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1
．
は
じ
め
に

「
境
界
」
は
事
物
・
事
象
を
空
間
的
あ
る
い
は
非
空
間
的
に
区
切

る
役
割
を
持
つ
が
、
本
稿
が
扱
う
の
は
空
間
的
属
性
を
も
つ
境
界
で

あ
る
。
そ
う
し
た
境
界
は
空
間
を
区
切
る
目
的
で
地
表
上
に
引
か
れ

た
り
、
あ
る
い
は
別
の
様
式
で
空
間
上
に
表
現
さ
れ
た
り
す
る
が
、

こ
の
区
切
ら
れ
た
空
間
を
「
領
域
」
と
定
義
し
よ
う
。
こ
の
定
義
に

従
え
ば
、
境
界
の
性
質
や
機
能
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
る
領

域
の
性
質
や
機
能
に
左
右
さ
れ
る
と
理
解
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

境
界
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
領
域
の
性
質
や
機
能
に
つ
い
て
知
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
。

日
本
語
の
「
領
域
」
は
「
治
め
ら
れ
た
区
域
」
を
意
味
す
る
が
、

例
え
ば
英
語
のterritory

は
一
般
的
な
領
域
と
い
う
意
味
と
、
国

家
の
「
領
土
」
と
い
う
意
味
を
含
む
。
領
土
は
、
特
に
国
家
主
権
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
領
域
の
一
つ
の
類
型
と
い
え
、「
国
境
」
で
囲

ま
れ
る
領
域
で
あ
る
。
つ
ま
り
領
域
と
い
う
言
葉
は
「
治
め
る
」
と

い
う
力
の
行
使
、
言
い
換
え
れ
ば
空
間
と
権
力
の
関
係
を
示
し
て
い

る
の
で
、
決
し
て
単
純
な
概
念
で
は
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
ま
ず
読
者
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
領
土
の
概
念

を
説
明
し
、
こ
の
領
土
の
性
質
を
さ
ら
に
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、

領
域
の
一
般
的
性
質
（
領
域
性
）
を
解
説
す
る
。
そ
こ
か
ら
「
領
土

の
罠わ
な

」
と
呼
ば
れ
る
認
識
論
的
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
。
領

土
を
論
じ
る
に
は
、
領
域
一
般
が
も
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
効
果
を
理
解

し
、
こ
の
罠
を
回
避
す
る
必
要
が
あ（
１
）る。
そ
の
た
め
に
、
戦
後
沖
縄

県
の
政
治
運
動
を
事
例
と
し
て
実
際
の
罠
の
作
用
を
吟
味
す
る
。

ボ
ー
ダ
ー
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
で
世
界
を
読
み
解
く
　
３

境
界
、
領
域
、「
領
土
の
罠
」

─
概
念
の
理
解
の
た
め
に
│

山
﨑
孝
史
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2
．
領
土
と
領
域
性

（
1
）
領
土
の
起
源

ま
ず
領
土
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
政
治
地
理

学
は
伝
統
的
に
は
国
家
を
主
た
る
分
析
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
し
て
き
た
。

そ
う
し
た
研
究
者
の
一
人
ジ
ャ
ン
・
ゴ
ッ
ト
マ
ン
は
、
国
家
の
領
土

に
つ
い
て
「
近
代
国
際
法
の
全
て
の
条
文
は
国
民
国
家
間
の
関
係
に

お
い
て
本
質
的
な
役
割
を
領
土
に
付
与
し
て
い
る
」、「
国
際
法
の
慣

習
が
主
権
と
領
土
を
緊
密
に
結
び
つ
け
、
主
権
が
そ
の
行
使
さ
れ
る

べ
き
領
土
を
必
要
と
し
て
い
る
」、「
相
互
認
知
さ
れ
た
何
ら
か
の
主

権
の
も
と
に
な
け
れ
ば
、
領
土
は
い
か
な
る
実
際
的
目
的
に
と
っ
て

も
無
意
味
と
な
ろ
う
」
と
述
べ
て
い（
２
）る。
つ
ま
り
、
近
代
国
民
国
家

の
領
土
は
そ
の
排
他
的
な
統
治
権
た
る
「
主
権
」
と
深
く
結
び
つ
け

ら
れ
、
領
土
は
主
権
の
行
使
に
不
可
欠
の
基
礎
と
理
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
「
領
土
主
権
」
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
地
理
学
者
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
エ
ル
デ
ン
は
、
そ

う
し
た
領
土
の
起
源
を
ラ
テ
ン
語
のterritorium

の
使
用
が
始
ま

る
14
世
紀
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
王
や
教
皇
が
人
の
支

配
を
土
地
の
支
配
に
移
行
さ
せ
る
時
期
に
求
め
て
い（
３
）る。
こ
う
し
た

中
世
か
ら
の
主
権
と
領
土
と
の
強
い
結
び
つ
き
は
、
絶
対
王
政
を
経

て
、
1
6
4
8
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
お
い
て
国
際
的
な

規
範
と
な
る
。
エ
ル
デ
ン
は
、
こ
う
し
た
歴
史
的
な
起
源
を
も
つ
領

土
の
概
念
を
、
領
域
の
一
般
的
性
質
の
延
長
線
上
で
理
解
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
と
も
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
領
土
に
は
主
権
と
い
う
強

大
な
力
の
基
礎
と
な
る
点
で
固
有
の
性
質
が
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
心
的
な
領
土
の
起
源
を
い
く
ら
た
ど
っ
て
も
、
今
日
の
日
本
を
取

り
巻
く
領
土
問
題
が
私
た
ち
の
日
常
や
認
識
に
与
え
る
影
響
を
理
解

で
き
ま
い
。
や
は
り
領
域
の
一
般
的
性
質
た
る
「
領
域
性
」
の
理
解

が
必
要
で
あ
る
。

（
2
）
領
域
性
の
理
論

地
理
学
に
お
い
て
、
空
間
と
権
力
の
関
係
を
よ
り
一
般
的
、
理
論

的
に
考
え
よ
う
と
す
る
視
座
は
、
英
米
を
中
心
に
1
9
7
0
年
代
か

ら
80
年
代
に
か
け
て
確
立
す
る
。
そ
こ
で
理
論
化
さ
れ
た
の
が
「
領

域
性territoriality

」
の
概
念
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
地
理
学
者
ロ

バ
ー
ト
・
サ
ッ
ク
は
、
領
域
性
を
「
空
間
を
区
切
っ
て
領
域
を
作
り

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
行
動
や
現
象
の
発
生
を
制
御
す
る
個

人
や
集
団
の
戦
略
的
試
み
」
と
定
義
し
た
。
彼
は
、
人
や
モ
ノ
の
制

御
の
た
め
に
領
域
を
活
用
す
る
戦
略
が
、
家
屋
の
中
か
ら
国
家
の
領

土
に
い
た
る
ま
で
、
歴
史
上
様
々
な
地
理
的
ス
ケ
ー
ル
で
確
認
さ
れ

る
と
し（
４
）た。

領
域
性
の
活
用
が
歴
史
的
、
地
理
的
に
広
範
に
見
ら
れ
る
の
は
、
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空
間
が
権
力
の
源
泉
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
土
地
を
ゲ
ー

ト
つ
き
の
フ
ェ
ン
ス
で
囲
め
ば
、
そ
こ
を
出
入
り
す
る
人
や
モ
ノ
を

管
理
で
き
、
そ
こ
に
利
益
を
発
生
さ
せ
た
り
、
社
会
集
団
を
組
織
し

て
そ
の
発
展
を
促
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、
空

間
は
権
力
の
源
泉
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
と
領
域
と
の
関
係
は
複

雑
か
つ
密
接
に
絡
み
合
う
の
で
あ
る
。

サ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
領
域
性
に
は
い
く
つ
か
の
傾
向
が
あ
り
、
こ

の
傾
向
が
空
間
を
管
理
す
る
主
体
に
よ
っ
て
複
雑
に
組
み
合
わ
さ
れ
、

多
様
な
効
果
を
社
会
に
も
た
ら
す
。
領
域
性
の
行
使
に
は
合
理
性
の

追
求
が
あ
り
、
特
に
近
代
資
本
主
義
社
会
で
は
高
度
な
領
域
性
が
確

認
さ
れ
る
。

日
本
で
一
般
化
し
た
女
性
専
用
車
両
を
例
に
説
明
し
よ
う
。
こ
の

措
置
は
、
特
定
の
車
両
だ
け
を
女
性
専
用
と
し
、
そ
こ
か
ら
痴
漢
を

排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
車
両
内
の
男
性
痴
漢
の
選
別

は
困
難
な
の
で
、（
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
）
性
別
に
よ
る
領
域

を
作
り
出
し
て
、
痴
漢
の
蓋が
い

然ぜ
ん

性
を
も
つ
男
性
す
べ
て
を
「
効
率
的

に
」
排
除
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
女
性
専
用
車
両
の
設
置
は
一

種
の
合
理
的
戦
略
で
あ
り
、
女
性
を
性
暴
力
か
ら
守
る
と
し
て
社
会

的
に
正
当
化
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
男

性
を
潜
在
的
犯
罪
者
と
見
な
し
、
人
間
の
性
を
強
引
に
男
女
に
二
分

し
、
あ
る
い
は
犯
罪
を
他
の
一
般
車
両
に
転
移
さ
せ
る
効
果
も
も
つ
。

ま
た
、
領
域
は
あ
る
種
の
「
鋳
型m

old

」
と
し
て
機
能
し
、
空

間
内
の
行
動
や
事
象
を
方
向
付
け
る
。
つ
ま
り
、
領
域
に
よ
っ
て

人
々
が
管
理
さ
れ
る
と
、
そ
の
領
域
を
作
り
出
し
た
原
理
を
通
し
て

特
定
の
社
会
関
係
が
構
築
・
強
化
さ
れ
る
。
右
の
例
な
ら
、
日
常
的

な
車
両
の
利
用
を
通
し
て
、
自
明
視
さ
れ
る
男
女
の
性
別
や
力
関
係

が
社
会
的
に
再
生
産
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
領
域
性
に
は
物
理
的
な

行
動
制
御
の
効
果
に
加
え
て
、
特
定
の
価
値
観
や
世
界
観
を
再
生
産

す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
効
果
が
あ
る
。

3
．
領
域
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

（
1
）
領
域
性
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
効
果

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
「
社
会
は
こ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
世
界
観
」

で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
現
実
を
ゆ
が
め
る
。
領
域
性
に
は
そ
う
し
た

現
実
を
ゆ
が
め
る
働
き
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
三
つ
の
効
果
を
説
明
す

る
。第

一
は
「
視
点
の
そ
ら
し
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
領
域
を
め
ぐ
っ
て

管
理
す
る
者
と
管
理
さ
れ
る
者
が
い
る
こ
と
か
ら
発
生
す
る
効
果
で

あ
る
。
女
性
専
用
車
両
を
設
置
・
管
理
し
て
い
る
の
は
鉄
道
会
社
で

あ
り
、
管
理
さ
れ
る
の
は
主
に
男
性
乗
客
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
た

ち
は
そ
の
関
係
性
よ
り
も
領
域
自
体
を
管
理
す
る
主
体
と
見
な
し
て

し
ま
う
。
つ
ま
り
、「
女
性
専
用
」
と
い
う
標
識
を
目
に
し
た
途
端
、
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誰
が
そ
の
標
識
を
立
て
た
か
を
考
え
る
前
に
、
領
域
に
立
ち
入
ら
な

い
と
い
う
行
動
が
促
さ
れ
る
。
ま
た
、
領
域
の
設
置
は
常
に
管
理
・

戦
略
の
手
段
で
あ
る
が
、
そ
の
設
置
が
目
的
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
る
。
鉄
道
会
社
に
と
っ
て
は
女
性
専
用
車
両
の
設
置
に
よ
っ
て

痴
漢
被
害
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
本
来
の
目
的
で
あ
る
が
、
車
両
を

設
置
す
れ
ば
社
会
的
期
待
に
応
え
た
と
判
断
す
る
よ
う
な
場
合
が
そ

れ
で
あ
る
。

第
二
は
、
第
一
と
関
わ
る
が
、「
社
会
紛
争
の
あ
い
ま
い
化
」
で

あ
る
。
社
会
紛
争
の
原
因
が
領
域
間
の
対
立
に
そ
ら
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
大
都
市
圏
で
は
、
中
心
の
都

市
に
は
有
色
人
種
が
多
く
、
貧
困
が
進
み
、
白
人
の
中
間
層
以
上
は

郊
外
に
移
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
の
構
造
的
要
因
は
階
級

や
人
種
間
の
対
立
で
あ
る
が
、
あ
た
か
も
中
心
都
市
と
郊
外
自
治
体

の
対
立
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
領
域
は
特
定
の
社
会
集

団
間
の
対
立
を
、
そ
れ
ら
集
団
が
包
摂
さ
れ
る
空
間
の
間
の
対
立
に

見
せ
か
け
る
効
果
を
も
つ
の
で
あ
る
。

第
三
の
効
果
は
、
右
に
述
べ
た
二
つ
と
は
逆
の
効
果
を
も
つ
「
権

力
の
具
象
化
」
で
あ
る
。
政
府
庁
舎
や
神
社
仏
閣
は
、
格
の
高
い
も

の
で
あ
れ
ば
、
歴
史
的
、
社
会
的
に
重
要
な
場
所
に
、
広
大
な
敷
地

を
囲
い
込
み
、
壮
麗
な
様
式
で
建
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
領
域
は

権
力
を
見
え
に
く
く
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
領
域
の
管
理
者
の
権

威
・
権
力
を
可
視
化
す
る
効
果
も
も
つ
。
そ
し
て
そ
れ
は
多
く
の
場

合
に
お
い
て
誇
張
・
鼓
舞
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
三
つ
の
効
果
は
、
領
土
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
考

え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

（
2
）「
領
土
の
罠
」
論

ア
メ
リ
カ
の
政
治
地
理
学
者
ジ
ョ
ン
・
ア
グ
ニ
ュ
ー
は
、
政
治
学

や
国
際
関
係
論
は
「
領
土
の
罠the territorial trap

」
に
陥
っ
て

い
る
と
指
摘
し（
５
）た。
国
家
の
内
部
の
多
様
性
を
考
察
す
る
政
治
地
理

学
か
ら
見
る
と
、
政
治
学
や
国
際
関
係
論
は
そ
の
支
配
的
な
分
析
ユ

ニ
ッ
ト
で
あ
る
国
家
の
内
実
を
単
純
化
し
て
認
識
し
て
お
り
、
現
実

を
理
解
で
き
て
い
な
い
と
彼
は
批
判
し
た
。

彼
の
「
領
土
の
罠
」
は
三
つ
の
地
理
的
前
提
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

第
一
は
「
国
家
は
明
確
に
画
定
さ
れ
た
領
土
に
排
他
的
な
主
権
を
行

使
で
き
る
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
以
降
の
領

土
主
権
の
考
え
方
で
あ
り
、
私
た
ち
が
普
段
目
に
す
る
国
別
に
色
分

け
さ
れ
た
世
界
地
図
の
認
識
そ
の
も
の
で
あ
る
。
米
軍
統
治
下
に
あ

っ
た
沖
縄
県
の
よ
う
に
、
実
際
に
は
主
権
の
行
使
は
領
土
の
範
囲
と

完
全
に
は
一
致
し
て
お
ら
ず
、
し
ば
し
ば
ズ
レ
が
見
ら
れ
る
。

第
二
は
「
国
家
の
内
と
外
、
内
政
と
外
交
は
明
確
に
区
別
で
き

る
」
で
あ
る
。
島
国
日
本
に
住
む
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
が
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ち
で
あ
る
が
、
グ
ル
ー
バ
ル
化
を
通
し
て
国
外
か
ら
多
く
の
企
業
や

労
働
者
を
国
内
各
地
に
迎
え
入
れ
て
い
る
。

第
三
は
「
国
家
の
境
界
が
社
会
の
境
界
を
そ
の
ま
ま
画
定
し
て
い

る
」、
つ
ま
り
「
国
家
と
社
会
が
空
間
的
に
整
合
し
て
い
る
」
で
あ

る
。
実
際
に
は
2
0
0
ほ
ど
の
国
家
と
地
域
の
内
部
に
、
そ
し
て
そ

の
境
界
を
越
え
て
、
多
様
な
文
化
と
社
会
が
存
在
す
る
。
植
民
地
の

境
界
を
踏
襲
し
た
ア
フ
リ
カ
の
国
境
線
が
、
実
際
の
民
族
分
布
を
反

映
し
て
い
な
い
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

ア
グ
ニ
ュ
ー
が
指
摘
し
た
の
は
、
政
治
学
や
国
際
関
係
論
が
陥
り

が
ち
な
学
問
上
の
認
識
論
的
問
題
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
領
土
の

罠
」
は
、
そ
の
ま
ま
私
た
ち
の
領
土
や
領
域
の
認
識
に
も
当
て
は
ま

る
。
国
別
に
色
分
け
さ
れ
た
世
界
地
図
を
見
て
、
私
た
ち
は
こ
れ
が

世
界
の
姿
だ
と
考
え
る
。
メ
デ
ィ
ア
で
こ
の
よ
う
に
世
界
が
例
示
さ

れ
る
と
、
私
た
ち
の
想
像
力
は
制
約
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
罠
に
と

ら
わ
れ
る
と
、
私
た
ち
は
見
る
べ
き
も
の
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

4
．
沖
縄
県
の
政
治
運
動

「
領
土
の
罠
」
そ
し
て
領
域
性
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
効
果
を
、
実
際

に
沖
縄
県
で
起
こ
っ
た
出
来
事
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

沖
縄
県
（
お
よ
び
鹿
児
島
県
の
奄
美
諸
島
）
の
前
身
で
あ
る
琉
球

王
国
は
1
4
2
9
年
に
成
立
し
、
明
治
維
新
後
の
1
8
7
9
年
に
日

本
の
領
土
に
強
制
的
に
編
入
さ
れ
た
（
琉
球
処
分
）。
し
か
し
第
二

次
世
界
大
戦
末
期
の
沖
縄
戦
（
1
9
4
5
年
）
に
お
い
て
米
軍
に
占

領
さ
れ
、
対
日
講
和
条
約
に
よ
っ
て
1
9
5
2
年
か
ら
72
年
ま
で
米

軍
の
統
治
下
に
置
か
れ
た
。
こ
の
約
1
0
0
年
の
間
、
日
本
南
縁
の

国
境
（
お
よ
び
米
軍
管
轄
区
域
の
境
界
）
は
再
三
引
き
直
さ
れ
た
。

特
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
日
本
へ
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
県
内
で
激

し
い
運
動
が
展
開
さ
れ
、
沖
縄
県
民
（
琉
球
住
民
）
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
も
変
転
し
た
。
つ
ま
り
、
サ
ッ
ク
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
沖

縄
社
会
は
国
境
が
引
き
直
さ
れ
る
た
び
に
、
異
な
っ
た
領
土
の
「
鋳

型
」
に
は
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
を
振
り
返
り
な
が
ら

「
領
土
の
罠
」
が
沖
縄
社
会
に
与
え
た
影
響
を
考
え
て
み
よ
う
。

（
1
）
島
ぐ
る
み
闘
争
（
1
9
5
6
年
）

1
9
5
2
年
に
発
効
し
た
対
日
講
和
条
約
に
よ
っ
て
、
奄
美
諸
島

お
よ
び
沖
縄
県
は
正
式
に
日
本
か
ら
分
離
さ
れ
、
米
軍
統
治
が
本
格

化
し
た
。
そ
の
後
、
米
軍
は
沖
縄
県
伊い

江え

島じ
ま

や
沖
縄
島
に
お
い
て
基

地
拡
張
の
た
め
に
強
制
的
な
土
地
接
収
を
開
始
し
た
が
、
地
主
を
中

心
に
住
民
が
激
し
く
抵
抗
し
、
1
9
5
6
年
に
全
県
的
な
「
島
ぐ
る

み
闘
争
」
が
組
織
さ
れ
た
。
当
初
は
軍
用
地
料
の
年
払
い
や
適
正
補

償
な
ど
「
土
地
を
守
る
四
原
則
」
が
唱
え
ら
れ
た
が
、
闘
争
が
拡
大

す
る
過
程
で
沖
縄
県
の
土
地
は
日
本
の
「
領
土
」
の
一
部
で
あ
り
、
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沖
縄
県
民
は
「
日
本
人
」
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ（
６
）た。

そ
の
結
果
、
強
制
接
収
さ
れ
た
土
地
の
権
利
を
め
ぐ
る
闘
争
が
、
日

本
か
ら
分
断
さ
れ
た
「
領
土
と
民
族
」
を
日
本
へ
再
統
一
す
る
領
土

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
運
動
へ
と
変
容
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
、
米
軍
は
米
兵
の
歓
楽
街
立
入
禁
止
や

軍
用
地
料
の
値
上
げ
に
よ
っ
て
、
自
営
業
者
や
地
主
を
抵
抗
運
動
か

ら
脱
落
さ
せ
、
闘
争
を
終
息
に
向
か
わ
せ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
運

動
の
拡
大
過
程
で
は
、
接
収
さ
れ
た
私
有
地
が
民
族
的
な
公
共
財
と

し
て
の
「
領
土
」
と
再
定
義
さ
れ
、
終
息
過
程
で
は
、
米
軍
に
よ
っ

て
収
益
を
生
む
私
有
地
へ
と
再
び
価
値
転
換
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
領
土
と
い
う
概
念
が
大
衆
の
政
治
的
動
員
に
活
用
さ
れ
（
そ
し

て
打
ち
消
さ
れ
）
た
例
で
あ
る
。

（
2
）
復
帰
運
動
（
1
9
6
0
年
か
ら
72
年
）

「
島
ぐ
る
み
闘
争
」
が
唱
え
た
「
領
土
と
民
族
」
の
再
統
一
と
い

う
理
想
は
、
1
9
6
0
年
代
に
入
る
と
日
本
へ
の
復
帰
を
求
め
る
広

範
な
運
動
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。「
沖
縄
県
祖
国
復
帰
協
議
会
」（
復

帰
協
）
が
組
織
し
た
復
帰
運
動
は
、
日
本
が
沖
縄
県
の
施
政
権
を
取

り
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
沖
縄
県
を
米
軍
統
治
か
ら
解
放
し
、
県
民

の
人
権
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
を
訴
え
た
。
そ
の
運
動
は
拡
大
す
る
に

つ
れ
、
沖
縄
県
と
日
本
と
の
領
土
的
一
体
性
を
可
視
化
さ
せ
る
も
の

へ
と
変
化
し
て
い
く
。

1
9
6
0
年
代
後
半
の
運
動
様
式
は
こ
う
で
あ
る
。
4
月
中
旬
に

那
覇
に
集
合
し
た
復
帰
行
進
団
が
二
つ
の
ル
ー
ト
に
分
か
れ
、
沖
縄

島
最
北
端
の
辺へ

戸ど

岬
を
目
指
し
て
集
会
を
開
催
し
な
が
ら
北
上
し
た
。

4
月
27
日
に
辺
戸
岬
で
合
流
し
た
行
進
団
は
、
そ
の
日
の
夜
に
岬
で

「
た
き
火
大
会
」
を
実
施
し
、
翌
28
日
に
代
表
団
が
事
実
上
の
国
境

で
あ
る
北
緯
27
度
線
海
上
に
船
出
し
、
本
土
側
の
代
表
団
と
海
上
集

会
を
開
い（
７
）た。
4
月
28
日
は
対
日
講
和
条
約
に
よ
っ
て
沖
縄
県
が
日

本
か
ら
分
離
さ
れ
た
日
で
あ
り
、「
屈
辱
の
日
」
と
も
呼
ば
れ
た
。

復
帰
協
に
よ
る
「
日
の
丸
」
の
戦
略
的
使
用
と
共
に
、
分
離
さ
れ
た

領
土
の
再
統
一
を
象
徴
的
に
示
す
広
域
的
行
動
は
、
復
帰
運
動
に
お

い
て
領
土
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
も
つ
意
味
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い

る
。し

か
し
、
1
9
6
9
年
の
日
米
共
同
宣
言
で
沖
縄
県
の
日
本
復
帰

が
合
意
さ
れ
て
後
、
復
帰
後
も
米
軍
が
継
続
駐
留
す
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
に
つ
れ
、
県
内
で
復
帰
に
反
対
す
る
主
張
が
現
れ
る
よ
う

に
な
る
。
1
9
7
2
年
に
沖
縄
県
は
日
本
に
復
帰
し
た
が
、
日
米
安

保
体
制
の
も
と
日
米
両
政
府
に
よ
っ
て
軍
事
的
要
衝
と
し
て
利
用
さ

れ
続
け
る
。
復
帰
協
は
1
9
7
7
年
に
解
散
す
る
が
、
そ
の
前
年
に

辺
戸
岬
に
建
立
し
た
「
祖
国
復
帰
闘
争
碑
」
に
「
県
民
の
平
和
へ
の

願
い
は
叶
え
ら
れ
ず
、
日
米
国
家
権
力
の
恣
意
の
ま
ま
軍
事
強
化
に
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逆
用
さ
れ
た
」
と
刻
ん（
８
）だ。
す
な
わ
ち
、
復
帰
運
動
は
領
土
の
再
統

一
を
目
的
化
し
た
結
果
、
実
際
の
日
米
両
政
府
の
軍
事
的
意
図
を
見

抜
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
失
望
は
そ
の
後
の
運
動
に
大
き
な

教
訓
を
与
え
る
。

（
3
）
復
帰
後
の
反
戦
平
和
主
義
と
八
重
山
教
科
書
問
題
（
2
0
1

1
年
）

復
帰
後
の
反
基
地
闘
争
は
反
戦
平
和
主
義
に
基
づ
き
、
沖
縄
県
の

歴
史
的
、
地
理
的
独
自
性
を
主
張
す
る
も
の
に
再
編
さ
れ
、
沖
縄
県

の
領
域
を
日
本
本
土
と
差
異
化
す
る
傾
向
が
あ
っ（
９
）た。
こ
う
し
て
復

帰
後
の
沖
縄
県
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
沖
縄
戦
と
米
軍
統
治

と
い
う
歴
史
的
経
験
、
そ
し
て
米
軍
の
継
続
駐
留
と
い
う
現
実
か
ら
、

領
土
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
異
な
る
要
素
を

強
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
近
年
、
こ
う
し
た
沖
縄
県
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
地

域
的
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
特
に
尖せ
ん

閣か
く

諸
島
を
め
ぐ
っ
て
日
中
台

間
で
の
緊
張
が
高
ま
り
、
八や

重え

山や
ま

諸
島
の
石
垣
市
と
与よ

那な

国ぐ
に

町
で
は

自
衛
隊
の
寄
港
や
駐
留
を
促
進
す
る
首
長
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
と
並
行
し
て
2
0
1
1
年
に
、
こ
の
二
市
町
の
教
育
長
が
歴

史
修
正
主
義
的
で
自
衛
隊
の
役
割
や
領
土
問
題
を
強
調
し
た
公
民
科

教
科
書
の
採
択
に
動
い
た
。
同
じ
教
科
書
採
択
地
区
に
属
し
た
竹た
け

富と
み

町
は
こ
れ
に
強
く
反
対
し
、
二
市
町
と
の
間
で
激
し
い
対
立
が
起
こ

り
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
文
部
科
学
省
、
さ
ら
に
地
方
・
中
央
メ

デ
ィ
ア
を
巻
き
込
む
大
き
な
論
争
に
発
展
し
た
。
つ
ま
り
、
日
本
の

国
境
地
域
に
お
け
る
領
土
問
題
の
緊
張
に
よ
っ
て
、
中
学
校
で
領
土

教
育
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
、
従
来
の
沖
縄
県
に
お
け
る
非

領
土
的
な
反
戦
平
和
主
義
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
対
立
し
た
の
で

あ
）
10
（
る
。

結
局
、
竹
富
町
は
独
自
に
採
択
し
た
教
科
書
を
使
用
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、
今
後
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る
、
と
り
わ
け
軍
事
的
な
緊

張
が
高
ま
る
な
ら
ば
、
八
重
山
諸
島
を
日
本
の
領
土
防
衛
の
前
線
と

み
る
地
域
認
識
が
さ
ら
に
支
配
的
に
な
ろ
う
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な

「
領
土
の
罠
」
が
潜
ん
で
い
る
か
は
次
に
述
べ
た
い
。

5
．
境
界
の
バ
イ
ナ
リ
、
透
過
性
、
多
次
元
性 

　
　

─
む
す
び
に
代
え
て
─

領
域
は
境
界
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
領
域
性
の
諸

効
果
が
発
生
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
境
界
に
よ
っ
て
領
域
は

内
外
に
二
分
さ
れ
る
。
領
域
は
特
定
の
社
会
関
係
を
構
築
す
る
鋳
型

と
し
て
機
能
す
る
の
で
、
日
本
人
／
外
国
人
、
ホ
ス
ト
／
ゲ
ス
ト
と

い
っ
た
自
己
と
他
者
の
「
バ
イ
ナ
リbinary

」
を
作
り
出
す
。

し
か
し
、
領
域
は
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
を
作
り
出
す
と
は
限
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ら
な
い
。
領
域
を
め
ぐ
る
社
会
的
相
互
作
用
（
人
や
モ
ノ
の
流
れ
）

が
制
御
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
境
界
は
越
え
ら
れ
る
も
の
で
も
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
何
が
境
界
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
、

で
き
な
い
か
は
、
そ
の
境
界
と
領
域
を
支
配
す
る
主
体
の
意
志
次
第

で
あ
る
。
こ
れ
を
境
界
の
選
択
的
な
「
透
過
性perm

iability

」
と

呼
ぶ
。
こ
の
透
過
性
こ
そ
が
領
域
性
を
有
効
な
管
理
戦
略
と
す
る
要

素
で
あ
る
。
ま
た
、
境
界
が
画
定
す
る
領
域
は
一
つ
の
性
質
を
も
つ

と
は
限
ら
な
い
。
国
境
は
一
義
的
に
は
国
家
の
領
土
を
囲
む
が
、
同

時
に
国
境
に
接
す
る
自
治
体
や
そ
の
他
の
管
轄
組
織
を
囲
む
こ
と
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
境
界
は
重
層
的
に
空
間
を
区
切
る
性
質
が
あ
る
。

こ
れ
は
境
界
の
「
多
次
元
性m

ulti-dim
ensionality

」
と
呼
ば

れ
）
11
（
る
。

一
般
的
に
「
領
土
の
罠
」
は
、
国
境
で
民
族
や
国
民
を
自
他
に
二

分
す
る
「
バ
イ
ナ
リ
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
強
く
作
用
す
る
。

こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
民
族
・
人
種
差
別
、
民
族
紛
争
、
戦
争
な
ど

で
広
範
に
確
認
さ
れ
、
そ
の
暴
力
性
は
既
に
多
く
の
研
究
が
指
摘
し

て
い
る
。
対
し
て
「
透
過
性
」
と
「
多
次
元
性
」
は
密
輸
、
不
法
入

国
、
移
民
管
理
、
国
境
警
備
と
い
っ
た
問
題
と
も
深
く
関
わ
る
が
、

「
領
土
の
罠
」
を
回
避
し
う
る
概
念
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、「
透
過

性
」
か
ら
は
境
界
が
決
し
て
超
越
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、

主
体
に
よ
る
人
為
的
産
物
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
「
多
次
元
性
」
か
ら
は
、
境
界
は
一
本
に
見
え
て
も
、

実
は
性
質
の
違
う
複
数
の
境
界
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ

た
機
能
を
持
ち
、
別
々
に
管
理
で
き
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
日
本
と
隣
国
と
の
海
洋
国
境
は
、
国
家
と
っ
て
は
領
海

の
防
衛
線
と
な
る
が
、
国
境
に
近
接
す
る
自
治
体
に
と
っ
て
は
隣
国

と
の
交
流
が
展
開
さ
れ
う
る
空
間
と
も
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、

国
境
地
域
の
管
理
に
は
政
治
・
経
済
・
社
会
的
に
多
様
な
様
式
が
あ

り
う
る
こ
と
が
わ
か
る
。
八
重
山
諸
島
の
問
題
は
ま
さ
し
く
国
境
を

ど
う
安
定
さ
せ
、
対
岸
の
中
国
や
台
湾
（
の
自
治
体
）
と
平
和
裏
に

交
流
す
る
か
と
い
う
「
多
次
元
性
」
と
「
透
過
性
」
に
関
わ
る
課
題

だ
と
要
約
で
き
る
。

以
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
境
界
、
領
域
、
領
土
は
決
し
て
単
純
な

概
念
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
機
能
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ

の
複
雑
性
を
正
し
く
理
解
す
れ
ば
、「
領
土
の
罠
」
に
陥
る
こ
と
も

回
避
で
き
る
。
多
様
な
事
例
に
つ
い
て
の
考
察
は
本
連
載
の
別
の
論

考
に
譲
る
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
読
者
に
は
こ
れ
ら
概
念
の
理
論
的
な

成
り
立
ち
、
相
互
関
係
、
そ
し
て
効
果
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

﹇
注
﹈

（
1
）
筆
者
は
同
様
の
主
張
を
以
下
で
も
展
開
し
て
い
る
。
山
﨑
孝
史
（
2
0
1
4
）

「
政
治
地
理
学
か
ら
見
た
領
土
論
の
罠
」、
岩
下
明
裕
編
著
『
領
土
と
い
う
病
│
国
境
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