を
保
管
す
る
よ
う
要
請
が
あ
り
、
ま
こ
と
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
し
か
る
に
風
雨
は
吹
き
荒
れ
、
山
か
ら
は
洪
水
が
押
し

寄
せ
、
ま
た
容
易
に
保
管
で
き
よ
う
か
。
総
じ
て
言
え
ば
、
川
漢
鉄
路
は
民
国
を
誕
生
さ
せ
た
根
源
で
あ
る
。
宜
万
の
一
区
間
は
、
営
業

に
は
不
利
で
あ
り
、
純
然
た
る
国
有
性
質
に
か
か
る
も
の
で
、
政
府
に
移
管
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
接
収
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
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い
で
あ
ろ
う
。
接
収
後
は
、も
し
財
力
が
な
け
れ
ば
、な
お
外
国
借
款
を
借
用
す
る
。
た
だ
国
会
を
通
過
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、〔
そ

う
す
れ
ば
〕
借
款
は
自
ら
借
り
る
の
で
あ
り
、
鉄
道
の
利
権
は
自
ら
の
利
権
の
ま
ま
で
、
盛
宣
懐
④
が
鉄
道
を
外
人
に
売
り
渡
そ
う
と
し

た
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
不
可
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
鉄
道
は
現
在
、
存
亡
の
時
に
直
面
し
て
お
り
、
進
展
さ
せ
よ
う
と
し
て

も
で
き
ず
、
撤
退
す
る
こ
と
も
不
可
で
あ
る
。
我
々
は
一
千
万
両
余
り
で
こ
の
鉄
道
を
建
設
し
て
き
た
が
、
僅
か
二
年
余
り
で
、
残
額
は

現
在
い
く
ば
く
も
な
く
、
今
後
ど
う
し
て
負
担
で
き
よ
う
。
中
央
政
府
が
接
収
す
れ
ば
、
も
と
よ
り
良
い
。
も
し
接
収
を
承
認
し
て
く
れ

な
け
れ
ば
、
我
々
は
代
表
を
選
出
し
て
政
府
と
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
非
常
に
緊
要
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
総
じ
て

速
や
か
に
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
資
金
と
工
程
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
か
に
つ
い
て
、
み
な
さ
ん
と
討
論
す
る
こ
と

を
希
望
す
る
。
各
位
で
も
し
宜
帰
⑤
工
程
を
国
有
に
帰
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
方
が
あ
れ
ば
、
詳
し
く
発
言
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
検
討

を
重
ね
れ
ば
、
理
論
は
一
層
確
固
た
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
り
、
反
対
〔
意
見
〕
は
歓
迎
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
程
徳
全
⑥
の
電
報
を
読
み

あ
げ
る
の
で
、
各
位
と
拝
聴
し
た
い
」。

鄧
会
長
「
こ
の
議
題
は
重
大
で
あ
る
。
あ
る
い
は
国
有
か
、
そ
れ
と
も
民
有
か
を
先
に
議
決
し
、
そ
の
後
に
別
件
を
よ
く
議
論
し
た
い
。
す

べ
か
ら
く
〔
議
事
内
容
の
〕
境
界
を
区
分
し
、
た
だ
国
有
・
民
有
を
議
す
る
こ
と
と
す
る
。
国
有
な
ら
ば
ど
う
す
る
か
、
民
有
な
ら
ば
ど

う
す
る
か
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
採
決
後
を
待
っ
て
再
び
議
す
る
こ
と
に
し
た
い
」。

張
夔
階
「
張
氏
は
重
慶
で
維
持
会
を
設
立
し
、
成
都
で
は
研
究
会
を
設
立
し
た
が
、
名
は
異
な
る
も
内
実
は
同
じ
で
あ
る
。
川
漢
鉄
路
は
民

国
を
創
造
し
た
基
因
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
ら
誇
る
わ
け
で
は
な
く
、
天
下
の
共
に
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
、
突
如
国
有
と
い
う
こ
と

を
耳
に
し
、
驚
き
に
た
え
な
い
。
た
だ
国
有
も
ま
た
区
別
の
説
が
あ
る
。
盛
宣
懐
の
言
っ
て
い
た
幹
線
鉄
道
は
、〔
川
漢
鉄
路
の
〕
起
点

か
ら
終
点
ま
で
特
に
分
割
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
然
宜
万
の
区
間
は
幹
線
と
な
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
は
支
線
に
属
し
、
な
お
自
力
で
建
設
で
き

よ
う
。
そ
の
国
有
に
譲
渡
移
管
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
既
に
完
成
し
た
路
線
、
既
に
使
用
し
た
資
金
を
指
し
て
言
う
の
で
あ
る
。
い
ま
だ
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中
華
民
国
元
年
五
月
に
お
け
る
川
漢
鉄
路
公
司
株
主
会
の
国
有
化
決
議
―
保
路
運
動
後
の
四
川
鉄
道
国
有
化
問
題
に
関
す
る
新
史
料
の
紹
介
と
分
析

使
用
し
て
い
な
い
資
金
に
つ
い
て
は
、
当
然
四
川
人
に
帰
す
の
で
あ
り
、〔
そ
の
点
を
〕
う
や
む
や
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
、
詳
細
に
研
究
を
加
え
て
も
ら
い
た
い
。
中
央
政
府
は
財
政
が
困
難
で
あ
っ
て
も
、
我
々
は
宗
旨
を
堅
持
し
、
目
的
を
堅
持

し
て
、必
ず
や
達
成
す
る
ま
で
や
り
ぬ
く
。
ま
し
て
や
我
々
の
〔
国
有
化
を
求
め
る
〕
理
由
は
十
分
で
あ
り
、こ
れ
に
最
高
の
誠
意
を
も
っ

て
要
求
す
れ
ば
、
ま
こ
と
に
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
去
年
の
動
乱
後
に
、
宜
路
の
材
料
な
ど
で
車
や
船
に
よ
り

運
び
出
さ
れ
た
も
の
は
、
ど
れ
だ
け
あ
る
か
分
か
ら
な
い
。
既
に
黎
総
統
⑦
に
保
管
措
置
を
通
達
す
る
よ
う
要
請
し
た
が
、
実
際
に
は
至

急
議
案
を
決
定
し
、
人
員
を
派
遣
し
て
保
管
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
各
株
主
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
あ
ろ
う
か
」。

鄧
会
長「
こ
の
意
見
は
非
常
に
適
切
で
あ
る
。現
存
す
る
資
金
は
、当
然
我
々
の
も
の
で
あ
る
。意
見
の
あ
る
方
は
、発
表
を
お
願
い
し
た
い
」。

中
江
代
表
「
前
に
既
に
意
見
書
を
提
出
し
て
申
し
上
げ
た
が
、
川
漢
鉄
路
の
国
有
へ
の
移
管
は
、
民
国
に
お
い
て
最
大
の
問
題
で
あ
る
。
世

界
の
各
国
は
、
鉄
道
・
鉱
山
を
固
定
資
産
と
し
、
い
ず
れ
も
実
業
上
の
事
で
あ
る
が
、
鉄
道
は
必
ず
や
国
に
帰
属
さ
せ
る
。
去
年
の
論
争

で
は
、二
つ〔
主
張
が
〕あ
っ
た
。（
一
）絶
対
に
外
債
を
借
用
し
な
い
。（
二
）外
債
の
借
用
に
は
方
法
が
あ
る（
こ
れ
は
未
発
表
）。
現
在
、

成
渝
鉄
路
の
建
設
を
検
討
し
て
い
る
の
に
、
残
額
は
僅
か
三
百
万
両
あ
ま
り
で
あ
る
。
一
定
の
路
線
を
建
設
す
る
な
ら
ば
、
資
金
の
確
保

が
必
要
で
あ
る
。
全
路
線
を
国
有
に
移
管
さ
せ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
く
、
そ
う
す
れ
ば
出
資
金
も
あ
る
い
は
全
額
返
還
が
望
め
よ
う
。

我
々
が
あ
る
い
は
国
債
を
引
き
受
け
れ
ば
、
更
に
確
実
で
あ
る
。
張
氏
の
発
言
さ
れ
た
よ
う
に
、
残
額
の
資
金
を
も
っ
て
自
力
で
建
設
す

る
の
は
、
例
え
て
言
う
な
ら
ば
家
族
が
取
引
で
負
債
を
負
い
、
家
長
に
肩
代
わ
り
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
家
長
は
も
と
よ
り
承
認

す
る
で
あ
ろ
う
が
、
兄
弟
は
許
す
で
あ
ろ
う
か
。
ゆ
え
に
全
て
国
有
に
移
管
す
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
見
を
是
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
も
し
成
渝
鉄
路
を
着
手
し
よ
う
と
し
て
も
、
恐
ら
く
は
〔
目
的
を
〕
達
成
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
お

考
え
で
あ
ろ
う
か
」。

綿
竹
代
表
「
今
し
が
た
全
て
国
有
に
移
管
す
る
と
い
う
発
言
が
あ
っ
た
が
、
い
ま
だ
か
つ
て
不
可
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
経
営
す
る
こ
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二

と
八
九
年
に
し
て
、よ
う
や
く
一
千
万
両
あ
ま
り
を
得
た
の
で
あ
り
、本
来
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
着
工
し
て
か
ら
僅
か
二
年
で
、

回
収
不
能
や
浪
費
に
よ
り
残
額
は
僅
か
三
百
万
両
あ
ま
り
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
見
よ
、
去
年
は
国
有
〔
問
題
〕
の
た
め
に
生
死
を
か
け

て
闘
い
、
遂
に
目
的
を
達
成
し
た
の
だ
。
目
的
は
既
に
達
成
さ
れ
た
の
に
、
こ
と
ご
と
く
国
有
に
帰
す
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
世
間
の
笑

い
も
の
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
。
湖
北
は
僅
か
に
一
百
万
両
を
集
め
た
だ
け
だ
が
、
な
お
か
つ
〔
鉄
道
計
画
を
〕
進
行
さ
せ
よ
う
と
努
力

し
て
い
る
。
四
川
人
は
何
を
苦
し
ん
で
、
自
ら
そ
の
方
法
を
放
棄
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
ま
ず
は
資
金
調
査
を
す
べ
き
で
あ
る
。
去
年
、

李
瑤
琴
の
管
理
す
る
資
金
を
人
員
を
派
遣
し
て
調
査
し
た
が
、
流
用
さ
れ
た
も
の
が
少
く
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
我
が
県
綿
竹
の
現
存
す

る
資
金
も
、
ま
た
少
か
ら
ず
流
用
さ
れ
て
い
た
。
話
を
戻
せ
ば
、
宜
万
の
工
程
は
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
九
千
万
両
も
の
資
金
が
あ
っ
て

は
じ
め
て
成
功
可
能
で
あ
る
。
四
川
省
は
戦
火
を
手
痛
く
経
た
ば
か
り
で
、
ど
う
し
て
負
担
で
き
よ
う
。
私
の
意
見
は
、
宜
万
は
〔
自
力

建
設
を
〕
断
念
し
て
、
成
渝
を
建
設
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
宜
昌
の
工
程
に
つ
い
て
は
、
人
員
を
派
遣
し
て
調
査
し
、
徹
底
的
に
清

算
す
る
。
な
ら
び
に
各
省
協
餉
⑧
な
ど
の
予
算
枠
を
転
用
し
、
政
府
と
交
渉
し
て
四
川
人
に
よ
る
鉄
道
建
設
の
費
用
に
充
て
さ
せ
る
。
ご

く
狭
い
見
識
に
基
づ
く
意
見
で
あ
る
が
、
検
討
を
お
願
い
し
た
い
」。

双
流
県
代
表
周
鳳
池
「
鉄
道
の
国
有
移
管
に
つ
い
て
、
疑
念
と
す
る
も
の
は
二
つ
の
問
題
で
あ
る
。
成
都
よ
り
重
慶
に
至
る
区
間
は
、
必
要

と
さ
れ
る
資
金
は
二
千
万
両
を
下
ら
な
い
。
現
在
財
力
は
薄
弱
で
あ
り
、
も
と
よ
り
〔
建
設
を
〕
担
当
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し
て

や
宜
万
間
の
建
設
は
、
更
に
ど
の
よ
う
に
論
じ
れ
ば
良
い
の
か
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
全
て
国
有
に
移
管
す
る
に
越
し
た
こ
と

は
な
い
。
中
央
政
府
が
も
し
宜
万
間
を
建
設
す
る
能
力
が
あ
れ
ば
、お
の
ず
か
ら
成
渝
間
も
建
設
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

宜
万
間
を
対
象
に
借
款
を
お
こ
な
い
、
成
渝
間
に
対
し
て
も
、
ま
た
借
款
を
お
こ
な
う
こ
と
と
す
る
。
成
渝
と
宜
万
で
は
、
そ
の
違
い
は

大
き
く
な
い
。
諸
君
は
名
誉
の
た
め
に
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
物
事
に
は
、
単
純
に
表
面
か
ら
こ
れ
を
求
め
る
だ
け
で
、
事
実
を

追
究
し
な
け
れ
ば
駄
目
な
こ
と
が
あ
る
。
四
川
の
汽
船
業
は
甚
だ
利
益
が
あ
り
、
蜀
通
⑨
の
収
益
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
は
伺
え
る
。
現
在
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三

中
華
民
国
元
年
五
月
に
お
け
る
川
漢
鉄
路
公
司
株
主
会
の
国
有
化
決
議
―
保
路
運
動
後
の
四
川
鉄
道
国
有
化
問
題
に
関
す
る
新
史
料
の
紹
介
と
分
析

の
財
力
を
も
っ
て
成
渝
間
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
千
万
両
あ
ま
り
を
も
っ
て
宜
万
間
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
の
と

同
じ
危
険
性
が
あ
る
。
今
は
兵
乱
の
後
に
あ
っ
て
、
民
間
の
経
済
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
租
股
⑩
を
徴
収
し
よ
う
に
も
、
全
く
不
可
能

で
あ
ろ
う
。
も
し
株
式
の
購
入
に
頼
る
の
で
あ
れ
ば
、
恐
く
は
十
年
後
も
一
千
万
両
に
満
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
公
的
資
金
に

よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
着
手
不
能
で
あ
る
。
公
的
資
金
に
よ
る
の
で
あ
れ
ば
、
協
餉
な
ど
の
費
目
か
ら
の
流
用
が
も
し
認
め
ら
れ
な
け
れ

ば
、
恐
ら
く
は
実
行
困
難
で
あ
ろ
う
。
雲
南
省
・
チ
ベ
ッ
ト
は
、
も
し
協
餉
を
支
給
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
不
要
な
こ
の
二
地
方
で
あ
ろ

う
。
私
の
意
見
は
、
全
て
国
有
に
移
管
す
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
政
府
が
接
収
す
る
な
ら
ば
、
必
す
や
全
体
を

接
収
す
る
だ
ろ
う
し
、
全
路
線
を
接
収
し
な
い
な
ら
ば
、
ま
た
必
ず
や
接
収
し
な
い
で
あ
ろ
う
」。

楊
総
監
「〔
私
〕
楊
維
は
本
日
株
主
の
資
格
か
ら
、
簡
単
に
発
言
し
た
い
。
民
生
主
義
及
び
国
家
社
会
主
義
を
論
じ
れ
ば
、
四
川
省
の
幹
線

鉄
道
は
当
然
国
有
に
接
収
帰
属
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
政
府
の
計
画
が
定
ま
る
の
を
待
ち
、
公
司
は
政
府
に
対
し
て
数
区
間
の
建
設
を
申

請
す
べ
き
で
あ
る
」。

張
夔
階
「
鉄
道
は
既
に
民
国
を
誕
生
さ
せ
、
上
は
軍
政
府
か
ら
下
は
一
般
人
民
ま
で
、
総
じ
て
維
持
す
べ
き
と
の
観
念
が
存
在
し
て
い
る
。

ど
う
し
て
破
綻
に
任
せ
て
収
拾
せ
ず
、
困
難
さ
か
ら
手
段
を
講
じ
て
建
設
を
継
続
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
（
一
同
拍
手
）。
宜
昌
の
工

程
は
、
も
し
国
有
に
移
管
し
な
け
れ
ば
、
既
に
使
用
し
た
資
金
は
バ
ラ
バ
ラ
に
分
散
し
、
ど
の
よ
う
な
成
果
が
残
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
だ

使
用
し
て
い
な
い
資
金
は
、
材
料
・
機
械
・
藍
格
志
〔
公
司
〕⑪
の
株
式
な
ど
と
と
も
に
、
な
お
五
百
万
両
あ
ま
り
存
在
し
て
い
る
。
こ

の
経
済
困
難
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
を
市
中
に
流
通
さ
せ
れ
ば
、
助
か
る
人
々
は
少
く
な
い
（
一
同
拍
手
）。
宜
昌
の
十
区
間
の
工
事
は
、

十
数
万
人
を
養
っ
て
き
た
。
成
渝
が
も
し
建
設
さ
れ
れ
ば
、
少
く
見
積
も
っ
て
も
数
万
人
を
雇
用
し
よ
う
。
無
業
の
民
が
減
少
す
れ
ば
、

土
匪
〔
に
加
わ
ろ
う
と
い
う
〕
風
潮
は
こ
れ
に
よ
っ
て
衰
退
消
滅
し
よ
う
（
一
同
大
拍
手
）。
成
渝
鉄
路
が
少
し
で
も
完
成
す
れ
ば
、
そ

の
区
間
に
列
車
を
走
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
株
主
は
利
益
が
獲
ら
れ
る
こ
と
を
見
て
、
株
式
購
入
は
必
ず
や
好
調
と
な
ろ
う
。
か
つ
こ
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の
資
金
で
も
っ
て
直
ち
に
成
渝
鉄
路
を
建
設
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。〔
鉄
道
事
業
の
〕
保
存
の
意
を
存
ず
る
だ
け
で
あ
る
。
汽
船
は
も

と
よ
り
利
益
が
あ
る
が
、
少
し
で
も
損
失
が
あ
れ
ば
、
や
や
も
す
る
と
多
額
の
資
金
を
必
要
と
す
る
。
中
外
臨
江
⑫
、
あ
る
い
は
意
見
の

合
わ
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
損
失
は
更
に
大
き
い
。
各
位
は
そ
の
利
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
害
を
知
ら
な
い
。
小
生
は
敢
え
て
一

意
に
賛
成
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
成
都
と
重
慶
の
連
合
は
、
表
面
的
に
は
合
う
よ
う
に
見
え
て
内
心
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
。
維
持
会
と
研
究

会
は
、
宗
旨
は
既
に
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
鉄
道
を
建
設
す
る
こ
と
で
、
感
情
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
張
、
演
台
を
叩
く
）（
一

同
拍
手
）。
鉄
道
の
見
習
い
技
師
は
、
既
に
最
も
困
難
な
工
程
を
経
験
し
て
お
り
、
建
設
が
容
易
な
工
程
に
つ
い
て
は
〔
十
分
に
担
当
可

能
で
あ
る
こ
と
〕
言
を
待
た
な
い
。
し
か
し
工
程
司
⑬
一
名
を
招
聘
し
て
、
顧
問
に
資
す
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
宜
昌
の
見
習
い
技

師
が
、
工
程
司
に
よ
り
牽
制
さ
れ
た
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
宜
昌
の
工
程
〔
を
め
ぐ
る
問
題
〕
は
、
李
〔
稷
勲
〕
は
も
と
よ
り
罪

人
で
あ
る
が
、
罪
魁
は
顔
徳
慶
⑭
で
あ
る
。
鉄
道
建
設
は
既
に
多
く
の
人
間
を
養
い
、
鉄
道
周
辺
の
地
域
は
、
利
源
を
限
り
な
く
増
や
す

こ
と
が
で
き
る
。
ど
う
し
て
鉄
道
を
〔
国
有
へ
と
〕
接
収
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
（
一
同
拍
手
）」。

陳
尊
宇
「
第
一
の
議
題
で
あ
る
国
有
・
民
有
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
建
設
す
べ
き
か
・
建
設
す
べ
き
で
な
い
か
を
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し

全
体
を
国
有
に
移
管
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
成
渝
は
建
設
さ
れ
ず
、
先
に
宜
万
か
ら
建
設
さ
れ
る
。
遅
く
て
二
十
年
後
に
至
っ
て
、
よ
う
や

く
成
渝
が
建
設
さ
れ
る
日
が
あ
ろ
う
。
思
う
に
成
都
は
四
川
の
政
治
中
心
点
で
あ
り
、
重
慶
は
四
川
の
商
業
大
都
市
で
あ
る
。
現
在
は
成

都
と
重
慶
は
、
表
面
的
に
は
合
う
よ
う
に
見
え
て
内
心
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
こ
と
、
誠
に
張
氏
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
。〔
成
渝
鉄
路
を
〕

建
設
で
き
れ
ば
、
感
情
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
鉄
道
事
業
は
破
壊
さ
れ
、
残
余
の
資
金
を
も
っ
て
〔
汽
船
会
社

な
ど
の
〕
実
業
を
経
営
し
よ
う
と
検
討
し
て
い
る
が
、
鉄
道
は
実
業
で
は
な
い
の
か
。
い
わ
ん
や
少
し
の
距
離
で
も
完
成
す
れ
ば
、
そ
の

区
間
に
列
車
を
走
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、
人
々
は
必
ず
や
株
式
購
入
に
意
欲
的
と
な
ろ
う
。
私
は
第
三
工
区
に
居
住
し
て
お
り
、
同
工
区

の
工
事
を
例
に
論
じ
れ
ば
、
完
成
し
た
工
事
は
既
に
七
八
割
で
あ
る
が
、
な
お
百
万
両
あ
ま
り
を
用
い
て
は
じ
め
て
竣
工
さ
せ
る
こ
と
が
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中
華
民
国
元
年
五
月
に
お
け
る
川
漢
鉄
路
公
司
株
主
会
の
国
有
化
決
議
―
保
路
運
動
後
の
四
川
鉄
道
国
有
化
問
題
に
関
す
る
新
史
料
の
紹
介
と
分
析

で
き
る
。
宜
帰
間
の
十
区
間
に
は
、隧
道
が
十
数
箇
所
あ
り
、詹
工
程
司
⑮
も
ま
た
困
難
な
工
事
で
完
成
は
甚
だ
難
し
い
と
の
説
で
あ
る
。

国
有
に
移
管
さ
せ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
か
、
ど
の
よ
う
に
交
渉
す
る
か
は
、
な
お
研
究
が
必

要
で
あ
る
」。

曽
斌
「
去
年
は
こ
の
鉄
道
の
た
め
に
民
国
が
誕
生
し
た
が
、
鉄
道
自
体
は
な
お
建
設
さ
れ
て
い
な
い
。
去
年
に
父
老
が
死
を
誓
っ
て
闘
争
し

た
の
は
、
何
の
た
め
だ
っ
た
の
か
。
宜
万
の
路
線
は
九
百
里
に
及
び
、
こ
れ
ま
で
七
八
年
間
の
経
営
で
着
工
し
て
か
ら
二
年
た
つ
が
、
完

成
し
た
の
は
二
十
里
あ
ま
り
に
す
ぎ
な
い
。
千
万
両
あ
ま
り
の
資
金
は
烏
有
に
帰
し
、
な
お
数
百
里
が
〔
未
完
成
の
区
間
と
し
て
〕
存
在

す
る
。
我
が
〔
四
川
人
の
〕
同
胞
に
そ
の
負
担
を
迫
っ
て
も
、
恐
ら
く
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
宜
万
間
の
建
設
を
主
張
し
て
き

た
者
た
ち
は
、
工
程
を
知
ら
な
け
れ
ば
財
力
が
ど
う
で
あ
る
か
も
深
く
考
え
な
か
っ
た
が
、
今
回
は
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
る
必

要
は
な
い
。
た
だ
こ
の
千
万
両
あ
ま
り
〔
の
投
資
〕
が
、
い
ま
だ
少
し
も
利
益
を
得
て
い
な
い
の
は
、
信
用
を
確
か
な
も
の
と
す
る
上
で

十
分
で
は
な
い
。
将
来
農
工
商
の
各
事
業
を
大
い
に
経
営
し
よ
う
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
か
ら
警
戒
心
が
生
じ
る
こ
と
を
恐
れ
る
。
こ
の

鉄
道
は
下
は
漢
陽
に
接
し
、
上
は
四
川
に
通
じ
、
陝
西
・
甘
粛
・
雲
南
・
貴
州
・
チ
ベ
ッ
ト
に
も
連
絡
し
て
関
係
は
重
大
で
あ
り
、
政
府

は
困
難
だ
か
ら
と
い
っ
て
建
設
し
な
い
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
接
収
さ
れ
る
と
敢
え
て
断
言
で
き
る
。
ゆ
え
に
国
有
に
移
管
さ
れ
る
の
は
甚

だ
良
い
。
ま
た
、
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
の
資
金
で
は
成
渝
を
建
設
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
言
う
者
も
あ
る
。
成
渝
の
沿
線
に
は
、
随

所
に
都
市
が
あ
り
、一
区
間
を
建
設
す
れ
ば
、そ
の
区
間
の
利
益
が
存
在
す
る
。
宜
昌
に
つ
い
て
は
、成
都
よ
り
二
千
里
の
外
に
あ
る
。〔
四

川
省
〕
政
府
は
工
程
司
ら
の
女
遊
び
や
賭
博
な
ど
の
遊
興
・
濫
用
を
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
宜
昌
駐
在
の
董
事
⑯
は
、
少
人
数
で
力

量
に
限
り
が
あ
る
こ
と
「
片
手
で
は
柏
手
を
鳴
ら
せ
な
い
」
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。
成
渝
の
建
設
に
つ
い
て
は
、

株
主
は
甚
だ
近
く
に
お
り
、
事
事
に
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
三
百
万
両
あ
ま
り
の
資
金
を
市
中
に
流
通
さ
せ
れ
ば
、
金
融
機
関

は
自
ず
か
ら
活
性
化
し
よ
う
。
費
道
純
は
鉄
道
測
量
の
た
め
に
死
に
、
胡
雨
嵐
は
鉄
道
の
た
め
に
血
を
吐
い
て
亡
く
な
っ
た
。
建
設
し
な
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け
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
れ
ら
の
鉄
道
に
殉
じ
た
諸
人
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
！
去
年
の
闘
争
に
も
か
か
わ
ら
ず
建
設
し
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
世
間
の
嘲
笑
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
！
（
一
同
拍
手
）」。

鄧
会
長
「
我
々
は
今
日
は
成
渝
鉄
路
の
建
設
や
〔
川
漢
鉄
路
〕
全
体
の
国
有
移
管
を
検
討
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
宜
万
間
の
国
家
へ
の
売
却
の

み
を
検
討
す
る
。
も
し
売
却
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
再
度
検
討
し
よ
う
。
売
却
し
な
い
な
ら
、
再
度
建
設
方
法
を
検
討
し
よ

う
。
も
し
売
却
す
る
な
ら
ば
、
お
の
ず
か
ら
条
件
が
あ
る
。
国
有
に
移
管
す
る
の
は
、
売
買
に
例
え
れ
ば
、
買
主
は
こ
こ
に
お
ら
ず
、
す

な
わ
ち
全
部
売
ろ
う
と
し
て
も
、
買
主
は
未
だ
ど
う
だ
か
分
か
ら
な
い
。
国
家
が
も
し
成
渝
を
接
収
せ
ず
、
自
力
建
設
に
帰
す
の
な
ら
、

我
々
は
売
却
し
な
い
。
そ
し
て
今
後
の
方
針
を
議
論
し
、
将
来
人
員
を
派
遣
し
て
中
央
政
府
と
交
渉
す
る
。
路
線
を
売
却
す
る
の
で
は
な

く
、
す
な
わ
ち
鉄
道
〔
全
体
〕
を
売
却
す
る
の
で
あ
る
。
検
討
を
求
め
た
い
」。

東
郷
代
理
石
琨
玉
「
鄧
会
長
は
二
方
針
に
分
け
て
説
明
し
た
が
、「
売
」
の
字
に
は
す
こ
ぶ
る
不
賛
成
で
あ
る
。
国
有
に
移
管
す
る
の
は
、

四
川
の
幹
線
鉄
道
だ
け
が
国
有
に
移
管
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
全
国
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
去
年
反
対
し
た
の
は
、
外
債
に
反
対
し
た
の

で
あ
っ
た
。
現
在
な
お
川
漢
鉄
路
の
国
有
移
管
は
発
令
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
幹
線
鉄
道
は
国
有
に
帰
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
成
都

万
県
間
も
全
て
国
有
に
帰
属
し
よ
う
。
も
し
〔
建
設
が
〕
容
易
な
も
の
は
自
力
で
建
設
し
、
困
難
な
も
の
は
国
有
に
移
管
す
る
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
世
間
の
議
論
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
と
し
て
は
、
成
渝
間
を
支
線
鉄
道
、
重
慶
宜
昌
間
を
幹
線
鉄
道
と
認
定
す
る
に

越
し
た
こ
と
は
な
い
。
な
ら
び
に
鄧
氏
に
は
、
条
件
の
提
議
に
あ
た
っ
て
は
、
鉄
道
を
外
債
の
抵
当
と
し
な
い
よ
う
要
求
す
る
よ
う
お
願

い
し
た
い
。
国
有
に
移
管
さ
れ
た
ら
、
既
に
用
い
た
資
金
は
、
附
股
と
公
債
票
の
二
種
類
に
分
け
る
。
公
債
票
は
無
息
で
、
附
股
は
す
な

わ
ち
開
通
後
に
配
当
を
分
配
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
以
上
は
ご
く
狭
い
見
識
に
基
づ
く
意
見
で
あ
る
」。

鄧
会
長
「
条
件
は
い
ま
だ
明
言
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ゆ
え
に
石
氏
の
ご
意
見
に
は
い
ま
だ
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
今
日
は
た
だ

国
有
に
移
管
す
る
か
、
移
管
し
な
い
か
の
み
を
議
論
す
る
。
条
件
及
び
以
後
の
手
続
を
ど
う
す
る
か
、
ま
た
付
股
及
び
公
債
な
ど
の
件
に
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華
民
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五
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鉄
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司
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川
鉄
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国
有
化
問
題
に
関
す
る
新
史
料
の
紹
介
と
分
析

つ
い
て
は
、
議
決
後
に
再
度
議
論
す
る
こ
と
と
し
た
い
」。

邱
穆
「
川
漢
鉄
路
は
一
省
の
鉄
道
で
あ
る
。
中
央
政
府
の
財
産
は
各
省
の
財
産
で
あ
り
、
中
央
政
府
は
認
め
て
も
、
各
省
は
必
ず
し
も
認
め

な
い
か
も
知
れ
な
い
。
国
有
へ
の
移
管
は
、
我
々
と
し
て
は
、
や
れ
る
だ
け
や
る
だ
け
で
あ
る
。
宜
昌
の
工
事
の
財
産
は
惜
し
ま
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
提
議
し
な
く
て
も
良
い
が
、
も
し
惜
し
む
の
で
あ
れ
ば
、
中
央
政
府
に
対
し
て
交
渉
さ
れ
る
よ
う
願
う
」。

鄧
会
長
「
一
同
、
投
票
法
を
用
い
て
表
決
さ
れ
た
い
。
宜
万
間
を
国
有
に
移
管
す
る
か
ど
う
か
、
可
決
と
す
る
者
は
紅
票
を
投
じ
、
否
決
と

す
る
者
は
緑
票
を
投
じ
ら
れ
た
い
。
票
数
の
多
寡
を
見
て
、
可
否
を
決
す
る
」。

即
時
に
開
票
。
紅
票
は
十
四
万
一
千
九
百
二
十
四
。
緑
票
は
三
千
五
百
一
十
五
。

彭
蘭
芬
「
私
は
こ
れ
ま
で
に
繰
り
返
し
職
を
辞
そ
う
と
し
て
き
た
。
こ
の
時
勢
変
革
の
時
に
、
公
司
と
董
事
の
規
則
も
、
ま
た
必
然
的
に
変

更
す
る
こ
と
で
良
い
結
果
を
も
た
ら
そ
う
。
諸
君
は
組
織
に
注
意
を
払
い
、
な
ら
び
に
人
材
を
物
色
さ
れ
た
い
。
現
在
の
董
事
は
全
員
辞

職
を
願
っ
て
お
り
、
既
に
審
査
会
に
伝
達
し
て
い
る
。
重
要
な
案
件
な
の
で
、
特
に
報
告
す
る
」。

鄧
会
長
「
今
日
は
既
に
一
時
間
あ
ま
り
を
過
ぎ
た
。
い
ま
だ
議
論
し
て
い
な
い
案
件
は
、
厳
し
く
一
案
を
定
め
、
明
日
再
び
議
論
し
た
い
」。

こ
れ
に
て
鈴
を
鳴
ら
し
て
散
会
。

宜
昌
万
県
間
の
工
事
を
中
央
政
府
に
委
譲
し
、
国
有
に
移
管
す
る
こ
と
を
表
決
。

①
名
は
不
明
。

②
川
漢
鉄
路
公
司
の
宜
昌
駐
在
総
理
。

③
三
品
・
四
品
の
官
位
の
官
僚
の
敬
称
。

④
一
九
一
一
年
の
鉄
道
国
有
化
政
策
実
施
を
担
当
し
た
清
朝
郵
伝
大
臣
。
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⑤
宜
昌
―
万
県
間
の
う
ち
、
先
に
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
た
宜
昌
―
帰
州
間
を
指
す
。

⑥
四
川
省
雲
陽
出
身
の
高
官
で
、
当
時
江
蘇
都
督
の
任
に
あ
っ
た
。

⑦
中
華
民
国
臨
時
副
総
統
の
黎
元
洪
。

⑧
あ
る
省
の
会
計
よ
り
他
省
へ
定
期
的
に
拠
出
す
る
財
源
。

⑨
一
九
〇
九
年
に
営
業
開
始
し
た
四
川
省
の
民
営
汽
船
会
社
で
あ
る
川
江
輪
船
公
司
の
貨
客
船
「
蜀
通
」
号
。

⑩
川
漢
鉄
路
建
設
の
た
め
四
川
省
で
の
納
税
時
に
強
制
的
に
徴
収
さ
れ
て
い
た
出
資
金
。

⑪�

正
式
に
は
「
蘭
格
志
拓
植
公
司
」
と
称
し
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
り
上
海
で
設
立
。
東
南
ア
ジ
ア
で
の
ゴ
ム
栽
培
へ
の
投
資
を
募
集
し
、
中

国
人
金
融
商
や
投
資
家
に
よ
る
投
資
の
過
熱
が
一
九
一
〇
年
の
「
ゴ
ム
恐
慌
」
を
招
く
。
川
漢
鉄
路
公
司
も
運
用
資
金
を
投
資
し
て
多
額

の
回
収
不
能
に
陥
っ
て
い
た
。

⑫
こ
の
個
所
は
意
味
不
分
明
。

⑬
技
師
長
に
該
当
す
る
役
職
。

⑭
川
漢
鉄
路
の
副
総
工
程
司
で
、
宜
昌
―
万
県
間
の
建
設
工
事
を
監
督
。

⑮
川
漢
鉄
路
総
工
程
司
の
詹
天
佑
。

⑯
理
事
に
相
当
す
る
役
職
。
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中
華
民
国
元
年
五
月
に
お
け
る
川
漢
鉄
路
公
司
株
主
会
の
国
有
化
決
議
―
保
路
運
動
後
の
四
川
鉄
道
国
有
化
問
題
に
関
す
る
新
史
料
の
紹
介
と
分
析

　

註
（
１
）��
保
路
運
動
に
関
す
る
研
究
は
数
多
い
が
、
こ
こ
で
は
中
国
・

日
本
の
代
表
的
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
挙
げ
て
お
く
。

隗
瀛
濤
『
四
川
保
路
運
動
史
』（
成
都
、
四
川
人
民
出
版
社
、

　

一
九
八
一
年
）。

西
川
正
夫
「
辛
亥
革
命
と
民
衆
運
動
―
四
川
保
路
運
動
と

哥
老
会
」（
野
沢
豊
・
田
中
正
俊
編
『
講
座
中
国
近
現
代

史�

第
三
巻�

辛
亥
革
命
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八

年
）。
後
、西
川
正
夫
『
四
川
の
郷
村
社
会
』（
西
川
正
夫
、

二
〇
〇
八
年
）
に
再
録
）。

（
２
）��

保
路
運
動
に
関
す
る
史
料
集
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
こ

れ
ま
で
複
数
の
も
の
が
大
陸
・
台
湾
の
双
方
よ
り
出
版
さ
れ

て
い
る
。

戴
執
礼
編
『
四
川
保
路
運
動
史
料
』（
北
京
、
科
学
出
版
社
、

一
九
五
九
年
）。

四
川
省
檔
案
館
編
『
四
川
保
路
運
動
檔
案
選
編
』（
成
都
、

四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）。

国
史
館
史
料
処
編
『
辛
亥
年
四
川
保
路
運
動
史
料
彙
編
』（
新

店
、
国
史
館
、
一
九
八
一
年
）。

戴
執
礼
編
『
四
川
保
路
運
動
史
料
彙
纂
』（
台
北
、
中
央
研

究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
九
四
年
）。

四
川
省
檔
案
局
編
『
保
路
珍
檔
─
四
川
保
路
運
動
檔
案
図
集
』

（
成
都
、
四
川
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）。

謝
青
ら
主
編
『
四
川
保
路
運
動
史
料
書
影
彙
纂
』（
成
都
、

四
川
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）。

（
３
）��『
民
国
鉄
路
一
年
史
』（『
鉄
路
協
会
会
報
』
第
三
年
度
臨
時

増
刊
。
北
京
、
鉄
路
協
会
編
輯
部
、
一
九
一
四
年
）
五
頁
。

（
４
）��

交
通
部
・
鉄
道
部
交
通
史
編
纂
委
員
会『
交
通
史
路
政
編
』（
鉄

道
部
、
一
九
三
五
年
）
第
五
章
二
二
頁
。

（
５
）��

前
掲
戴
執
礼
編
『
四
川
保
路
運
動
史
料
彙
纂
』
で
は
、
辛
亥

革
命
後
の
四
川
省
の
情
勢
に
つ
い
て
も
、
一
九
一
二
年
三
月

の
四
川
軍
政
府
成
立
か
ら
七
月
の
胡
景
伊
の
都
督
就
任
ま
で

を
追
っ
て
関
連
史
料
を
収
録
し
て
い
る
が
、
川
漢
鉄
路
問
題

に
関
連
す
る
も
の
は
一
切
取
り
上
げ
て
お
ら
ず
、
史
料
集
編

纂
の
趣
旨
に
鑑
み
て
も
不
自
然
の
感
を
否
め
な
い
。

（
６
）��『
中
華
民
国
鉄
路
史
資
料　

一
九
一
二
─
一
九
四
九
』（
北
京
、

社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
二
～
三
頁
。

（
７
）��

国
家
図
書
館
古
籍
館
索
書
号
４
９
８
１
９
「
商
辦
川
漢
鉄
路

臨
時
股
東
総
会
議
事
速
記
録
」

（
８
）��

中
華
民
国
国
史
館
蔵
交
通
部
檔
案
入
蔵
登
録
号

１
３
１
０
０
０
０
０
６
９
７
３
Ｍ
「
商
辦
川
路
臨
時
股
東
総

会
」。

（
９
）��

説
明
者
の
「
劉
会
長
」
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
く
こ
の
会
議
の

後
に
政
府
と
の
国
有
化
交
渉
に
臨
む
公
司
代
表
の
一
人
に
選

ば
れ
た
劉
声
元
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
会
長
と
い
う
肩

書
は
も
う
一
人
「
鄧
会
長
」
が
お
り
、
両
者
が
ど
の
よ
う
な
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役
職
分
担
で
あ
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

（
10
）��
方
遠
堯
「
記
張
森
楷
先
生
」（
周
開
慶
編
著
『
民
国
四
川
人

物
伝
記
』（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
六
六
年
）
二
〇
一
～

二
〇
三
頁
）。
四
川
省
地
方
志
編
纂
委
員
会
省
志
人
物
志
編

輯
組
編
『
四
川
近
現
代
人
物
伝
』
第
二
輯
（
四
川
省
社
会
科

学
院
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
一
九
一
～
一
九
五
頁
。

（
11
）��「
鄧
会
長
」
に
つ
い
て
は
、
先
の
「
劉
会
長
」
と
同
じ
く
、

恐
ら
く
こ
の
後
に
公
司
代
表
の
一
人
に
選
ば
れ
た
鄧
孝
可
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
12
）��

例
え
ば
前
掲
『
民
国
鉄
路
一
年
史
』
に
は
、
政
府
と
の
国
有

化
交
渉
の
成
立
後
に
、
本
文
中
で
言
及
し
た
川
路
維
持
会
代

表
の
張
森
楷
が
徒
党
を
率
い
て
鉄
路
公
司
に
乱
入
し
、
文
書

を
強
奪
す
る
と
い
う
「
実
力
行
使
」
に
出
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
お
り
（
五
～
六
頁
）、
利
害
関
係
を
背
景
に
し
た
複
雑

な
状
況
の
存
在
が
垣
間
見
え
る
。


