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新
奉
鉄
道
を
め
ぐ
る
日
清
交
渉

ー

l

京
奉
・
満
鉄
連
絡
鉄
道
の
形
成
と
日
英
同
盟
の
変
質
l
l

井

上

勇

一
問
題
の
所
在

二
新
奉
鉄
道
譲
渡
問
題

三
新
奉
鉄
道
借
款
契
約
の
成
立

四
京
奉
・
満
鉄
連
絡
問
題

五
む
す
び

問
題
の
所
在

本
稿
で
は
、
拙
稿
「
安
奉
鉄
道
を
め
ぐ
る
日
清
交
渉
l
l
i

満
韓
一
体
化
政
策
と
日
英
同
盟
の
変
質
｜
｜
」
に
引
き
続
き
‘
安
奉
鉄
道

（
安
東
｜
奉
天
間
）
と
同
様
に
、
陸
軍
臨
時
軍
用
鉄
道
監
部
が
日
露
戦
争
中
に
建
設
し
た
新
奉
鉄
道
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
日
清

交
渉
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
前
稿
で
は
、
日
本
は
安
奉
鉄
道
の
改
築
に
よ
っ
て
満
韓
連
絡
鉄
道
（
釜
山
奉
天
間
）
を
形
成
し
た
が
、

そ
れ
は
日
英
同
盟
に
お
け
る
対
露
攻
守
同
盟
と
し
て
の
性
格
に
は
合
致
し
て
い
た
も
の
の
、
満
州
の
門
戸
開
放
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
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日
英
同
盟
を
変
質
さ
せ
て
ゆ
く
要
因
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
日
韓
併
合
化
と
平
行
し
た
満
韓
連
絡
鉄
道
の
完
成
は
、
表
面
的
に



は
日
本
に
と
っ
て
、
朝
鮮
半
島
の
経
営
と
満
州
の
そ
れ
と
の
区
別
を
示
し
な
が
ら
も
、
実
質
的
に
は
、
南
満
州
東
部
を
も
、
朝
鮮
半
島

と
同
様
に
、
日
本
の
勢
力
範
囲
に
組
み
入
れ
て
い
っ
た
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
新
奉
鉄
道
は
、
日
露
戦
争
に
お
け
る
最
後
の
陸
戦
と
な
っ
た
奉
天
会
戦
終
了
後
、
奉
天
西
方
の
新
民
屯
に
進
駐
し
た
第
二

ゲ
l
d

軍
の
兵
姑
線
と
し
て
急
造
さ
れ
た
。
そ
の
軌
聞
は
、
安
奉
鉄
道
が
二
フ
ィ
ー
ト
六
イγチ
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
さ
ら
に
小
型
の
二
フ

ィ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
新
奉
鉄
道
の
軌
道
改
築
は
、
日
露
戦
争
後
の
日
本
の
満
州
経
営
に
と
っ
て
、
安
奉
鉄
道
の
軌
道
改
築

と
同
様
に
、
日
本
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
新
民
屯
｜
奉
天
聞
は
、
わ
ず
か
に
六
0
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
に
す
ぎ
な
い
距
離
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
京
奉
鉄
道
（
北
京
｜
奉
天
間
）
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
最
終
区
間
に
も
あ
た
っ
て

い
た
。
京
奉
鉄
道
は
イ
ギ
リ
ス
の
借
款
鉄
道
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
、

一
八
九
八
（
明
治
三
ご
年
一
O
月
の
京
奉
鉄
道
借
款
契
約
の
調

印
に
あ
た
っ
て
、

ロ
シ
ア
の
妨
害
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
借
款
契
約
を
維
持
す
る
た
め
に
、
翌
年
四
月
の
英
露
鉄
道
協
定

に
お
い
て
、
新
民
屯
以
東
へ
の
鉄
道
の
延
長
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
京
奉
鉄
道
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
満
州
に
お
け
る
唯
一

の
鉄
道
権
益
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
ロ
シ
ア
に
対
す
る
交
差
権
益
で
も
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
、ロ
シ
ア
の
妨
害
に
よ
っ
て
新
民
屯
l

奉
天
間
の
鉄
道
敷
設
権
を
正
式
に
獲
得
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
京
奉
鉄
道
借
款
契
約
第
三
条
に
よ
っ
て
、
将
来
に
お
け
る

そ
の
延
長
線
や
支
線
の
建
設
は
、
英
清
組
合
に
そ
の
優
先
権
を
与
え
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
日
本
が
、
た
と
え
日
露

戦
争
遂
行
上
の
た
め
に
新
民
屯l
奉
天
聞
に
軍
用
鉄
道
を
建
設
し
た
に
せ
よ
、
戦
後
に
お
い
て
そ
の
経
営
を
継
続
し
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
英
清
組
合
に
与
え
ら
れ
て
い
た
優
先
権
を
侵
害
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
イ
ギ

リ
ス
に
と
っ
て
、
新
奉
鉄
道
が
ロ
シ
ア
に
対
す
る
交
差
権
益
か
ら
日
本
に
対
す
る
そ
れ
へ
と
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
点
が
、
安
奉
鉄
道
と
新
奉
鉄
道
と
の
間
に
存
在
し
て
い
た
大
き
な
違
い
で
あ
っ
た
。

ま
た
山
勝
有
朋
は

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
一
一
月
に
上
奏
し
た
「
朝
鮮
政
策
」
に
お
い
て
、
朝
鮮
半
島
の
鉄
道
を
清
国
の
鉄
道



網
に
連
絡
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
を
指
摘
し
て
い
る
。
新
奉
鉄
道
は
、
安
奉
鉄
道
が
朝
鮮
半
島
北
部
の
京
義
鉄
道
と
満
鉄
本
線
と
を
連
絡

し
た
の
に
続
い
て
、
さ
ら
に
満
鉄
本
線
と
京
奉
鉄
道
と
を
結
び
つ
け
、
朝
鮮
半
島
南
岸
の
釜
山
か
ら
奉
天
を
経
由
し
て
北
京
に
い
た
る

幹
線
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
六
月
に
山
鯨
が
書
い
た
「
満
鮮
鉄
道
経
営
方
策
」
で
は
、
対
露

戦
略
上
の
観
点
か
ら
、
安
奉
鉄
道
に
つ
い
て
は
そ
の
重
要
性
を
認
め
て
い
て
も
、
新
奉
鉄
道
に
つ
い
て
は
、
安
奉
鉄
道
ほ
ど
に
そ
の
戦

略
的
価
値
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
新
奉
鉄
道
の
価
値
が
、ロ
シ
ア
の
南
下
を
阻
止
す
る
と
い
う
こ
と
よ
り
は
、
む
し
ろ
京

奉
鉄
道
と
満
鉄
の
連
絡
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
も
、
新
奉
鉄
道
が
、
同
じ
軍
用
鉄
道
で
は
あ
っ

て
も
、
安
奉
鉄
道
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
新
奉
鉄
道
の
安
奉
鉄
道
と
の
聞
の
こ
の
よ
う
な
差
異
は
、
安
奉
鉄
道
問
題
と

は
ま
た
異
な
っ
た
角
度
か
ら
、

日
英
同
盟
に
変
質
を
も
た
ら
す
要
因
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
英
同
盟
の
目
的
は
、
ロ
シ
ア
の
清
国
へ
の
侵
入
を
阻
止
し
、
清
国
に
お
け
る
日
英
両
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
権
益
を
擁
護
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。

つ
ま
り
満
州
の
鉄
道
に
つ
い
て
言
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
日
英
同
盟
に
よ
っ
て
保
護
を
求
め
て
い
た
鉄
道
は
、
日
露
戦
争
前
に

新奉鉄道をめぐる日清交渉（井上）

お
い
て
も
ま
た
戦
後
に
お
い
て
も
京
奉
鉄
道
の
み
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
は
、

日
露
戦
争
前
に
お
い
て
は
満
州
に
は
全
く
鉄
道
権

益
を
獲
得
し
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
戦
後
に
な
る
と
、
戦
争
中
に
敷
設
し
た
軍
用
鉄
道
を
新
た
な
権
益
と
し
て
確
立
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
軍
用
鉄
道
も
ま
た
日
英
同
盟
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
対
象
に
な
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
新
奉
鉄
道
は
京
奉
鉄
道

の
一
部
で
あ
る
た
め
に
、
日
本
が
新
民
屯
i

奉
天
間
に
仮
設
し
た
軍
用
軽
便
鉄
道
は
、
第
二
回
日
英
同
盟
下
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
京
奉
鉄
道
と
し
て
擁
護
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
反
対
に
、

日
本
の
新
し
い
鉄
道
権
益
、
す
な
わ
ち
新
奉
鉄
道
と
し
て
承
認
さ
れ
る
の

か
と
い
っ
た
矛
盾
を
日
英
間
に
提
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
新
奉
鉄
道
が
日
英
聞
の
交
差
権
益
へ
と
変
化
し
た
所
以
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
本
稿
で
は
、
新
奉
鉄
道
問
題
に
関
す
る
日
清
交
渉
を
取
り
上
げ
、
あ
わ
せ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
へ
の



対
応
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
と
り
わ
け
、
安
奉
鉄
道
へ
の
対
応
と
の
差
異
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
奉
鉄
道
問
題
が
安
奉
鉄
道
問

題
と
は
異
な
っ
た
角
度
か
ら
日
英
同
盟
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
考
察
し
、
そ
れ
が
日
英
同
盟
の
変
質
を
導
び
く
要
因
と
な
っ
て
行
く
280 

こ
と
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（1
）
慶
腫
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
編
『
法
学
研
究
』
第
五
六
巻
第
三
号
（
昭
和
五
八
年
三
月
）
所
収
。

（2
）
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
編
『
満
州
鉄
道
建
設
誌
』
（
昭
和
一
四
年
、
同
社
）
、
三
O
l
一
頁
。

な
お
、
日
露
戦
争
中
の
日
本
の
軍
用
鉄
道
建
設
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
露
戦
争
時
に
お
け
る
日
本
の
軍
用
鉄
道
建
設
問
題
l
l

第
二
回
日
英
同
盟
へ
の
一
考
察

｜
｜
」
（
軍
事
史
学
会
編
『
軍
事
史
学
』
第
一
六
巻
第
三
号
、
昭
和
五
五
年
一
二
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（3
）
拙
稿
「
英
露
鉄
道
協
定
と
京
奉
鉄
道
借
款
問
題1
1

日
英
同
盟
成
立
へ
の
一
考
察
｜
｜
」
（
前
掲
『
法
学
研
究
』
第
五
五
巻
第
三
号
、
昭
和
五
五
年
三
月
）
。

（4
）
大
山
梓
編
『
山
鯨
有
朋
意
見
書
』
（
昭
和
四
一
年
、
原
書
房
）
、
二
二
三
｜
五
頁
。

（5
）
同
右
、
一
一
一
二
三
l

三
一
一
頁
。

新
奉
鉄
道
譲
渡
問
題

新
奉
鉄
道
も
、
安
奉
鉄
道
と
同
様
に
、
陸
軍
野
戦
鉄
道
提
理
部
が
軌
道
の
縮
少
を
行
な
っ
た
東
清
鉄
道
南
満
支
線
と
は
異
な
り
、
鉄
道

監
部
が
建
設
し
た
軍
用
鉄
道
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
は
ポ

l

ツ
マ
ス
講
和
会
議
に
お
け
る
日
露
間
の
議
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、

そ
の
将
来
に
お
け
る
地
位
に
つ
い
て
は
、
安
奉
鉄
道
と
な
ら
ん
で
日
清
聞
に
お
い
て
協
議
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。一
九
O
五

（
明
治
三
八
）
年
一O
月
二
七
日
、
桂
内
閣
は
ポ
l

ツ
マ
ス
講
和
条
約
に
基
づ
く
対
清
国
要
求
項
目
を
討
議
し
、
新
奉
鉄
道
に
つ
い
て
も
、

安
奉
鉄
道
お
よ
び
東
清
鉄
道
南
満
支
線
と
共
に
、
日
清
両
国
の
共
同
事
業
と
し
て
日
本
の
法
律
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
会
社
に
そ
の
経

営
を
任
せ
る
こ
と
を
決
定
ー
お
。
し
か
し
こ
の
決
定
は
、
日
本
が
新
奉
鉄
道
も
安
奉
鉄
道
と
同
様
に
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
新
奉

鉄
道
と
安
奉
鉄
道
と
の
大
き
な
違
い
、
す
な
わ
ち
新
奉
鉄
道
は
京
奉
鉄
道
の
最
終
区
間
で
あ
っ
て
、
そ
の
敷
設
優
先
権
は
イ
ギ
リ
ス
に

与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
全
く
配
慮
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
一
月
一
七
日
、
北
京
に
お
い
て
、
小
村
は
内
田
駐
清



公
使
等
と
共
に
慶
親
王
・
塵
鴻
機
・
実
世
凱
と
の
交
渉
を
開
始
し
、
ま
ず
、

一
一
項
目
に
わ
た
る
日
本
側
要
求
を
提
示
し
た
。
こ
れ
に

対
し
て
清
国
は

一
一
月
二
二
目
、
安
奉
鉄
道
の
経
営
に
つ
い
て
は
原
則
的
に
日
本
の
要
求
に
応
じ
る
意
向
を
示
し
た
が
、
新
奉
鉄
道

し
か
し
小
村
は
、
原
案
ど
お
り
、
新
奉
鉄
道
に
つ
い
て
も
安
奉
鉄
道
と
同
様
に
、
東

清
鉄
道
南
満
支
線
と
同
一
条
件
で
日
本
が
経
営
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
清
国
側
が
新
奉
鉄
道
と
安

に
つ
い
て
は
清
国
へ
の
売
却
を
要
求
し
て
き
た
。

奉
鉄
道
と
を
区
別
し
、
異
な
る
取
り
扱
い
を
示
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
村
は
．
新
奉
鉄
道
に
つ
い
て
も
、日
露
戦
争
の
結
果

に
よ
り
日
本
が
獲
得
し
た
他
の
在
満
鉄
道
権
益
と
同
等
に
考
え
、
日
本
が
維
持
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ

の
こ
と
は
、
新
奉
鉄
道
が
日
本
の
同
盟
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
潜
在
的
権
益
で
あ
っ
た
た
め
に
、
小
村
が
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
か

か
わ
ら
ず
、
新
奉
鉄
道
は
、
日
英
同
盟
が
存
在
し
な
が
ら
も
、
日
英
聞
の
交
差
権
益
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

新
奉
鉄
道
に
関
す
る
個
別
的
か
つ
具
体
的
な
交
渉
は
、
安
奉
鉄
道
問
題
が
合
意
に
達
し
た
後
、

一
一
月
二
八
日
の
第
六
回
交
渉
か
ら

始
ま
っ
た
。
こ
の
目
、
実
は
ま
ず
新
奉
鉄
道
が
京
奉
鉄
道
の
最
終
区
間
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
す
で
に
そ
の
敷

新奉鉄道をめぐる日清交渉（井上）

設
権
を
与
え
て
い
る
経
緯
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て

一
八
九
八
年
に
山
海
関
か
ら
新
民
屯
ま
で
の
京
奉
鉄
道
借
款
契
約
が

英
清
聞
に
調
印
さ
れ
た
際
に
、
そ
の
第
三
条
に
お
い
て
、
新
民
屯
か
ら
の
延
長
鉄
道
の
建
設
に
つ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
を
第
一
に
指
名
す

る
と
約
束
し
て
い
る
以
上
、
新
奉
鉄
道
の
経
営
を
、
他
の
南
満
州
の
軍
用
鉄
道
の
よ
う
に
日
本
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
明
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
小
村
は
、
そ
の
翌
年
の
英
露
鉄
道
協
定
の
存
在
を
指
摘
し
、
同
協
定
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
は
新
民
屯
以
東
の
京
奉

鉄
道
敷
設
権
を
放
棄
し
て
い
る
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
新
奉
鉄
道
の
敷
設
優
先
権
は
す
で
に
消
滅
し
て
い
る
と
反
論
し
た
。
こ
こ

に
、
日
清
聞
の
新
奉
鉄
道
を
め
ぐ
る
対
立
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
こ
で
小
村
は
、
軍
用
軽
便
鉄
道
と
し
て
建
設
さ
れ
た
新
奉
鉄
道

を
、
遼
河
を
境
と
し
て
二
分
し
、
遼
河
以
東
奉
天
ま
で
の
区
間
に
つ
い
て
そ
の
経
営
を
日
本
に
認
め
る
よ
う
提
案
し
た
。
小
村
が
こ
の
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よ
う
な
譲
歩
を
行
な
っ
た
意
図
は
、
新
民
屯
！
奉
天
間
の
全
線
が
京
奉
鉄
道
の
一
部
で
あ
る
た
め
に
、
英
清
閑
の
京
奉
鉄
道
借
款
契
約
の



対
象
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
全
線
で
は
な
く
遼
河
以
東
の
区
聞
を
、いわ
ば
京
奉
鉄
道
と
は
異
な
る
別
の
鉄
道
、
た
と
え
ば
東
清

鉄
道
南
満
支
線
の
一
支
線
と
し
て
、
日
本
が
経
営
す
る
こ
と
の
同
意
を
求
め
た
わ
け
で
あ
る
。
同
席
し
て
い
た
内
田
も
、
安
奉
鉄
道
と
282 

新
奉
鉄
道
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
清
国
が
日
本
の
譲
歩
を
受
け
入
れ
る
よ
う
求
め
た
が
、
清
国
側
は
こ
れ
に

も
応
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

翌
一
一
月
二
九
日
の
第
七
回
交
渉
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
新
奉
鉄
道
に
関
し
て
獲
得
し
て
い
る
権
利
に
つ
い
て
、
小
村
と
衰
の
間
で
討

議
が
続
け
ら
れ
た
。

し
か
し
英
露
鉄
道
協
定
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
は
そ
れ
を
放
棄
し
た
と
す
る
小
村
と
、
京
奉
鉄
道
借
款
契
約
第
三
条

の
規
定
は
依
然
生
き
て
い
る
と
す
る
衰
と
の
対
立
は
、
少
し
も
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
特
に
小
村
の
譲
歩
案
で
あ
る
奉
天
i

遼
河
区
間
に
つ
い
て
も
、
小
村
は
そ
れ
は
東
清
鉄
道
南
満
支
線
の
一
部
で
あ
っ
て
京
奉
鉄
道
の
延
長
線
に
は
当
ら
な
い
と
主
張
し
、
そ

れ
は
英
清
聞
の
借
款
契
約
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
し
た
た
め
、
新
奉
鉄
道
を
め
ぐ
る
日
清
交
渉
は
妥
協
点
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

一
時
中
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
度
に
わ
た
る
交
渉
に
お
い
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ま
ま

な
い
こ
と
は
、
小
村
は
、
京
奉
鉄
道
借
款
契
約
お
よ
び
英
露
鉄
道
協
定
に
関
す
る
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
承
知
し
た
上
で
、

日
本
の
新

奉
鉄
道
に
関
す
る
要
求
を
清
国
に
通
告
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
奉
鉄
道
問
題
は
、

日
露
戦
争
後
の
日
清
交
渉
に
お
い

て
初
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
根
底
に
お
い
て
は
、
英
露
間
の
問
題
が
日
露
間
の
問
題
に
移
り
変
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
新
奉
鉄
道
が
日
英
聞
の
交
差
権
益
と
し
て
成
立
し
た
所
以
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
二
月
八
日
の
第
二
二
回
交
渉
で
、
新
奉
鉄
道
問
題
は
再
び
討
議
さ
れ
た
。
実
は
、
す
で
に
安
奉
鉄
道
問
題
に
お
い
て
清
国
側
が
譲

歩
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
新
奉
鉄
道
問
題
に
つ
い
て
は
日
本
側
が
譲
歩
す
る
よ
う
求
め
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
遼
河
以
東
の
新
奉

し
か
し
、
安
奉
鉄
道
と
新
奉
鉄
道
の
関
係
は
不
可
分
と
考
え
、

南
満
支
線
と
同
一
の
経
営
権
を
要
求
す
る
小
村
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
日
清
交
渉
は
、
新
奉
・
吉
長
両
鉄
道
問
題
お

鉄
道
の
改
造
工
事
の
た
め
に
日
本
人
技
師
二
名
の
雇
用
を
提
案
し
た
。



よ
ぴ
鉄
道
守
備
隊
問
題
を
残
す
だ
け
と
な
っ
て
い
た
た
め
、一
二
月
一
O
日
の
第
一
五
回
交
渉
で
、
小
村
は
、
日
本
が
鉄
道
守
備
隊
問

題
で
譲
歩
す
る
か
わ
り
に
、
清
国
が
新
奉
・
吉
長
両
鉄
道
問
題
に
お
い
て
日
本
の
要
求
に
応
じ
る
よ
う
求
め
た
が
、
実
は
こ
れ
を
も
拒

否
し
た
。
こ
の
三
問
題
の
た
め
に
、
日
清
交
渉
は
難
航
し
、
条
約
の
成
立
さ
え
も
が
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。一
二
月
二
ニ
目
、

桂
首
相
は
、
小
村
に
対
し
て
、
新
奉
鉄
道
に
関
す
る
要
求
を
撤
回
し
、
吉
長
鉄
道
に
つ
い
て
の
権
益
獲
得
を
優
先
す
る
よ
う
指
示
し
た
。

日
本
が
交
渉
の
決
裂
を
覚
倍
し
な
い
か
ぎ
り
、
桂
の
指
示
に
従
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
返
答
し
、
日
本
と
し
て

は
、
新
奉
鉄
道
問
題
に
つ
い
て
譲
歩
す
る
こ
と
な
く
、
交
渉
を
継
続
し
て
ゆ
く
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。

し
か
し
小
村
は
、

一
二
月
一
二
目
、
第
一
六
回

交
渉
が
聞
か
れ
、
清
国
側
は
残
る
三
問
題
に
つ
い
て
さ
ら
に
譲
歩
し
た
案
を
提
出
し
た
が
、
新
奉
鉄
道
問
題
に
つ
い
て
は
、

日
本
人
技

師
二
名
の
雇
用
の
ほ
か
、
新
奉
鉄
道
改
築
資
金
の
不
足
分
を
日
本
か
ら
借
り
入
れ
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
依
然
と
し
て
日
本
の
経
営
だ

(7
) 

け
は
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た
翌
日
の
第
一
七
回
交
渉
で
も
新
奉
鉄
道
問
題
は
討
議
さ
れ
た
が
、
日
清
両
国
の
主
張
は
、

(8
) 

致
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。

新奉鉄道をめぐる日清交渉（井上）

し
か
し
、

一
二
月
一
五
日
の
第
一
入
国
交
渉
に
お
い
て
、
清
国
が
、
遼
河
以
東
の
新
奉
鉄
道
の
経
営
に
日
本
の
鉄
道
事
務
官
を
参
加

さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
こ
と
に
よ
り
、
事
態
は
妥
結
の
方
向
に
動
き
だ
し
た
。
も
ち
ろ
ん
清
国
は
、
新
奉
鉄
道
の
買
収
と
い
う
原
則

を
放
棄
し
た
わ
け
で
な
く
、
ま
た
日
本
も
、
依
然
と
し
て
遼
河
以
東
の
区
間
に
対
す
る
経
営
権
を
要
求
し
て
い
た
が
、
小
村
は
、

日
本

か
ら
参
加
す
る
鉄
道
事
務
官
の
職
務
権
限
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
な
経
営
の
主
導
権
を
獲
得
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
二
一
月
一
七
日
の
第
一
九
回
交
渉
で
は
、
小
村
は
、
新
奉
鉄
道
の
改
築
に
つ
い
て
、
日
清
両
国
の
共
同
事
業
と
す
る
と
い
う
日

本
側
の
原
則
的
要
求
を
断
念
し
、
新
奉
鉄
道
を
清
国
の
自
弁
鉄
道
と
す
る
こ
と
を
了
承
し
た
。
こ
の
第
一
九
回
交
渉
で
は
、
吉
長
鉄
道

問
題
と
鉄
道
守
備
隊
問
題
に
つ
い
て
は
合
意
が
成
立
し
た
た
め
、
日
清
交
渉
成
立
の
成
否
は
す
べ
て
新
奉
鉄
道
問
題
の
結
果
に
か
か
っ
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て
き
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
小
村
と
し
て
も
、

日
清
交
渉
成
立
の
た
め
に
は
、
新
奉
鉄
道
問
題
に
つ
い
て
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
た



の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

一
二
月
一
八
日
の
第
二
O
回
交
渉
に
お
い
て
、
新
奉
鉄
道
問
題
に
関
す
る
合
意
が
成
立
し
、
こ
こ
に
日
清
交

渉
は
妥
結
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
二
月
二
二
目
、
日
清
満
州
善
後
条
約
と
そ
の
付
属
協
定
お
よ
び
付
属
取
極
め
が
調
印
さ
れ
た
。
新
284 

奉
鉄
道
は
、
日
本
か
ら
清
国
ヘ
売
却
さ
れ
た
後
、
清
国
に
よ
っ
て
改
築
さ
れ
、
経
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
遼
河
以
東
の
改
築
資
金
は
、

（
日
）

そ
の
半
分
を
日
本
か
ら
の
借
款
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
小
村
は
、
新
奉
鉄
道
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
原
則
的
要
求
を
清
国
に
承
認
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
京
奉
鉄
道

に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
と
の
借
款
契
約
を
理
由
に
、
清
国
が
日
本
の
要
求
に
強
く
反
対
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
小
村
の
譲
歩
は
、
ポ

ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
に
反
対
す
る
日
本
国
内
の
世
論
の
た
め
に
、
桂
首
相
が
内
閣
総
辞
職
を
決
意
す
る
と
い
っ
た
い
わ
ば
国
内
問
題
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
京
奉
鉄
道
に
対
す
る
歴
史
的
背
景
を
認
め
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
新
奉
鉄
道
を
め
ぐ
る
こ
の
日
清
交
渉
と
満
州
善
後
条
約
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
と
り
わ
け
新
奉
鉄
道
に
対
す
る
そ
の
関
心
に
は
、
安
奉
鉄
道
に
対
す
る
そ
れ
と
比
べ
て
強
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
、
こ
の
日
清
交
渉
が
ポ
l
ツ
マ
ス
条
約
と
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
露
戦
争
の
戦
後
処
理
が

進
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
日
本
と
の
同
盟
関
係
か
ら
日
清
交
渉
の
内
容
に
干
渉
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一
九
O
五
（
明
治
三
八
）
年
一
二
月
二
一
目
、
調
印
の
前
日
で
あ
る
が
、マク
ド
ナ
ル
ド
（
C
・
冨
・
冨S
ロ
8
9
5

）
大
使
は
、
桂
首
相
か
ら
交

渉
の
妥
結
を
知
ら
さ
れ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
新
奉
・
吉
長
両
鉄
道
問
題
に
結
着
が
つ
い
た
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
さ
れ
た
。

ベ
き
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
を
述
べ
、ま
た
新
奉
鉄
道
に
つ
い
て
も
、

日
清
交
渉
が
日
本
に
と
っ
て
満
足
す

（
ロ
）

日
本
が
援
助
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の

翌
年
一
月
三
日
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
北
京
か
ら
帰
国
し
た
直
後
の
小
村
と
会
見
し
た
。
小
村
は
、

満
州
善
後
条
約
は
、
そ
れ
が
正
式
に
公
表
さ
れ
る
前
日
の
一
月
一
O
目
、

ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
、
林
董
大
使
か
ら
グ
レ
I

（
回
－e
o
匂
）

外
相
に
通
告
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
に
と
っ
て
同
盟
関
係
に
あ
る
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
、日
露
戦
争
後
の
満
州
を
め
ぐ
る
日
本
の
新



し
い
条
約
上
の
権
利
を
、

一
般
に
公
表
す
る
よ
り
も
前
に
イ
ギ
リ
ス
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
英
聞
の
同
盟
関
係
に
特
別
な
配

慮
を
示
す
日
本
側
の
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
林
か
ら
グ
レ
ー
に
手
渡
さ
れ
た
も
の
は
善
後
条
約
お
よ
び
付
属

（
日
）

協
定
で
あ
っ
て
、
新
奉
鉄
道
に
関
す
る
条
項
の
含
ま
れ
て
い
る
付
属
取
極
め
は
除
か
れ
て
い
た
。

一
月
一
二
目
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、

東
京
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
条
約
の
全
文
を
手
に
入
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
新
奉
鉄
道
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
項
目
が
全
く
存
在
し

ま
だ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
秘
密
協
定
の
存
在
を
予
想
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
の
日
本
に
対
す
る
疑
い
の
発
生
は
、
問
題
が
、
日
本
の
新
し
く
獲
得
し
た
満
州
に
お
け
る
条
約
上
の
権
利
、

し
か
も
具
体
的
な
権
益
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
注
意
を
引
い
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
秘
密
協
定

で
あ
る
付
属
取
り
極
め
の
要
旨
を
入
手
し
た
の
は
、
三
月
三
日
に
西
園
寺
内
閣
の
外
相
加
藤
高
明
が
、
在
任
わ
ず
か
ニ
カ
月
足
ら
ず
で

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
秘
か
に
手
交
し
た
メ
モ
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
加
藤
が
西
園
寺
内
閣
の
満
州
政
策

辞
任
す
る
直
前
に
、

に
同
調
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
辞
任
し
た
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、

日
露
戦
争
後
の
日
本
の
満
州
経
営
が
、
日
英
同
盟
に
お
い

新奉鉄道をめぐる日清交渉（井上）

て
強
く
求
め
ら
れ
て
き
た
門
戸
開
放
と
い
う
原
則
に
反
し
て
、
依
然
と
し
て
軍
政
が
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
重
な
り
あ
い
、
三
月
一

九
日
に

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
日
本
の
満
州
経
営
に
つ
い
て
門
戸
閉
鎖
で
あ
る
と
の
警
告
を
、
西
国
寺
首
相
に
提
出
す
る
動
機
を
生
み
出

し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

（1
）
明
治
三
八
年
一
O
月
二
七
日
、
桂
内
閣
々
議
決
定
。
（
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』
第
三
八
巻
第
一
冊
第
八
八
文
書
。
以
下
『
外
文
』
三
八
｜
一
、
八
八
と
略

す
。
）

（2

）
明
治
三
八
年
一
一
月
一
七
日
、
二
二
日
、
在
北
京
小
村
全
権
来
電
第
一
七
、
一
入
、
一
九
、
三
二
、
三
三
、
三
四
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
一
一
一
八

1

一
、
一O
二
、

一O
五
お
よ
び
一
O
六
）

（3
）
明
治
三
八
年
一
一
月
二
九
日
、
在
北
京
小
村
全
権
来
電
第
四
六
号
。
（
『
外
文
』
三
人

l

一
、
一
一
一
一
）

「
日
清
交
渉
談
判
筆
記
、
第
六
回
本
会
議
」
（
『
外
文
』
三
八

i

て
一
四
八
）

（4
）
明
治
三
λ
年
一
一
月
二
九
日
、
在
北
京
小
村
全
権
来
電
第
四
七
号
。
（
『
外
文
』
三
人

i

一
、
一
一
一
二
）
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「
日
清
交
渉
談
判
筆
記
、
第
七
回
本
会
議
」
（
『
外
文
』
三
八
ー
で
一
四
八
）

（5
）
明
治
三
八
年
一
二
月
八
日
、
在
北
京
小
村
全
権
来
電
第
六
二
号
。
（
『
外
文
』
三
八
｜
一
、
一
二
四
）

「
日
清
交
渉
談
判
筆
記
、
第
一
三
回
本
会
議
」
（
『
外
文
』
三
八
l

一
、
一
四
八
）

（6
）
明
治
三
八
年
一
二
月
一
O
目
、
一
三
日
、
在
北
京
小
村
全
権
来
電
第
六
回
、
六
七
号
。
一
二
日
往
電
第
一
一
三
ニ
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
一
一
一
八
ー
で
一
一
二
つ
一

三
O
お
よ
び
一
二
九
）

「
日
清
交
渉
談
判
筆
記
、
第
一
五
回
本
会
議
」
（
『
外
文
』
三
八
｜
一
、
一
四
八
）

（7
）
明
治
三
八
年
一
二
月
一
二
日
、
在
北
京
小
村
全
権
来
電
第
六
六
号
。
（
『
外
文
』
一
一
一
八
｜
一
、
一
一
一
八
）

「
日
清
交
渉
談
判
筆
記
、
第
一
六
回
本
会
議
」
（
『
外
文
』
＝
一
八
｜
一
、
一
一
ニ
一
）

（8
）
明
治
三
八
年
一
二
月
一
三
目
、
在
北
京
小
村
全
権
来
電
第
六
八
号
。
（
『
外
文
』
三
人

l

一
、
一
一
二
一
）

「
日
清
交
渉
談
判
筆
記
、
第
一
七
回
本
会
議
」
（
『
外
文
』
一
ニ
八

l

一
、
一
四
八
）

（9
）
明
治
三
八
年
一
二
月
一
五
日
、
在
北
京
小
村
全
権
来
電
第
七O
、
七
二
号
。
（
『
外
文
』
三
八
一
、
一
三
回
、
一
三
五
）

「
日
清
交
渉
談
判
筆
記
、
第
一
八
回
本
会
議
」
（
『
外
文
』
一
一
一
八
｜
一
、
一
四
八
）

（
叩
）
明
治
三
八
年
一
二
月
一
七
日
、
在
北
京
小
村
全
権
来
電
第
七
二
号
。
（
『
外
文
』
三
人
｜
一
、
一
一
一
一
七
）

「
日
清
交
渉
談
判
筆
記
、
第
一
九
四
本
会
議
」
（
『
外
文
』
三
八
｜
一
、
一
四
八
）

（
日
）
明
治
三
八
年
一
二
月
一
人
目
、
在
北
京
小
村
全
権
来
電
第
七
三
号
。
（
『
外
文
』
三
八
｜
て
一
三
人
）

「
日
清
交
渉
談
判
筆
記
、
第
二O
田
本
会
議
」
（
『
外
文
』
一
一
一
八
｜
一
、
一
四
人
）

外
務
省
編
『
日
本
外
交
年
表
並
主
要
文
書
（
上
）
』
昭
和
四

O
年
、
原
書
房
一
、
二
五
三
｜
七
頁
。

（
ロ
）
吋
。E
3
・
u
o口
O
H
5
2
N
H
W
H
g
u
u
h
v
p

ロ

g
q
ω
U
5
0
0・
m
可
。
・
冨
宮
口
。
E
z
z
g

吋
回
・
の
g
M
J

盟
国
宮g
v
Z
0
・
包
ω

。
。
ロE
8
2
胆
r
h
r
J門
冊
目
a
g
自

z
。
・M
・
（
英
国
外
務
省
記
録
分
類
番
号
司
。BO
lむ
l
N
H
h
v
N）

（
臼
）
1『
伊
匂
P
ロ
刊
曲
目
回
虫σ
伊
国
田
吋tw－F
H
E
P弓
，
H
0・
H
C
O
G・
〈
山
田
口
。
ロ
ロ
仲
間
伊
匂

S
E
E
m

－
『
回
・
の
吋S
J
F
伯
仲
吉
岡1・
（
司O
台
。
l
h
H
4
1
5
）

（U
）
」
門
。
｝
4
0
・
1『R
E
m
w『
吋
H
N・
5
0
0
w
g可
。
・
冨
m
8
0
0ロm
w
E吉
田
『
閏
－

c
g
υコ
ロ
佐
官H
n
y
s
z。
・
ω
。
。
ロ
片
山
仏

O
H
M骨
g
H
h
v
Z
0・
A
F・
（
司
。A
H
H
0
1
A
F

吋
l
ω∞
h
w
ω
ω）

（
日
）
寸
。w
u語
、
〉
同
〉
巴
－
H
0・
H
g
o
w
m可。
冨
胆
ロ
ロ
S
F
E
Z

岳
町
出
w
c
z
υコ
ヨ
昌
巳
ロy
z
。
・
芯
〈
叩q
g
s
r
E
E

－
－
。
台
？
当
l
o
c）

伊
藤
正
徳
編
『
加
藤
高
明
』
（
昭
和
四
年
、
加
藤
伯
伝
記
刊
行
会
）
、
五
八
二
六
頁
。
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新
奉
鉄
道
借
款
契
約
の
成
立

日
露
戦
争
中
に
陸
軍
の
鉄
道
大
隊
が
建
設
し
た
新
奉
鉄
道
が
、
二
フ
ィ
ー
ト
の
軌
道
に
よ
る
軍
用
軽
便
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
が
司
日
清
満
州
善
後
条
約
が
成
立
し
た
後
、
一
九
O
六
（
明
治
三
九
）
年
一
月
に
な
っ
て
、
陸
軍
は
、
そ
の
ゲ
I

ジ
を
と
り
あ
え
ず

狭
軌
に
拡
張
す
る
工
事
に
着
手
す
る
と
と
も
に
、
二
月
五
日
か
ら
は
、
工
事
を
し
な
が
ら
軍
用
軽
便
鉄
道
の
ま
ま
乗
客
お
よ
び
貨
物
の

輸
送
を
も
開
始
し
た
。

し
か
し
日
清
満
州
善
後
条
約
に
お
い
て
、
新
奉
鉄
道
の
日
本
か
ら
清
国
へ
の
売
却
が
合
意
さ
れ
て
い
た
た
め
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
清
国
は
、
そ
の
合
意
に
よ
っ
て
新
奉
鉄
道
が
処
理
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
軌
道
の
拡
張
工
事
を
中
止
す

る
よ
う
日
本
に
要
求
し
て
き
た
。
二
月
一
九
日
、
加
藤
外
相
は
、
清
国
か
ら
の
抗
議
に
つ
い
て
、
現
在
の
工
事
は
南
満
支
線
と
同
一
の

ゲ
ー
ジ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
輸
送
の
便
を
図
る
た
め
で
あ
り
、
清
国
へ
の
売
却
の
た
め
の
協
議
は
、
日
本
軍
の
撤
兵
が
完
了
し
た

後
に
開
始
す
る
こ
と
、

新奉鉄道をめぐる日清交渉（井上）

ま
た
一
般
貨
客
の
輸
送
は
、
軍
事
輸
送
に
障
害
の
な
い
か
ぎ
り
で
あ
っ
て
、
新
奉
鉄
道
の
経
営
を
求
め
る
も
の

(l
) 

で
は
な
い
こ
と
を
、
内
田
に
伝
え
て
い
る
。
三
月
二
目
、
内
田
は
こ
れ
を
清
国
外
務
部
に
回
答
し
た
が
、
三
月
一
回
目
、
ま
た
続
い
て

四
月
一
七
日
、
清
国
は
、
日
清
満
州
善
後
条
約
で
は
、
新
奉
鉄
道
の
譲
渡
時
期
に
つ
い
て
特
に
日
本
軍
の
撤
兵
後
と
い
う
留
保
条
件
を

付
し
て
い
な
い
た
め
、
条
約
が
発
効
し
た
以
上
直
ち
に
譲
渡
交
渉
を
開
始
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
再
度
、

日
本
の
工
事
中
止
を
要
求

し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
四
月
二
一
目
、
内
田
は
、
新
奉
鉄
道
の
譲
渡
は
当
然
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
交
渉
は
日
本
軍
撤
兵
後
に

(2
) 

開
始
す
る
と
の
回
答
を
送
っ
た
。

確
か
に
新
奉
鉄
道
は
、

日
清
満
州
善
後
条
約
付
属
取
り
極
め
に
お
い
て
日
本
か
ら
清
国
へ
の
譲
渡
が
合
意
さ
れ
て
お
り
、
改
築
費
用

に
関
す
る
借
款
に
つ
い
て
も
触
れ
で
あ
っ
た
が
、
譲
渡
の
た
め
の
交
渉
を
開
始
す
る
時
期
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
す287 

な
わ
ち
、

日
清
満
州
善
後
条
約
上
の
他
の
取
極
め
の
よ
う
に
、
た
と
え
ば
安
奉
鉄
道
に
関
し
て
は
日
本
軍
の
撤
兵
に
要
す
る
期
間
を
一



年
と
し
て
別
に
取
り
扱
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
新
奉
鉄
道
譲
渡
交
渉
の
開
始
時
期
は
日
本
軍
の
撤
兵
と
は
関
連
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
清
国
は
日
本
の
回
答
に
決
し
て
納
得
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
五
月
三
目
、
清
国
は
改
め
て
日
本
に
対

288 

し
て
工
事
の
中
止
と
譲
渡
交
渉
の
開
始
を
要
求
し
て
き
た
。
特
に
、
清
国
は
、
条
約
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
軍
用
軽
便
鉄
道
と
し
て
の

新
奉
鉄
道
で
あ
り
、
日
本
が
そ
の
軌
道
を
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
買
収
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
事
実
上
の
条
約
改

訂
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
清
国
と
し
て
は
ゲ

1

ジ
拡
張
の
た
め
の
費
用
を
買
収
価
格
に
加
算
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、

日
本
が
工
事
を

中
止
し
て
交
渉
に
応
じ
る
よ
う
求
め
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
日
本
と
し
て
も
、
譲
渡
交
渉
開
始
を
遅
ら
せ
る
理
由
づ
け
に
つ
い
て
再
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
両
国
か
ら
日
本
の
満
州
経
営
が
閉
鎖
的
で
あ
る

と
い
う
批
判
が
出
さ
れ
て
お
り
、

日
本
と
し
て
は
こ
れ
に
対
応
し
、
満
州
に
お
け
る
軍
政
を
停
止
し
て
民
政
に
転
換
す
る
必
要
が
求
め

ら
れ
て
い
た
。

五
月
二
二
日
に
開
催
さ
れ
た
満
州
問
題
協
議
会
で
は
、
軍
政
の
廃
止
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
付
随
し

て
、
新
奉
鉄
道
に
つ
い
て
も
、
清
国
へ
の
売
渡
し
の
た
め
の
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
決
定
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
陸
軍
は
民
政
へ
の
移
行
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
新
奉
鉄
道
に
つ
い
て
進
め
ら
れ
て
い
る
狭
軌
へ
の
改
造
工
事
に
つ

い
て
も
、
陸
軍
は
中
止
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
続
行
し
、
八
月
一
七
日
に
は
狭
軌
へ
の
軌
道
改
築
を
終
了
し
、
二
六
日
か
ら
は
新
し

い
軌
道
に
よ
る
一
般
貨
客
の
輸
送
を
開
始
す
る
に
い
た
っ
た
。
九
月
二
日
、
清
国
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
一
般
輸
送
の
開
始
に
つ
い

(4
) 

て
、
改
め
て
抗
議
を
行
な
っ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
日
本
の
方
針
に
つ
い
て
は
、日
本
側
に
も
批
判
が
生
れ
て
き
て
い
た
。
内
田
の
後
任
と
し
て
駐
清
公
使
に
な
っ

た
林
権
助
は
、
加
藤
高
明
辞
任
後
の
西
園
寺
内
閣
の
外
相
に
就
任
し
た
林
董
に
対
し
、八
月
六
日
、
新
奉
鉄
道
の
譲
渡
に
あ
た
っ
て
は

狭
軌
へ
の
改
築
費
用
を
含
め
な
い
こ
と
と
し
、
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
、
清
国
の
要
求
す
る
交
渉
に
応
じ
る
こ
と
が
、
他
の
満
州
の
鉄

道
経
営
に
と
っ
て
も
得
策
で
あ
る
と
具
申
し
て
い
る
。そ
し
て
、
九
月
二
日
の
清
国
か
ら
の
抗
議
に
対
し
て
も
、
林
権
助
は
、
九
月
一



一
一
日
に
回
答
を
送
り
、
新
奉
鉄
道
に
関
す
る
日
本
の
軍
事
的
価
値
は
高
い
と
い
う
原
則
を
く
り
返
し
、
新
奉
鉄
道
に
お
け
る
一
般
貨
客

の
輸
送
開
始
は
日
本
に
よ
る
経
営
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
清
国
の
抗
議
は
当
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
譲
渡
交
渉
に
つ
い
て
は
、
日

本
軍
の
撤
兵
問
題
に
は
触
れ
る
こ
と
な
く
、
日
清
満
州
善
後
条
約
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
交
渉
を
開
始
す
べ
き
こ
と
を
言
明
し
て
い
る
。

一
九
O
六
（
明
治
三
九
）
年
中
に
は
交
渉
開
始
の
訓
令
が
北
京

し
か
し
、
交
渉
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
、
陸
軍
か
ら
の
反
対
が
強
く
、

に
届
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
翌
年
一
月
一

O
目
、
西
園
寺
内
閣
は
、
吉
長
鉄
道
問
題
と
新
奉
鉄
道
問
題
と
を
同
時
に
解
決
す
る

方
針
を
決
定
し
、
一
月
一
五
目
、
林
（
公
使
）
に
対
し
て
、
新
奉
鉄
道
の
引
き
渡
し
時
期
を
四
月
の
撤
兵
完
了
以
後
と
す
る
こ
と
、
清
国

に
よ
る
新
奉
鉄
道
の
改
築
は
標
準
軌
と
し
て
奉
天
に
お
い
て
南
満
支
線
と
接
続
す
る
こ
と
、
ま
た
遼
河
以
東
の
区
間
に
対
す
る
借
款
は
、

買
収
費
の
他
改
築
費
お
よ
び
改
築
後
の
運
転
資
金
を
も
含
め
た
総
額
の
半
額
と
し
、
新
奉
鉄
道
経
営
の
実
権
を
獲
得
す
る
こ
と
等
を
命

じ
た
。
こ
こ
に
、
新
奉
鉄
道
の
譲
渡
に
関
す
る
日
清
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
交
渉
に
あ
た
っ
て
の
日
本
の
条
件
は
、
林
（
公
使
）
に
は
大
き
な
不
満
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
西
園
寺
内
閣
が

新奉鉄道をめぐる日清交渉（井上）

決
定
し
た
売
却
価
格
は
、
そ
の
予
想
を
は
る
か
に
上
回
り
、
林
に
は
、
価
格
の
設
定
が
交
渉
に
お
け
る
最
大
の
難
問
の
よ
う
に
さ
え
思

わ
れ
た
。
林
は
、
日
本
が
行
な
っ
た
改
築
の
費
用
は
売
却
価
格
に
含
ま
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
進
言
し
て
い
た
が
、
三
三
二
万
円
と
い

う
価
格
は
、
日
本
が
こ
れ
か
ら
建
設
し
よ
う
と
す
る
吉
長
鉄
道
の
総
建
設
費
よ
り
も
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
三
二
万
円
と
い
う

譲
渡
価
格
は
、
新
奉
鉄
道
を
建
設
し
た
の
が
陸
軍
の
鉄
道
大
隊
で
あ
っ
た
た
め
に
、
陸
軍
か
ら
提
示
さ
れ
た
額
で
あ
っ
た
が
、
林
（
外

相
）
は
、
三
月
一
一
目
、
二
O
O
万
円
ま
で
減
額
す
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
減
額
に
あ
た
っ
て
は
、
新
奉
・
吉
長
両
鉄
道
に
対
す
る
日

(7
) 

本
の
要
求
が
、
清
国
側
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
た
林
（
公
使
）
は
、
金
額
の
点
で
は
こ
れ
を
了
承

し
た
が
、
新
奉
鉄
道
は
清
国
へ
譲
渡
さ
れ
た
後
は
京
奉
鉄
道
に
統
合
さ
れ
、
経
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
た
と
え
遼
河
以
東
の
区
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聞
に
借
款
を
供
与
し
よ
う
と
も
、
ま
た
標
準
軌
へ
の
改
築
の
た
め
に
日
本
人
技
師
が
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、
日
本
が
新
奉



鉄
道
経
営
上
の
実
権
を
獲
得
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
日
本
と
し
て
は
吉
長
鉄
道
の
借
款
成
立
に
全
力
を
あ
げ
る
べ
き

だ
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
林
（
公
使
）
の
認
識
は
、
日
露
戦
争
中
に
建
設
し
た
鉄
道
は
一
マ
イ
ル
も
失
い
た
く
な
い
と
す
る
陸
軍
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に
比
べ
て
京
奉
鉄
道
の
実
情
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
軍
政
の
継
続
を
求
め
る
軍
部
と
の
考
え
方
の
違
い
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

三
月
二
O
目
、
林
（
公
使
）
は
、
那
桐
、
窪
鴻
機
、
唐
紹
儀
と
会
見
し
、
新
奉
鉄
道
な
ら
び
に
吉
長
鉄
道
に
関
す
る
借
款
の
交
渉
を
開

始
し
た
が
、
や
は
り
清
国
側
は
、
譲
渡
価
格
に
つ
い
て
強
く
反
発
し
た
。
清
国
側
は
、
す
で
に
一
九O
六
（
明
治
三
九
）
年
中
に
、
J¥ 

七
七
年
以
来
京
奉
鉄
道
の
建
設
に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
人
技
師
キ
ン
ダ

i
s

－
巧
－
E
E

角
）
に
、
新
奉
鉄
道
の
実
地
踏
査

を
行
な
わ
せ
、
譲
渡
価
格
に
つ
い
て
は
多
く
と
も
五

O
万
円
と
い
う
数
字
を
得
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
林
（
外
相
）
と
し
て

も
、
林
（
公
使
）
の
求
め
る
よ
う
に
、
譲
渡
価
格
を
さ
ら
に
減
額
し
、

(9
) る

。
三
月
二
七
日
に
は
第
二
回
会
談
が
開
催
さ
れ
、
林
は
借
款
協
定
案
を
提
出
し
た
が
、
清
国
側
は
、
譲
渡
価
格
に
つ
い
て
あ
く
ま
で

一
五
O
万
円
と
す
る
こ
と
を
承
諾
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

日
本
の
減
額
を
要
求
し
た
た
め
、
林
は
、
と
り
あ
え
ず
二
O
O
万
円
を
提
示
し
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
清
国
側
の
価
格
と
の
聞
に
は
開

き
が
あ
り
、
価
格
の
決
定
は
改
め
て
協
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
三
月
コ
二
目
、
清
国
は
修
正
案
を
提
示
し
、

四
月
一
目
、
こ
れ
を
も

と
に
協
定
案
の
作
成
に
関
す
る
交
渉
が
行
な
わ
れ
た
。
清
国
は
、
特
に
借
款
の
条
件
を
イ
ギ
リ
ス
と
の
京
奉
鉄
道
借
款
に
準
じ
る
こ
と

を
求
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
は
京
奉
鉄
道
借
款
契
約
の
成
立
に
あ
た
っ
て
は
、

ロ
シ
ア
か
ら
の
妨
害
を
さ
け
る
た
め
に
、

鉄
道
を
借
款
の
担
保
と
す
る
こ
と
は
放
棄
し
て
お
り
、し
た
が
っ
て
、
清
国
は
、
遼
河
以
東
の
区
聞
を
日
本
の
借
款
に
対
す
る
担
保
と

す
る
こ
と
に
は
強
く
反
対
し
て
い
た
。
し
か
し
林
と
い
え
ど
も
こ
れ
に
は
納
得
で
き
ず
、
交
渉
の
決
裂
を
も
辞
さ
な
い
態
度
を
示
し
た

た
め
に
、
清
国
は
、
林
の
主
張
に
し
た
が
っ
て
、
遼
河
以
東
を
借
款
の
担
保
と
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
コ
た
の
で

あ
る
…
ま
た
懸
案
と
な
っ
て
い
た
譲
渡
価
格
に
つ
い
て
も
、
四
月
一

O
目
、
一
六
六
万
円
で
合
意
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
林
の
予
想
し

た
一
五
O
万
円
程
度
に
落
ち
着
く
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
日
清
満
州
善
後
条
約
付
属
取
極
め
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い



る
よ
う
に
、
新
奉
鉄
道
借
款
問
題
に
と
っ
て
は
、

日
本
の
要
求
が
大
筋
に
お
い
て
認
め
ら
れ

い
わ
ば
骨
格
を
な
す
問
題
で
あ
っ
た
が
、

し
た
。
同
協
約
は
、

四
月
一
五
日
、
新
奉
お
よ
び
吉
長
鉄
道
に
関
す
る
協
約
が
成
立

日
清
満
州
善
後
条
約
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
た
最
初
の
協
定
で
あ
っ
た
。

た
こ
と
に
よ
り
、
林
と
し
て
は

一
応
満
足
す
べ
き
内
容
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
借
款
契
約
の
成
立
は
、
京
奉
鉄
道
の
建
設
に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た
英
清
組
合
に
と
っ
て
、
そ
の
既
得
権
益
に
多
大

な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
借
款
契
約
が
調
印
さ
れ
る
直
前
の
四
月
一
一
目
、
英
清
組
合
会
長
ケ
ス

ウ
イ
ッ
ク
（
司
・
問
。
由
主
停
）
は
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
に
書
簡
を
送
り
、
京
奉
鉄
道
に
対
す
る
英
清
組
合
の
権
利
が
失
わ
れ
る
と
し
て
、
清

国
に
圧
力
を
加
え
て
も
契
約
の
成
立
を
阻
止
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
（
日
。
し
か
し
外
相
グ
レ
ー
は
、
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
北
京
駐

在
ジ
ョ
l

ダ
ン
公
使
（
』
・1『
包
含
ロ
）
の
報
告
を
求
め
た
上
で
、五
月
二
目
、
英
清
組
合
に
回
答
を
送
り
、
新
奉
鉄
道
の
借
款
契
約
を
日

本
が
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
英
清
組
合
の
利
益
に
損
害
が
与
え
ら
れ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た

こ
の
借
款
契
約
は
、

さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
京
奉
鉄

一
八
九
八
年
の
京
奉
鉄
道
借
款
契
約
を
少
し
も
損
ね
て
は
い
な
い
こ
と
。

新奉鉄道をめぐる日清交渉（井上）

道
を
新
民
屯
以
東
に
延
長
し
た
い
と
い
う
申
し
入
れ
を
ロ
シ
ア
に
も
ま
た
ロ
シ
ア
の
権
益
を
引
き
継
い
だ
日
本
に
も
行
な
っ
て
は
い
な

（
日
）

い
こ
と
を
つ
け
加
え
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
英
清
組
合
は
、
新
奉
鉄
道
が
同
じ
ゲ
l

ジ
で
京
奉
鉄
道
と
満
鉄
を
連
絡
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
が
日
本
の
管
理
下
に
あ
る
か
ぎ
り
は
、
乗
客
お
よ
び
物
資
が
大
連
よ
り
船
で
清
国
各
地
な
い
し
世
界
各
国
へ
運
ば
れ
る
こ

と
に
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
、

キ
ン
ダ
ー
が
提
案
し
て
い
た
新
民
屯
か
ら
鉄
嶺
へ
の
延
長
鉄
道
を
日
本
が
建
設
す
る
こ
と
に
で
も
な

れ
ば
、
満
州
の
農
産
物
（
主
と
し
て
き
さ
は
京
奉
鉄
道
を
利
用
す
る
こ
と
な
く
満
州
外
へ
輸
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
反
論
し
て
い
る
。

さ
ら
に
英
清
組
合
は
、
一
八
九
八
年
の
京
奉
鉄
道
借
款
契
約
第
三
条
に
お
い
て
、
新
民
屯
以
遠
の
延
長
に
関
す
る
資
本
援
助
を
行
な
う
権

利
を
持
っ
て
お
り
、
新
奉
鉄
道
借
款
契
約
は
こ
れ
を
侵
害
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
清
国
が
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延
長
す
る
の
は
新
民
屯
か
ら
遼
河
右
岸
ま
で
で
あ
り
、日
本
の
管
理
は
遼
河
以
東
奉
天
ま
で
の
区
間
に
限
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
新



、
必
仏ZJ

奉
鉄
道
借
款
契
約
は
、
英
清
組
合
の
京
奉
鉄
道
借
款
契
約
を
侵
害
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
と
の
見
解
を
重
ね
て
明
ら
か
に
し
だ
。

こ
の
よ
う
な
英
清
組
合
と
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
と
の
見
解
の
相
違
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
日
本
の
南
満
州
に
お
け
る
勢
力
範
囲
を
遼
河
以
東
と
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考
え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
遼
河
以
東
の
地
域
に
お
い
て
、

日
本
が
門
戸
開
放
の
原
則
を
守
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
、

た
と
え
英
清
組
合
が
新
奉
鉄
道
の
敷
設
優
先
権
を
所
持
し
て
い
よ
う
と
も
、
英
清
組
合
の
利
益
を
守
る

た
め
に
、
日
本
と
対
立
す
る
こ
と
な
ど
少
し
も
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
英
清
組
合
の
ケ
ス
ウ
イ
ッ
ク
は

保
守
党
の
衆
議
院
議
員
で
あ
っ
た
が
、

一
九
O
五
年
二
一
月
、
バ
ル
フ
ォ
ア
保
守
党
内
閣
は
関
税
改
革
を
め
ぐ
っ
て
分
裂
し
総
辞
職
し

た
結
果
、
内
閣
は
自
由
党
の
キ
ャ
ン
ベ
ル

l

パ
ナ
マ
ン
（
同
－
p
g

写
色
i
F
5
0
5
8

）
が
組
閣
し
、
翌
年
の
総
選
挙
は
自
由
党
の
大
勝

（
日
）

に
終
っ
た
。
ケ
ス
ウ
イ
ッ
ク
も
再
選
さ
れ
る
に
は
さ
れ
た
も
の
の
、
保
守
党
の
歴
史
的
敗
北
の
中
に
あ
っ
て
は
、
ソl
ル
ズ
ベ
リ
l

内

閣
時
代
ほ
ど
に
は
、
京
奉
鉄
道
の
権
益
擁
護
を
議
会
内
で
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

新
奉
鉄
道
は
、
陸
軍
の
臨
時
鉄
道
大
隊
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
O
六
（
明
治
三
九
）
年
九
月
一
日
に
鉄
道
大

隊
が
解
散
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
野
戦
鉄
道
提
理
部
に
引
き
継
が
れ
管
理
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
翌
年
四
月
一
目
、
満
鉄
の
成
立
に

よ
っ
て
、
鉄
道
提
理
部
の
管
理
し
て
い
た
鉄
道
は
す
べ
て
満
鉄
に
移
管
さ
れ
た
。
新
奉
鉄
道
は
、

日
清
満
州
善
後
条
約
に
お
い
て
す
で

に
清
国
へ
の
譲
渡
が
合
意
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
満
鉄
の
管
理
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
の
そ
れ
は
あ
く
ま
で
一
時
的
な
措
置
で
あ
っ
て
、

満
鉄
が
経
営
す
べ
き
鉄
道
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
問
。
新
奉
お
よ
び
吉
長
鉄
道
に
関
す
る
協
約
第
七
条
に
よ
り
、
満
鉄

か
ら
清
国
へ
の
引
き
渡
し
は
、
清
国
が
譲
渡
代
金
を
支
払
っ
た
後
一
カ
月
以
内
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

清
国
が
四
月
二
四
日
に
正
金
銀
行
天
津
支
店
に
代
金
を
振
込
ん
だ
た
め
、
引
き
渡
し
の
期
限
は
五
月
二
四
日
と
な
っ
た
。
陸
軍
は
、
五

月
一
六
日
、
新
奉
鉄
道
財
産
目
録
を
作
成
し
、
清
国
に
引
き
渡
す
べ
き
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
。

さ
ら
に
五
月
九
日
、
後
藤
満
鉄
総
裁

は
、
満
鉄
理
事
久
保
田
情
周
等
を
引
渡
委
員
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
ま
た
清
国
側
も
、五
月
二
二
目
、
周
長
齢
（
関
内
外H
京
奉
・
鉄



道
総
弁
）
を
派
遣
す
る
こ
と
と
し
て
、
キ
ン
ダ
l
等
英
国
人
技
師
と
清
国
が
同
意
し
た
日
本
人
技
師
と
し
て
曲
尾
辰
二
郎
が
随
行
す
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
引
き
渡
し
期
限
は
五
月
二
四
日
で
あ
っ
た
が
、
清
国
側
の
交
渉
員
の
大
連
到
着
が
五
月
二
六
日
と
な
っ
た
た

ため
の
で引
あ（き
るU 渡

し
手
続
き
は

五
月
二
七
日
、
大
連
の
満
鉄
本
社
で
行
な
わ
れ
、
六
月
一
日
を
も
っ
て
新
奉
鉄
道
は
清
国
に
引
き
渡
さ
れ

こ
の
よ
う
な
譲
渡
が
行
な
わ
れ
て
い
る
一
方
で
、
英
清
組
合
の
不
満
は
少
し
も
解
消
し
て
い
な
か
っ
た
。グ
レ
ー
は
、
六
月
一
九
日

ケ
ス
ウ
イ
ッ
グ
の
要
請
に
し
た
が
っ
て
、
北
京
の
ジ
ョ
1

ダ
ン
公
使
に
対
し
キ
ン
ダ
ー
か
ら
新
奉
鉄
道
の
実
情
を
確
か
め
る
よ
う
命
じ

た
。
こ
れ
に
答
え
て
キ
ン
ダ
l

は
、
遼
河
東
岸
の
新
奉
鉄
道
に
つ
い
て
も
、
管
理
は
キ
ン
ダ
l

の
手
に
あ
る
こ
と
、
曲
尾
技
師
は
四
年

も
キ
ン
ダ

I

の
下
で
働
き
、
満
鉄
と
の
協
力
関
係
も
う
ま
く
い
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
英
清
組
合
の
持
っ
て
い
る
懸
念
は
無
用
で
あ

（
国
）

る
こ
と
を
回
答
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
新
奉
鉄
道
が
部
分
的
に
は
日
本
の
借
款
鉄
道
と
な
っ
て
は
い
て
も
、
実
質
的
に
は
京
奉
鉄

道
の
一
部
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
権
益
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
新
奉
鉄
道
は
、
日
本
の
軍
用

新奉鉄道をめぐる日清交渉（井上）

鉄
道
と
し
て
建
設
さ
れ
た
が
、
軌
道
改
築
工
事
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
の
京
奉
鉄
道
に
再
生
さ
れ
、
清
国
の
管
理
の
下

で
経
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

（1
）
明
治
三
九
年
二
月
一
五
目
、
在
北
京
内
田
公
使
来
電
第
二
九
号
。
一
九
日
、
往
電
第
三
二
号
。
二
月
一
三
目
、
清
国
関
内
鉄
道
総
弁
発
内
田
公
使
宛
来
翰
。
（
以

上
、
『
外
文
』
三
九l

一
、
六
一
七
、
六
一
人
お
よ
び
六
一
九
付
属
書
一
）

（2
）
明
治
三
九
年
三
月
二
目
、
在
北
京
内
田
公
使
発
慶
親
王
宛
往
翰
第
二
ニ
号
。
三
月
一
七
日
、
内
田
公
使
来
信
機
密
第
二
八
号
。
四
月
一
七
日
、
清
圏
外
務
部
発
内

田
公
使
宛
照
会
。
四
月
一
回
目
、
内
田
公
使
往
電
第
七
五
号
。
四
月
二
一
目
、
内
田
公
使
発
慶
親
王
宛
照
復
第
三
四
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
三
九

l

て
六
一
九
付
属

書
て
六
二

O
、
六
二
一
お
よ
び
六
二
二
付
属
書
一
、
二
）

（3
）
明
治
三
九
年
五
月
一
九
日
、
在
北
京
内
田
公
使
来
信
機
密
第
五
六
号
。
（
『
外
文
』
三
九
ー
で
六
二
三
）

前
掲
『
年
表
並
主
要
文
書
』
、
二
六0
1
九
頁
。

栗
原
健
編
著
『
対
満
豪
政
策
の
一
面
』
（
昭
和
四
一
年
、
原
書
房
）
、
一
四

l

二
六
頁
．
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（4
）
明
治
三
九
年
八
月
一
七
日
、
大
沢
参
謀
本
部
第
三
部
長
発
奥
参
謀
総
長
宛
報
告
参
謀
本
部
臨
第
二

O
二
四
号
。
（
防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
部
所
蔵
史
料
｜
以
下

「
戦
史
」
と
略
す
｜
参
謀
本
部
日
露
戦
争
、M
m
｜

6

）

明
治
三
九
年
八
月
二
六
日
、
在
奉
天
太
田
総
領
事
代
理
来
電
第
一O
七
号
。
（
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
記
録
分
類
番
号
｜
以
下
「
外
史
」
｜
と
略
す

l
1

・
7

・

3

・
臼
）
お
よ
び
九
月
二
目
、
清
国
外
務
部
発
在
北
京
林
公
使
宛
照
会
。
（
『
外
文
』
一
一
一
九
｜
て
六
二
六
付
属
書
一
）
。

（5
）
明
治
三
九
年
八
月
六
日
、
在
北
京
林
公
使
来
電
第
一
八
三
号
。
九
月
一
一
ニ
目
、
林
公
使
発
慶
親
王
宛
照
復
第
八
一
号
。
一
二
月
一
一
一
一
目
、
石
本
陸
軍
次
官
発
珍
国

外
務
次
官
宛
公
信
陸
軍
省
送
達
満
密
発
第
三O
九
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
三
九
ー
で
六
二
四
、
六
二
六
付
属
書
二
、
お
よ
び
六
二
八
）

（6
）
明
治
四

O
年
一
月
一
五
目
、
在
北
京
林
公
使
往
電
第
八
号
。
（
『
外
文
』
四
O
！
二
、
一
一
四
七
）

（7
）
明
治
三
九
年
九
月
一
一
二
日
、
寺
内
陸
相
発
西
国
寺
兼
任
外
相
宛
公
信
器
発
第
三
六
三
二
号
。
（
「
外
史
」

i
l

・
7

・
3

・
臼
）

明
治
四
O
年
一
月
一
九
日
、
在
北
京
林
公
使
来
信
機
密
第
四
号
。
三
月
一
一
目
、
往
電
第
四
四
号
。
三
月
一
二
目
、
往
信
機
密
送
第
一
五
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
四

0
1
二
、
一
一
四
九
、
一
一
五
二
お
よ
び
一
一
五
一
ニ
）

（8
）
明
治
四
O
年
三
月
一
一
一
一
日
、
在
北
京
林
公
使
来
電
第
八
四
号
。
（
『
外
文
』
四

O
l
二
、
一
一
五
四
）

（9
）
明
治
四
O
年
三
月
一
一
一
目
、
在
北
京
林
公
使
来
電
第
九
一
号
。
三
月
二
三
日
、
往
電
第
五
八
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
四

O
l
二
、
一
一
五
五
お
よ
び
一
一
五
六
）

（
叩
）
明
治
四
O
年
三
月
二
八
日
、
四
月
二
日
、
四
目
、
在
北
京
林
公
使
来
電
第
九
七
、
一O四
、
一
O
九
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
四O
l
二
、
一
一
五
七
、
一
一
五
人

お
よ
び
一
一
六
一
）

（
日
）
明
治
四O
年
四
月
一
一
目
、
在
北
京
林
公
使
米
電
第
一
一
九
、
一
二O
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
四O｜
二
、
一
一
六
七
お
よ
び
一
ご
ハ
八
）

林
権
助
述
『
わ
が
七
十
年
を
語
る
』
（
昭
和
一O
年
、
第
一
書
房
）
、
二
五
七l
六
O
頁
。

前
掲
『
年
表
並
主
要
文
書
』
。
二
六
九
｜
七
一
頁
。

（
ロ
）
〉
匂
吋
己HH・
5
0
斗
・
∞
ユ
江
田
町P
ロ
向
山
の
宮
山
口
冊
目
。
。
。
与
。

g

立
。
ロ
件
。
句
。
『
市
山
内

H
H
O出
口
0
・
H
L
O
H
芯
吋
・
（
句
。hH
O
m
I
H

∞
。l
斗
凶
）

（
日
）
F
）
吋
冊
目
関
口
。

B
ロ
0
・
〉
り
ロ
ロ
－S
O
斗
－m
可
回
－

c
g
u可
件
。
虫
吋
！
『
・1『
。
己p
p
p
H
O肉
店
旨

Z
。
・
8
・
（
司
（
）
A
H
O
切l
H∞
？
J
a）

可
申
｝
内
宮
内

w
〉
回
出
・
口
N
0・
H
m
v
O
叶
・ω
日
吋
！
『
・
旬
。

E
－F
ロ
吉
田
『
開
・
。
可
3
J
J『
冊
目
。
m
g

－B
Z
0

・
。
∞
・
（
句
。
品
（
）
日

l
H∞
o
l∞
M
）

句
。
吋
冊
目
ぬ
ロ

O
B
S
－
冨
3
、
ド
3
0
4・
司
号
。
｛
相
川
口
。

B
S

吉
国
立
江
田
｝
戸
酔
ロ
仏
。
｝
戸
山
口

O
回
目
。
。
弓05
昨
日
。
ロwF
0
5
2
・
（
吋0
8
m
l
H∞
？
∞
∞
）

（
日
）
冨
号
（d
E

己
主
）W
5
2
・
切
江
口
田y
g

仏
。
E
5

回
目
。
。
『
旬
。

z
t
s
g

『
2
0

ぽ
ロ
。
B
3
F
0
2
2

・
（
司O
A
8
m
l
H∞？
5
仏
）

句
。
『
昂
仲
間
叫
同

H
O
B
S
－
』
己
ロ
∞AH
HゆO
吋
・
句
。
吋
冊
目
的
ロ
。
ョ
ロ
白
件
。
∞
ユ
江
田

y
p
H
H島
凸
E
口
百
回
目
。
。
H
i
H
｝
。
吋
己
目
。
P
F
O
H
Z吋
・
（
司Ch
F
O
U
l
H

∞
O
l
H
N
C
J

（
日
）
円
当
－
m
・
9
p
f
d
ユ
江
田
『
開
－S
H
O
E
－
岡
，p
n
g
H
∞
∞ω
l
s
a
・
（F
o
z
o
p
H
S
G）

（
日
）
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
編
『
満
鉄
十
年
史
』
（
昭
和
四
九
年
、
原
書
房
）
、
二
一

1

一
一
頁
。

（
訂
）
明
治
四O
年
四
月
二
四
日
、
在
天
津
加
藤
総
領
事
来
電
第
一
号
。
（
「
外
史
」

1

・
7

・
3

－

m
）
お
よ
び
、
五
月
九
日
、
来
電
第
一
一
号
。
（
『
外
文
』
四

O
｜
二
、
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一
一
七
六
）

明
治
四
O
年
五
月
一
七
日
、
石
本
陸
軍
次
官
発
珍
田
外
務
次
官
宛
公
信
陸
軍
省
送
達
機
密
発
第
八
二
号
。
五
月
九
日
、
後
藤
満
鉄
総
裁
発
林
外
相
宛
電
報
。
五
月
二

二
日
、
在
北
京
林
公
使
来
電
第
一
八
八
号
。
五
月
二
三
日
、
在
営
口
室
田
領
事
来
電
（
号
外
）
。
（
以
上
、
「
外
史
」
1

・
7

・
3

・
臼
）

明
治
四
O
年
六
月
八
目
、
大
島
関
東
都
督
発
林
外
相
宛
公
信
関
官
外
第
五
六
号
。
（
『
外
文
』
四

O
｜
二
、
一
一
七
九
）

（
団
）
p
g
F
H
g

吋
・
回
ユ
江
田yp
E
C
E
5

窓
口
。
与
。E
2
0
ロ
ざ
吋
ミ
冊
目
的
ロO
B
S
F
O
H
Z吋
・
（
吋OA
O
U
1
5？
5
H
）

句
。
『
冊
目
m叫
ロ
。
昆
ロ
タ
－
『
ロ
ロ
四
回
。

w
H
8斗
－g
吋
戸
の
吋
叩
吋
件
。
虫
吋
！
『
・

ι
F
E
E
－
4
0】
叩m
g
g
Z
0・
芯
・
（
可
。8u
l
H∞O
l
E
ω）

M
M
o
w
g
m
v
p
g
日
仏
h
v
N
F
H
g斗
・m
－
吋
L『
・1
F
E
s
g
m
H
吋
回
・
。
『
叩
吋
W
J門m
H
o
m
g
田
富
田

Z
0
・
H
H
C
h
V
H
N
c
h
『
盟
国
一
宮gv
Z
9
8
u
・
（
司
。8
m
1
5。
l
H
R
H
g

h
w
H∞
］F
I
N
S
 

四

京
奉
・
満
鉄
連
絡
問
題

一
九
O
七
（
明
治
四O
）
年
六
月
一
日
の
引
き
渡
し
に
よ
っ
て
、
新
奉
鉄
道
は
清
国
鉄
道
局
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
軌
道
は
依
然
狭
軌
の
ま
ま
で
あ
り
、
満
鉄
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
車
両
が
そ
の
ま
ま
運
行
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、

新奉鉄道をめぐる日清交渉（井上）

清
国
は
、
と
り
あ
え
ず
ゲ
！
ジ
を
標
準
軌
と
す
る
仮
工
事
を
行
な
い
、
遼
河
架
橋
工
事
を
も
含
め
た
標
準
軌
へ
の
本
格
的
な
工
事
は
後

日
に
改
め
て
行
な
う
こ
と
と
し
た
。
こ
の
工
事
は
六
月
二
九
日
に
完
了
し
、
満
鉄
の
奉
天
停
車
場
の
西
方
は
渚
陽
停
車
場
（
後
の
皇
姑
屯

停
車
場
）
を
設
置
し
て
、
新
奉
鉄
道
す
な
わ
ち
京
奉
鉄
道
の
終
点
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
北
京
か
ら
奉
天
ま
で
の
直
通
列
車
が
運

行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
）
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
て
仮
線
路
な
が
ら
も
京
奉
鉄
道
が
奉
天
郊
外
ま
で
延
長
さ
れ
た
の
を
機
会
に
、
清
国
は
新
た
な
要
求
を
日
本
に

提
出
し
て
き
た
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
京
奉
鉄
道
延
長
問
題
で
あ
る
。
こ
の
計
画
は
、
京
奉
鉄
道
を
奉
天
停
車
場
の
北
で
満
鉄
を
横
断
さ

せ
て
、
奉
天
市
内
ま
で
延
長
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
O
七
（
明
治
四
O
）
年
七
月
九
日
、
唐
招
儀
の
命
に
よ
り
、
曲
尾
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辰
二
郎
は
、
国
沢
新
兵
衛
満
鉄
理
事
に
対
し
、
清
国
内
の
こ
の
よ
う
な
計
画
を
内
報
し
た
。
満
鉄
は
こ
の
照
会
に
つ
い
て
関
東
都
督
ヘ



通
報
す
る
と
同
時
に
、
外
務
省
に
も
報
告
し
た
。
清
国
の
意
図
は
、
表
面
上
は
奉
天
に
お
け
る
貨
客
の
便
宜
を
図
る
と
い
う
こ
と
に
あ

っ
た
が
、
実
質
的
に
は
、
満
鉄
の
奉
天
停
車
場
が
日
本
の
租
借
地
内
に
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
京
奉
鉄
道
の
最
終
停
車
場
と
も
す
る
と

(2
) 

す
れ
ば
、
清
国
側
に
と
っ
て
何
か
と
不
利
益
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
清
国
は
、
満
鉄
の
奉
天
停
車
場
を
京
奉
鉄
道
が
共
同

296 

使
用
す
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
京
奉
鉄
道
の
終
着
駅
を
独
自
に
奉
天
市
内
に
設
置
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
林
（
外
相
）
は
、
七

月
一
O
目
、
大
島
関
東
都
督
と
萩
原
奉
天
総
領
事
に
対
し
て
、
清
国
の
希
望
す
る
奉
天
市
内
へ
の
京
奉
鉄
道
延
長
に
つ
い
て
は
、
満
鉄

の
利
益
に
重
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
日
清
満
州
善
後
条
約
付
属
取
極
め
第
三
条
に
よ
る
満
鉄
の
利
益
を

害
す
る
鉄
道
支
線
の
敷
設
禁
止
と
い
う
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
求
を
拒
否
す
る
よ
う
命
じ
た
。
林
（
外
相
）
と
し
て
は
、
満
鉄
と
京
奉
鉄

道
が
奉
天
停
車
場
を
共
同
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
国
が
受
け
る
不
利
益
が
あ
る
と
す
れ
ば
日
本
は
そ
れ
に
対
し
て
最
大
限
の
便

宜
を
供
与
し
て
も
、
奉
天
に
お
け
る
京
奉
・
満
鉄
両
鉄
道
の
接
続
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
清
国
の
要
求
は
京
奉

鉄
道
の
延
長
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
は
京
奉
・
満
鉄
両
鉄
道
の
接
続
と
い
う
こ
と
を
要
求
し
た
わ
け
で
あ
る
。
京
奉

鉄
道
延
長
問
題
は
、
延
長
問
題
に
加
え
て
、
京
奉
・
満
鉄
接
続
問
題
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

萩
原
は
清
国
側
に
対
し
て
、
七
月
二
二
目
、
日
本
は
、
奉
天
に
お
け
る
満
鉄
と
京
奉
鉄
道
の
停
車
場
を
同
一
に
し
、
相
互
に
接
続
す

る
た
め
に
は
、
清
国
に
十
分
な
便
宜
を
与
え
る
用
意
が
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
奉
天
市
内
へ
の
京
奉
鉄
道
延
長
は
将
来
の
計
画
と

し
て
今
回
は
提
議
し
な
い
よ
う
求
め
た
が
、
清
国
は
、
九
月
一
O
目
、
阿
部
代
理
公
使
に
対
し
、
京
奉
鉄
道
の
延
長
に
関
す
る
交
渉
の

開
始
を
要
求
し
て
き
た
。
林
（
外
相
）
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
を
許
可
し
な
か
っ
た
。
阿
部
は
、
一
一
月
七
日
、
こ
の
回

一
二
月
一
一
目
、
ま
た
翌
年
二
月
一
四
日
に
も
、
く
り
返
し
て
、
交
渉
の
開
始
を
日
本
に
求
め
て

(4
) 

き
た
が
、
林
（
公
使
）
は
そ
れ
に
応
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
日
本
と
し
て
は
、
新
奉
お
よ
び
吉
長
鉄
道
に
関
す
る
協
約
第
五
条
に
よ

答
を
清
国
に
送
っ
た
が
、
清
国
は

り
、
京
奉
・
満
鉄
両
鉄
道
の
接
続
に
合
意
し
て
い
る
以
上
、
奉
天
停
車
場
の
分
離
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の



た
め
清
国
が
一
九
O
九
（
明
治
四
二
）
年
春
か
ら
北
京
｜
奉
天
間
に
直
通
急
行
列
車
の
運
転
を
開
始
す
る
た
め
に
は
、
京
奉
・
満
鉄
両
鉄

（
外
相
兼
任
）

一
九
O
八
（
明
治
四
一
）
年
七
月
五
日
、
寺
内
首
相

は
、
両
鉄
道
接
続
の
た
め
の
交
渉
開
始
を
大
島
関
東
都
督
お
よ
び
後
藤
逓
相
に
通
告
し
的
。
交
渉
は
、
奉
天
に
お
い
て
、

道
の
接
続
と
い
う
点
か
ら
、
日
本
側
と
の
協
議
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

満
鉄
理
事
の
国
沢
新
兵
衛
と
京
奉
鉄
道
の
運
輸
課
長
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
人
フ
ォ
ー
レ1
2

・
回
・3
F

包
の
間
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
が
、
具
体
的
に
は
、
京
奉
鉄
道
審
陽
停
車
場
と
満
鉄
奉
天
停
車
場
と
の
聞
の
接
続
問
題
で
あ
り
、
極
め
て
技
術
的
な
内
容
で
あ

一
O
月
五
日
に
は
両
者
の
聞
に
早
ば
や
と
協
約
草
案
が
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
。

っ
た
。
こ
の
た
め
、

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
技
術
的
問
題
に
つ
い
て
の
合
意
が
得
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
直
ち
に
実
行
さ
れ
る
に
は
い
た
ら

な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
技
術
的
な
問
題
で
の
合
意
に
よ
っ
て
、
京
奉
鉄
道
と
満
鉄
と
の
接
続
と
い
う
こ
と
は
一
応
解
決
さ
れ
た
も

一
O
月
二
目
、
清
国
は
改
め
て
京
奉
鉄
道
の
満
鉄
横
断
と
奉
天
市
内
へ
の
延
長

を
要
求
し
て
お
り
、
延
長
問
題
に
つ
い
て
は
依
然
未
解
決
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
は
、
こ
う
し
た
清
国
の
要
求
に

の
の
、
国
沢
と
フ
ォ
ー
レ
！
と
の
交
渉
に
先
だ
っ
て
、

新奉鉄道をめぐる日清交渉（井上）

対
し
て
、
京
奉
鉄
道
審
陽
停
車
場
と
奉
天
市
内
と
は
二
マ
イ
ル
も
離
れ
て
い
る
た
め
に
、
貨
客
に
と
っ
て
は
不
便
で
あ
る
こ
と
を
認
め

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
清
国
の
要
求
す
る
延
長
線
の
代
わ
り
に
、日
本
は
、
満
鉄
奉
天
停
車
場
経
由
に
よ
っ
て
京
奉
鉄
道
を

奉
天
市
内
ま
で
延
長
し
、
満
鉄
奉
天
停
車
場
と
奉
天
市
内
と
を
結
ぶ
連
絡
線
は
満
鉄
と
京
奉
鉄
道
の
双
方
で
共
同
利
用
す
る
と
い
う
こ

と
を
考
え
て
い
た
。
こ
の
た
め
日
清
聞
の
対
立
は
お
さ
ま
る
こ
と
な
く
、
日
清
満
州
善
後
条
約
以
後
、
新
た
に
生
じ
て
き
た
法
庫
門
鉄

道
問
題
等
と
共
に
、
京
奉
鉄
道
延
長
問
題
は
、

く
な
っ
て
い
た
。

い
わ
ゆ
る
満
州
五
案
件
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
、
日
清
聞
で
協
議
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

一
O
月
末
、
小
村
は
、
米
国
へ
の
途
上
日
本
に
立
ち
寄
っ
た
唐
招
儀
と
会
談
し
、
間
島
問
題
お
よ
び
満
州
五
案
件
に
つ
い
て
意
見
を
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交
換
し
た
。
唐
は
、
そ
の
際
に
、
日
本
が
新
奉
鉄
道
の
延
長
を
認
め
る
よ
う
重
ね
て
要
求
し
た
の
に
対
し
、
小
村
は
、
接
続
問
題
に
つ



い
て
は
技
術
的
問
題
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
延
長
問
題
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
。し
か
し
二
一
月
一
五
日
、
新
任
の
伊
集
院
公

使
は
、
交
渉
に
先
だ
っ
て
伊
集
院
自
身
の
意
見
を
ま
と
め
て
小
村
に
送
っ
た
が
、
新
奉
鉄
道
の
延
長
線
が
満
鉄
奉
天
停
車
場
経
由
で
奉
298 

天
市
内
に
進
入
す
る
の
は
迂
回
ル
I

ト
と
な
り
、

ま
た
新
奉
鉄
道
が
渚
陽
停
車
場
か
ら
奉
天
市
内
へ
直
接
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、

満
鉄
は
こ
の
延
長
線
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
、

(9
) 

る
。

日
清
両
国
の
妥
協
を
得
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
の
見
通
し
を
伝
え
て
い

一
二
月
二
八
日
の
第
一
回
の
交
渉
に
お
い
て
、
実
世
凱
は
、
京
奉
鉄
道
延
長
問
題
は
技
術
的
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
京
奉
・
満
鉄

両
者
間
の
妥
協
を
求
め
る
よ
う
に
し
た
い
と
の
希
望
を
述
べ
た
が
、
翌
年
一
月
一
一
日
の
第
二
回
会
談
で
も
、
京
奉
鉄
道
の
奉
天
市
内

へ
の
延
長
を
求
め
る
清
国
と
奉
天
停
車
場
に
お
け
る
京
奉
・
満
鉄
両
鉄
道
の
接
続
を
主
張
す
る
日
本
と
の
対
立
が
続
い
た
。
満
州
五
案

件
交
渉
で
は
法
庫
門
鉄
道
問
題
が
主
た
る
関
心
を
集
め
、
京
奉
鉄
道
延
長
問
題
は
決
し
て
大
き
な
問
題
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。

し
台、

し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
日
清
両
国
の
対
立
は
お
さ
ま
る
こ
と
な
く
繰
り
返
え
き
れ
、
結
局
は
、
一
九
O
九
（
明
治
四
二
）
年
九
月
四
目
、

満
州
五
案
件
に
関
す
る
日
清
協
約
第
五
条
に
お
い
て
、
日
本
は
京
奉
鉄
道
の
奉
天
市
内
へ
の
延
長
を
認
め
、
具
体
的
に
は
京
奉
・
満
鉄

（
印
）

間
で
取
り
決
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
一
年
に
も
わ
た
る
交
渉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
京
奉
鉄
道
延
長
問
題
の
交
渉
は

何
等
進
展
す
る
こ
と
な
く
終
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
O
（
明
治
四
三
）
年
一
月
八
日
、
満
州
五
案
件
協
約
第
五
条
に
も
と
づ
き
、
京
奉
鉄
道
延
長
に
関
す
る
日
清
両
国
技
師
の
交
渉

が
開
始
さ
れ
た
。

し
か
し
、
満
鉄
を
横
断
し
て
直
接
奉
天
市
内
ま
で
延
長
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
清
国
側
技
師
と
、
満
鉄
奉
天
停
車
場

経
由
で
奉
天
市
内
ヘ
延
長
さ
せ
よ
う
と
い
う
満
鉄
側
技
師
と
の
対
立
は
、
少
し
も
解
決
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、一
月
一
三

目
、
在
奉
天
小
池
総
領
事
は
一
二
、
ヵ
条
か
ら
な
る
協
約
草
案
を
提
示
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
第
一
条
に
京
奉
鉄
道
延
長
に
関
す
る
日
本
の

同
意
を
、
ま
た
第
二
条
に
は
京
奉
鉄
道
の
奉
天
市
内
の
新
停
車
場
位
置
に
つ
い
て
、sそ
し
て
第
三
条
に
は
、

一
O
月
五
日
に
国
沢
と
フ
ォ
ー
レ
！
と
の
間
で
合
意
さ
れ
た
両
鉄
道
の
接
続
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
小
池
の
草
案
は
、

一
九
O
八
（
明
治
四
一
）
年



日
清
両
国
の
対
立
す
る
主
張
、つ
ま
り
延
長
線
と
接
続
線
の
両
線
を
建
設
す
る
こ
と
と
し
、日
清
両
国
を
共
に
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
清
国
側
に
お
い
て
は
、
こ
の
提
案
に
応
じ
る
意
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
が
、
満
鉄
側
は
、
京
奉
鉄

道
延
長
線
の
建
設
に
同
意
し
て
も
、
接
続
線
の
建
設
に
加
え
て
、
さ
ら
に
満
鉄
奉
天
停
車
場
と
京
奉
鉄
道
新
奉
天
停
車
場
と
の
連
絡
線

の
建
設
を
要
求
し
て
い
た
。

し
か
し
小
池
の
草
案
で
は
、
こ
の
連
絡
線
の
計
画
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
は
満
鉄
の
要

求
を
完
全
に
満
た
す
も
の
で
は
な
く
、
満
鉄
と
し
て
は
、
こ
の
連
絡
線
の
建
設
を
強
く
希
望
し
て
い
た
。
小
村
も
ま
た
、
こ
の
連
絡
線

（
ロ
）

の
建
設
は
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
清
国
が
こ
の
連
絡
線
の
建
設
に
同
意
す
る
よ
う
再
度
交
渉
を
命
じ
た
。
こ
の
連
絡
線
は
京
奉

鉄
道
延
長
問
題
や
、
京
奉
鉄
道
滞
陽
停
車
場
と
満
鉄
奉
天
停
車
場
と
の
接
続
問
題
と
は
別
な
新
た
な
問
題
で
あ
り
、
こ
の
連
絡
線
す
な

わ
ち
満
鉄
の
支
線
が
建
設
さ
れ
る
と
、
京
奉
鉄
道
延
長
線
建
設
の
価
値
も
半
減
す
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
清
国
は
、
小
村
の
要
求

に
応
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
小
村
は
、
京
奉
鉄
道
延
長
問
題
の
解
決
が
遅
れ
て
も
、
こ
の
連
絡
線
問
題
で
清
国
側
の
同
意

新奉鉄道をめぐる日清交渉（井上）

を
得
る
よ
う
強
く
主
張
し
、
す
で
に
成
立
し
て
い
る
協
約
案
へ
の
調
印
を
許
可
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
奉
天
に
お
け

る
京
奉
鉄
道
延
長
問
題
に
関
す
る
交
渉
は
行
き
づ
ま
り
、
北
京
の
伊
集
院
公
使
と
清
国
郵
伝
部
と
の
交
渉
に
移
さ
れ
た
。

し
か
し
、
北
京
で
の
交
渉
も
結
局
は
進
展
す
る
こ
と
な
く
、

一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
を
迎
え
た
。一
月
九
日
、
満
鉄
は
鉄
道
院
に

対
し
、
満
鉄
奉
天
停
車
場
と
京
奉
鉄
道
の
新
奉
天
停
車
場
を
結
ぶ
連
絡
線
は
、
満
鉄
の
支
線
で
は
な
く
京
奉
鉄
道
の
支
線
と
す
る
こ
と
、

ま
た
貨
物
列
車
は
満
鉄
奉
天
停
車
場
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
、
京
奉
鉄
道
延
長
線
に
よ
っ
て
直
接
奉
天
市
内
に
進
入
す
る
こ
と
を
認
め

る
と
の
意
見
書
を
提
出
し
た
。

つ
ま
り
、
京
奉
鉄
道
渚
陽
停
車
場
か
ら
満
鉄
を
横
断
す
る
奉
天
市
内
へ
の
延
長
線
と
、
漕
陽
停
車
場
か

ら
奉
天
停
車
場
ま
で
の
接
続
線
に
加
え
て
、
奉
天
停
車
場
か
ら
奉
天
市
内
へ
の
延
長
線
に
い
た
る
新
し
い
連
絡
線
を
京
奉
鉄
道
の
支
線

と
し
て
建
設
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
た
小
村
外
相
は
、
三
月
三
目
、
本
多
熊
太
郎
駐
清
代
理
公
使
に
、
満
鉄
の
提

四
月
七
日
、
本
多
は
こ
れ
を
清
国
に
照
会
し
た
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
も
清
国
は
、
同
意
し
よ
う
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案
を
清
国
に
伝
え
る
よ
う
命
じ
、



と
は
し
な
か
っ
た
。
す
べ
て
の
客
車
が
奉
天
停
車
場
経
由
で
奉
天
市
内
ま
で
進
む
と
す
れ
ば
、
延
長
線
の
建
設
は
や
は
り
意
味
を
な
さ

な
く
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
清
国
の
要
求
は
、
北
京
か
ら
奉
天
に
い
た
る
直
通
列
車
の
運
転
に
あ
り
、
そ
の
終
点
と
な
る
奉
天
の
停
車
300 

場
は
、
満
鉄
奉
天
停
車
場
で
は
な
く
京
奉
鉄
道
専
用
の
奉
天
停
車
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。ま
た
逆
に
満
鉄
に
と
っ

て
は
、
満
鉄
と
北
京
と
を
結
ぶ
鉄
道
の
分
岐
は
満
鉄
奉
天
停
車
場
で
あ
る
べ
き
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
両
者
の
対
立
は
、
清
国
が
京
奉

鉄
道
延
長
線
建
設
の
承
認
を
求
め
て
き
た
時
と
、
少
し
も
変
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

五
月
四
目
、
清
国
は
、
原
則
的
に
満
鉄
の
譲
歩
案
に
は
了
解
で
き
な
い
と
の
回
答
を
送
付
し
て
き
た
。し
か
し
、
清
国
と
し
て
も
、

交
渉
の
早
期
結
着
を
希
望
し
、
ま
た
満
鉄
の
提
案
し
た
貨
物
以
外
に
も
、
客
車
に
よ
っ
て
は
、
奉
天
停
車
場
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
、

延
長
線
を
通
っ
て
直
接
奉
天
市
内
に
い
た
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
満
鉄
の
主
張
す
る
連
絡
線
の
建
設
に
応
じ
て
も
よ
い

と
の
意
向
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
六
月
一
O
目
、
奉
天
に
お
い
て
、
清
国
側
は
、
連
絡
線
の
建
設
承
認
を
前
提
と
し
て
、
交
渉
の

（
日
）

再
開
を
求
め
て
き
た
。
こ
こ
に
一
年
余
の
冷
却
期
間
を
置
い
て
、
交
渉
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
京
奉
鉄
道
延
長
線
の
建
設
を

提
議
し
て
か
ら
す
で
に
四
年
を
経
過
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
一
九
O
九
（
明
治
四
二
）
年
か
ら
予
定
し
て
い
た
北
京
｜
奉
天
直
通
列
車
の

運
転
も
開
始
さ
れ
ず
に
い
た
た
め
、
清
国
側
と
し
て
も
、
交
渉
の
妥
決
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

七
月
四
日
か
ら
始
め
ら
れ
た
交
渉
は
、
九
月
四
日
に
終
り
、
京
奉
鉄
道
延
長
に
関
す
る
協
約
が
調
印
さ
れ
た
。
こ
の
協
約
で
は
、
満
鉄

と
京
奉
鉄
道
と
の
連
絡
を
要
す
る
北
京
｜
奉
天
間
の
直
通
急
行
列
車
は
、
満
鉄
奉
天
停
車
場
経
由
で
運
転
さ
れ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
必

要
の
な
い
列
車
は
延
長
線
を
利
用
し
て
、
直
接
奉
天
市
内
へ
運
転
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
日
本
は
、
事
実
上
、
満
鉄
奉
天
停
車
場
を
京
奉
鉄
道
の
終
点
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
満
鉄
奉
天
停
車
場
は
、

単
に
京
奉
鉄
道
の
終
点
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
釜
山
か
ら
奉
天
へ
の
直
通
列
車
と
を
連
絡
す
る
こ
と
に
よ
り
、
釜
山
か
ら
北
京
へ
の

直
通
列
車
の
中
継
点
と
も
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
も
ち
ろ
ん
京
奉
鉄
道
と
満
鉄
の
ゲ

l

ジ
が
同
じ
標
準
軌
で
あ
る



と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
、

日
本
は
、
鉄
道
に
よ
っ
て
北
京
に
い
た
る
ル
l
ト
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

新奉鉄道をめぐる日清交渉（井上）

（1
）
明
治
四
O
年
四
月
二
O
日
、
在
北
京
林
公
使
来
電
第
一
四
一
号
。
六
月
二
五
日
、
曲
尾
新
奉
鉄
道
技
師
発
山
座
外
務
省
政
務
局
長
宛
書
簡
。
（
以
上
、
「
外
史
」

1

・

7

・
3

・
臼
）

（2
）
明
治
四
O
年
七
月
九
日
、
後
藤
満
鉄
総
裁
発
林
外
相
宛
電
報
。
七
月
一
一
目
、
在
奉
天
萩
原
総
領
事
来
電
第
一
二
三
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
四

0
1
二
、
一
一
八

O
お
よ
び
一
一
八
五
）

〈3
）
明
治
四
O
年
七
月
一
O
目
、
林
外
相
発
大
島
関
東
都
督
宛
電
報
第
七
七
号
。
七
月
一
一
目
、
一
七
日
、
在
奉
天
萩
原
総
領
事
往
電
第
ご
ニ
九
、
一
四
五
号
。
（
以

上
、
『
外
文
』
四O
l
二
、
一
一
八
一
一
一
、
一
一
八
四
お
よ
び
一
一
八
七
）

（4
）
明
治
四
O
年
七
月
一
一
一
一
目
、
在
奉
天
萩
原
総
領
事
来
電
第
二
四
一
号
。
九
月
一
O
目
、
慶
親
王
発
在
北
京
阿
部
代
理
公
使
宛
来
照
。
一O月
一
五
日
、
在
北
京
阿

部
代
理
公
使
住
信
機
密
送
第
六
五
号
。
（
『
外
文
』
四
0
1
二
、
一
一
八
九
、
一
一
九
一
付
属
書
一
お
よ
び
一
一
九
一
一
）

明
治
四
O
年
一
二
月
二
一
日
、
明
治
四
一
年
二
月
二
O
目
、
在
北
京
林
公
使
来
信
機
密
第
一
四
五
、
二
ハ
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
四
丁
ー
一
、
六
二
四
）

（5
）
明
治
四
一
年
七
月
五
日
、
在
北
京
阿
部
代
理
公
使
来
信
公
第
五
四
号
。
七
月
一
六
日
、
寺
内
兼
任
外
相
発
大
島
関
東
都
督
宛
公
信
機
密
送
第
六
三
号
。
七
月
二
二

目
、
寺
内
兼
任
外
相
発
後
藤
逓
相
宛
公
信
機
密
送
第
三
四
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
四
一

l
l

て
六
二
五
、
六
二
七
お
よ
び
六
二
八
）

（6
）
明
治
四
一
年
九
月
二
目
、
在
北
京
阿
部
代
理
公
使
来
電
第
二
二
人
号
。
九
月
一
六
日
、
往
電
第
一
八
五
号
。
九
月
一
九
日
、
来
電
第
二
三
九
号
、
一

O
月
二
九
日
、

後
藤
逓
相
発
小
村
外
相
宛
秘
鉄
第
四
四
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
四
一
ー
ー
一
、
六
三
二
、
六
三
三
付
記
、
六
三
四
お
よ
び
五
三
九
）

（7
）
明
治
四
一
年
一
O
月
五
日
、
在
北
京
阿
部
代
理
公
使
来
信
機
密
第
一O
八
号
。
（
『
外
文
』
四
一
ー
一
、
六
三
七
）

（8
）
明
治
四
一
年
九
月
二
五
目
、
桂
内
閣
々
議
決
定
。
（
『
外
文
』
四
一
ー
一
、
六
九
五
付
属
書
ご

（9
）
明
治
四
一
年
一
O
月
二
人
目
、
一
ニO
目
、
在
北
京
伊
集
院
公
使
往
電
第
二
二
五
、
二
二
六
号
一
二
月
一
五
目
、
来
信
機
密
第
一
四
三
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
四
一

｜
て
六
九
八
、
七

O
－
お
よ
び
七
O
一
一
一
）

（
叩
）
明
治
四
一
年
一
二
月
二
九
日
、
在
北
京
伊
集
院
公
使
来
電
第
三
三
六
号
。
（
『
外
文
』
四
一
ー
一
、
七

O
六
）
お
よ
び
、
明
治
四
二
年
一
月
二
二
目
、
九
月
四
日
、

来
電
第
二
O
、
コ
二
四
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
四
二
｜
て
ニ
O
一
の
口
、
三
一
二
）

前
掲
『
年
表
並
主
要
文
書
』
、
三
二
五
｜
六
頁
。

（
日
）
明
治
四
三
年
一
月
一O
目
、
一
三
日
、
在
奉
天
小
池
総
領
事
来
電
第
八
、
九
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
四
三
l

て
四

O
て
四

O
ニ
）

（
ロ
）
明
治
四
三
年
一
月
一
六
日
、
在
奉
天
小
池
総
領
事
来
電
第
一
二
号
。
一
月
一
八
日
、
往
電
第
六
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
四
三

l

て
四

O
三
、
お
よ
び
四
O
四
）

（
臼
）
明
治
四
三
年
一
月
二
六
日
、
在
奉
天
小
池
総
領
事
来
電
第
二O号
。
一
月
二
人
目
、
往
電
第
八
号
。
二
月
二
日
、
来
電
第
二
七
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
四
三

i

て

四
O
七
、
四
O
八
、
お
よ
び
四
O
九
）

（
叫
）
明
治
四
四
年
一
月
九
日
、
中
村
満
鉄
総
裁
発
平
井
鉄
道
院
副
総
裁
宛
公
信
工
甲
第
二
ハ
二
七
号
。
三
月
三
目
、
在
北
京
本
多
代
理
公
使
往
信
機
密
送
第
一

O
号
。
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（
以
上
、
『
外
文
』
四
回
i

二
、
四
三
O
付
属
書
別
紙
お
よ
び
四
三
一
）

（
日
）
明
治
四
四
年
四
月
二
一
目
、
在
北
京
本
多
代
理
公
使
来
信
機
密
第
三
二
号
。
五
月
六
日
、
在
北
京
伊
集
院
公
使
来
信
機
密
第
四
五
号
。
六
月
一

O
目
、
在
奉
天
小

池
総
領
事
来
電
第
二
二
三
号
。
（
以
上
、
『
外
文
』
四
四

l

二
、
四
一
三
一
、
四
三
三
お
よ
び
四
三
四
）

〈
日
）
「
京
奉
鉄
道
延
長
ニ
関
ス
ル
協
約
」
（
『
外
文
』
四
四

l

二
、
四
五
五
）
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五

む

す

び

新
奉
鉄
道
と
安
奉
鉄
道
と
の
大
き
な
ち
が
い
は
、
日
清
満
州
善
後
条
約
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
新
奉
鉄
道
に
つ
い
て

は
日
本
の
経
営
権
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
遼
河
以
東
の
区
間
に
つ
い
て
の
み
、
そ
の
改
築
に
あ
た
っ
て
日
本
か
ら
の
借

款
が
供
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
新
奉
鉄
道
は
、

一
八
九
八
年
の
京
奉
鉄
道
借
款
契
約
に
お
い
て
、
す
で
に
英
清
組
合
に
そ
の
敷

設
優
先
権
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、

日
本
の
新
奉
鉄
道
へ
の
借
款
は
英
清
組
合
の
優
先
権
を
侵
害
す
る
結
果
に
な
っ
た
。

英
清
組
合
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
日
清
聞
の
新
奉
鉄
道
借
款
契
約
に
は
反
対
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
京
奉
鉄
道
に
対
す
る

英
清
組
合
の
既
得
権
益
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
英
清
組
合
の
要
望
を
受
け
て

も
、
遼
河
以
東
の
新
奉
鉄
道
に
対
す
る
日
本
の
借
款
供
与
に
反
対
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
英
清
組
合
が
主
張
し
た
よ
う
な
京
奉
鉄

道
へ
の
侵
害
が
、
日
本
の
新
奉
鉄
道
に
対
す
る
借
款
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
キ
ン
ダ

l
の
報
告
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
新
奉
鉄
道
の
改
築
が
イ
ギ
リ
ス
人
技
師
の
手
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

日
清
聞
に
は
借
款
供
与
の
合
意
が
存
在
し
て
は
い
て
も
、
実
際
に
は
日
本
か
ら
の
借
款
を
求
め
る
こ
と
な
く

改
築
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
た
た
め

日
本
は

一
九
O
八
（
明
治
四
一
）
年
一
一
月
一
二
目
、
改
め
て
、
清
国
側
に
対
し
、
新
奉
お
よ

ま
た
翌
年
八
月
一
八
日
に
は
そ
の
細
目
に
関
す
る
契
約
の
調
印
を
求
め
、
日
本
か
ら
の
借
款
供
与
の

細
目
に
つ
い
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
新
奉
鉄
道
の
改
築
工
事
は
そ
の
七
月
に
終
了
し
て
お
り
、
遼
河
以
東
の

び
吉
長
鉄
道
に
関
す
る
続
約
を
、



新
奉
鉄
道
は
日
本
の
借
款
鉄
道
と
な
っ
て
は
い
て
も
、
実
質
的
に
は
、
そ
の
建
設
に
は
依
然
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
影
響
力
が
強
く
お
よ

ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
日
本
の
借
款
供
与
が
英
清
組
合
の
敷
設
優
先
権
を
侵
害
し
て
は
い
て
も
．
イ
ギ
リ
ス
側
に
と
っ
て

そ
れ
が
実
害
と
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
権
益
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
日
英
同
盟
に

よ
っ
て
日
本
の
対
露
戦
争
を
支
持
し
て
き
た
だ
け
に
、
日
露
戦
争
中
に
日
本
が
建
設
し
た
軍
用
鉄
道
は
、イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
否
認
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
日
本
の
既
得
権
益
と
な
っ
て
い
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
既
得
権
益
で
あ
る
新
民

し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
、

屯
ま
で
の
京
奉
鉄
道
に
対
し
て
、
日
本
が
実
害
を
お
よ
ぼ
さ
な
い
か
ぎ
り
は
、
あ
え
て
日
本
の
新
奉
鉄
道
借
款
に
反
対
す
る
必
要
は
な

か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
わ
ず
か
な
距
離
と
は
い
え
、
満
鉄
の
西
側
に
日
本
が
鉄
道
借
款
を
供
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
意
義
は
大
き
い
。
日
本
は
、
満

韓
連
絡
鉄
道
を
さ
ら
に
京
奉
鉄
道
に
連
絡
し
、
日
露
戦
争
前
の
ロ
シ
ア
で
さ
え
獲
得
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
北
京
に
直
通
す
る
鉄

道
ル
l

ト
を
獲
得
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
京
奉
・
満
鉄
接
続
問
題
は
、
鉄
道
建
設
上
の
極
め
て
技
術
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ

新奉鉄道をめぐる日清交渉（井上）

ス
は
こ
の
問
題
に
関
心
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、

イ
ギ
リ
ス
政
府
が
、
新
民
屯
以
東
へ
の
鉄
道
延
長
に
そ
れ
ほ
ど
の

興
味
を
抱
く
こ
と
な
く
ま
た
遼
河
以
東
へ
の
進
出
を
計
画
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
日
英
同
盟
の
変
質

す
る
一
側
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

日
英
同
盟
は

ロ
シ
ア
の
脅
威
か
ら
満
韓
地
域
に
お
け
る
日
英
両
国
の
対
露
交
差
権
益
を
防
衛
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
、
日
本
ば
か
り
で
な
く
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
も
、
日
露
戦
争
の
成
果
は
、
長
春
以
南
の
東
清
鉄
道
が
同
盟
国
日
本
の
支
配
下

に
入
っ
た
よ
う
に
、
南
満
州
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
脅
威
は
、
完
全
に
失
わ
れ
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

ロ
シ
ア
の

勢
力
が
南
満
州
か
ら
北
満
州
に
後
退
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
北
満
州
に
後
退
し
た
ロ
シ
ア
に
代
っ
て
南
満
州
に
日
本
が
進
出
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し
、
イ
ギ
リ
ス
の
権
益
で
あ
る
京
奉
鉄
道
と
の
聞
に
利
害
関
係
を
生
じ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
は
、

日
英
同
盟
に
よ



っ
て
日
本
の
対
露
戦
争
を
支
持
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
京
奉
鉄
道
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
圧
力
を
排
除
す
る
と
い
う
目
的
は
、
ロ

シ
ア
が
日
本
に
代
わ
っ
た
だ
け
で
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、

イ
ギ
リ
ス
が
遼
河
東
岸
へ
の
日
本
の
進
出
に
譲
歩
を
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示
し
た
こ
と
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
、

日
英
同
盟
下
に
お
い
て
新
た
に
生
ま
れ
た
日
英
間
の
交
差
権
益
に
つ
い
て
は
、

日
本
に
優
越
性

を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
遼
河
西
岸
に
お
け
る
法
庫
門
鉄
道
問
題
の
解
決
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
借
款
鉄
道
は
、

旦
露
戦
争
前
に
は
交
差
す
る
こ
と
も
ま
た
接
触
す
る
こ
と
も
な
く
、
対
露
交
差
権
益
と
し
て
日

英
同
盟
成
立
の
要
件
を
満
し
て
い
た
。
し
か
し
日
露
戦
争
の
結
果
は
、
日
本
が
南
満
州
に
建
設
し
た
軍
用
鉄
道
に
よ
っ
て
勢
力
範
閤
を

拡
張
し
た
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
勢
力
範
囲
は
日
露
戦
争
前
と
は
変
る
こ
と
が
な
く
と
も
、
ロ
シ
ア
に
代
っ
た
日
本
の
勢
力
と
接
触
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
南
満
州
の
新
し
い
勢
力
範
囲
の
中
に
あ
っ
て
、
新
奉
鉄
道
は
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
勢
力
範
囲
の
接
点

に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
接
点
に
お
い
て
日
本
が
イ
ギ
リ
ス
に
譲
歩
を
求
め
た
こ
と
は
、
た
と
え
イ
ギ
リ
ス
へ
の
影
響
が

少
な
か
っ
た
と
は
い
え
、

日
英
同
盟
が
日
露
戦
争
後
の
新
し
い
国
際
関
係
に
対
応
す
ベ
く
改
訂
強
化
さ
れ
て
い
た
の
と
は
逆
に
、
そ
こ

で
合
意
さ
れ
た
両
国
の
特
殊
権
益
の
擁
護
と
い
う
目
的
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
、

日
露
戦
争
後
の
南
満
州
に
お
け
る
日
英
間
の
新
し
い
権
益
関
係
に
お
い
て
、
日
英
同
盟
の
構
造
に
変
質
を
も
た
ら
す
要
因

が
生
ま
れ
て
い
た
。
新
奉
鉄
道
問
題
は
、
日
露
戦
争
後
の
日
英
同
盟
が
日
英
聞
に
交
差
権
益
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
骸
化
さ

れ
、
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
過
程
を
示
し
て
い
た
。

（1
）
「
新
奉
士
口
長
鉄
道
一
一
関
ス
ル
続
約
」
（
『
外
文
』
四
一
ー
て
六
一
九
）
。

「
新
奉
鉄
道
遼
河
以
東
線
借
款
細
目
契
約
書
」
（
『
外
文
』
四
一
一
ー
一
、
六
八
三
付
属
書
ニ
ー


