
し
て
英
国
は
同
年
六
月
､
九
竜
半
島
九
十
九
カ
年
租
借
権

(今
な
は
継
続
中
)
と
,
更
に
ロ
シ
ア
の
旅
大
租
借
に
対
抗
し
て
七
月
に
は

威
海
衛
租
借
権
を
獲
得
し
た
｡

こ
の
他
'
同
じ

7
<
九
八
年
に
英
国
は
揚
子
江
沿
岸
､
フ
ラ
ン
ス
は
海
南
島
と
広
西

･
雲
南
両
省
,
我
国
は
台
湾
対
岸
の
福
建
省
に

っ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
不
割
譲
を
清
に
約
さ
せ
'
自
己
の
勢
力
範
囲
と
し
た
｡
列
国
の
こ
の
す
さ
ま
じ
い
侵
奪
を
,
あ
る
米
国
の
歴
史
家
は

清
国
の

｢
生
体
解
剖
｣
と
評
し
た

(
1
hom
a
s
A

B

ail
ey,A
Diploma
-ic
H

is-ory
.f
-h
e
A
m
eri
can
P
eople)｡

せ
いち
ゆう

清
国
が
日
本
を

撃

肘
す

る
た
め
ロ
シ

ア
等

に
援
助

を
求
め
た

三
国
干
渉

は
,
清
国
自

身

に
大
き
な
代
価

を
私
は
せ
,
そ
の
上
,
日
本

を
含
む
東
亜
全
域
を
大
き
な
禍
乱
に
捲
き
込
む
結
果
と
な
っ
た
｡
中
国
の
著
名
な
史
家

主

芸
生

(前
出
)
は
か
う
論
ず
る
｡

う
ん

｢
三
国
干
渉
は
処
置
拙
劣
を
極
め
た
た
め
'
正
に
分
割
の
禍
を
招
来
せ
ん
と
し
,
し
か
も
そ
の
後
に
於
け
る
世
界
幾
多
の
悲
劇
は
こ

け
だ

こ
に
肱
胎
し
た
｡
蓋
し
'
清
廷
諸
官
は
'
三
国
の
三
日
で
遼
東
が
返
還
さ
れ
た
の
を
見
て
,
露
国
に
対
す
る
迷
信
益
々
深
ま
り
,
ち

し
そ
の
援
助
あ
ら
ば
日
本
は
恐
る
る
に
足
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
,
他
の
列
国
も
ま
た
風
を
望
ん
で
退
却
す
べ
L
と
考
へ
た
｡
か
く
て

李
鴻
章
'
露
国
と
密
約
を
結
ぶ
に
及
ん
で
満
洲
問
題
の
禍
根
は
植
付
け
ら
れ
,
更
に
列
強
の
激
烈
な
角
逐
を
惹
起
し
,
北
清
事
変
,

日
露
戦
争
よ
り
欧
州
大
戦
に
至
る
ま
で
'
す
べ
て
こ
れ
よ
り

表

の
線
を
引
-
悲
劇
を
作
る
に
至
っ
た
｡
そ
し
て
元
来
多
事
を
畏
れ

た
清
国
は
'
却
っ
て
こ
れ
よ
り
世
界
混
乱
の
中
に
捲
き
込
ま
れ
､
翻
弄
せ
ら
れ
て
帰
す
る
所
を
知
ら
な
い
有
様
に
立
ち
至
っ
た
｣

二

日
支
外
交
六
十
年
史
｣
第
三
巻
)

三
国
干
渉
で
の
清
の
以
夷
制
夷
t
と
-
に
ロ
シ
ア
の
援
助
に
頼
っ
た
浅
慮
を
以
後
の
ア
ジ
ア
禍
乱
の
第

一
原
因
な
り
と
論
ず
る
も
の

で
'
近
代
極
東
紛
争
史
の
背
景
と
本
質
を
見
き
は
め
た
卓
抜
な
史
論
と
云
へ
よ
う
｡
満
洲
事
変
を
生
ん
だ
土
壌
と
種
子
は
,
逮
-
三
国

干
渉
の
時
期
に
'
中
国
自
身
が
耕
し
'
中
国
自
身
が
蒔
い
た
も
の
だ
っ
た
｡

78

琴

一節

米
国
の
太
平
洋
進
出
と
門
戸
開
放
政
策

ア
メ
リ
カ
の

｢新
し
き
国
境
線
｣

す
で
に
述
べ
た
や
う
に
t

I
八
九
八
年

(明
治
三
三

年
)
と
い
ふ
年
は
､
列
強
が
食
欲
に
清
国
を
侵
奪
し
た
年
で
あ
っ
た
｡
米
国

は
こ
の
侵
奪
に
は
加
は
ら
な
か
っ
た
が
'
こ
の
年
は
米
国
に
と
っ
て
も

｢
劇
的
な
転
換
期
｣
で
あ
っ
た
と
云
ほ
れ
て
ゐ
る
｡
何
故
な

ら
'
こ
の
年
に
米
国
は
米
西

(
ス
ペ
イ
ン
)
戦
争
で
キ
ュ
ー
バ
を
保
護
国
と
L
t
プ
エ
ル
ト

･
リ
コ
を
獲
得
し
て
カ
リ
ブ
海
支
配
の
基

礎
を
固
め
た
の
み
な
ら
ず
､
遠
-
西
太
平
洋
に
進
出
し
て
グ
ア
ム
島
を
獲
得
'
更
に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
ま
で
も
領
有
す
る
に
至
っ
た
か
ら

で
あ
る
｡
そ
の
上
'
米
西
戦
争
は
ハ
ワ
イ
併
合
の
気
運
を
高
め
､

一
八
九
八
年
八
月
､
ホ
ノ
ル
ル
で
米
布
併
合
式
が
挙
行
さ
れ
'
ハ
ワ

イ
政
庁
に
星
条
旗
が
翻
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

斯
-
し
て
'

一
八
五
〇
年
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
沿
岸
を
西
の
国
境
と
し
た
米
国
は
'

1
八
九
八
年
に
は

一
挙
に
西
太
平
洋
に
勢
力
範
囲

を
拡
大
し
､
ハ
ワ
イ
'

グ
ア
ム
'
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
結
ぶ
線
を
以
て

｢
ア
ジ
ア
に
於
け
る
新
国
境
｣
を
設
定
し
た
の
で
あ
り
'
極
東
に
対

す
る
米
国
の
関
心
と
介
入
は
こ
こ
に
新
し
い
時
期
を
画
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

ハ
ワ
イ
保
護
化
へ
の
決
意

大
東
亜
戦
争
が
'
我
が
海
軍
の
真
珠
湾
攻
撃
を
以
て
開
始
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
だ
｡
だ
が
こ
れ
に
は
'
ハ
ワ
イ
を
め
ぐ
る
日
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米
の
深
い
因
縁
を
考
へ
て
み
な
く
て
は
な
ら
ぬ
｡

米
国
の
太
平
洋
に
対
す
る
関
心
は

1
八
七
二
年

(明
埠
五
年
)
に
始
つ
た
と
し
て
よ
い
だ
ら
う
0
な
ぜ
な
ら
こ
の
年
,
米
海
軍
士
官

8

ミ
ー
ド
は
サ
モ
ア
諸
島
中
サ
ツ
イ
ラ
島
の
パ
ゴ

･
パ
ゴ
港
を
海
軍
根
拠
地
に
す
る
こ
と
を
企
て
,
ま
た
陸
軍
長
官
は
ホ
ノ
ル
ル
港
を
軍

事
目
的
で
調
査
す
る
や
う
指
示
し
て
ゐ
る
か
ら
だ
｡

右
の
調
査
の
結
果
'
真
珠
湾

(当
時
は
真
珠
川
と
呼
ば
れ
た
)
の
軍
事
的
価
値
の
大
き
い
こ
と
を
知
っ
た
米
国
は
真
珠
湾
の
割
譲
を
ハ

ヮ
ィ
政
府
に
要
求
し
た
が
'
ハ
ワ
イ
島
民
の
強
い
反
対
で
交
渉
は
失
敗
し
た
｡
だ
が
米
国
は
ハ
ワ
イ
に
強
圧
を
加
へ
,

一
八
七
五
年
に

結
ん
だ
米
布
互
恵
条
約
に
よ
っ
て
'
真
珠
湾
の
使
用
､
改
築
及
び
必
要
な
施
設
建
造
に
関
す
る

｢
絶
対
権
｣
を
獲
得
し
た
｡

一
八
九
八

年
の
併
合
以
後
'
真
珠
湾
は
次
第
に
近
代
的
に
改
装
さ
れ
て
行
-
｡

1
九
二
二
年

(大
正
十
妄

)
の
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
備
制
限
条

約
に
よ
っ
て
も
'
ハ
ワ
イ
は
英
国
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
共
に
防
備
凍
結
の
対
象
外
と
さ
れ
た
｡

そ
の
後
ハ
ワ
イ
は
航
空
基
地
と
し
て
も
重
要
性
を
加
へ
､
莫
大
な
予
算
で
飛
行
場
が
建
設
さ
れ
'
太
平
洋
に
於
け
る
米
国
の
最
重
要

へ舌
とう

の
前
哨
基
地
と
な
っ
た
｡
大
東
亜
戦
争

努

頭

'

我
軍
の
攻
撃
を
真
先
に
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
'
右
の
や
う
な
真
珠
湾
の
歴
史
と

無
関
係
で
は
な
い
｡

ハ
ワ
イ
に
対
す
る
米
国
の
政
治
的
関
心
と
決
意
の
ほ
ど
は
二

八
八

1
年

(明
治
十
四
年
)
十
二
月
'
国
務
長
官
ブ
レ
ー
ン
が
ハ
ワ

イ
駐
在
の
米
公
使
に
与
へ
た
訓
令
が
疑
問
の
余
地
な
く
伝
へ
て
ゐ
る
｡

即
ち
そ
れ
は

｢
ハ
ワ
イ
の
軍
事
上
の
枢
要
な
位
置
か
ら
見
て
'
同
島
の
占
領
は
全
-
米
国
の
国
策
上
の
問
題
で
あ
り
,
そ
の
独
立
を

侵
さ
ず
に
､
事
実
上
ハ
ワ
イ
を
米
国
の
一
部
に
し
て
し
ま
ふ
に
は
米
布
間
の
密
接
な
結
合
を
必
要
と
す
る
｡
最
近
の
ハ
ワ
イ
人
口
の
減

退
を
ハ
ワ
イ
政
府
は
憂
慮
し
て
ゐ
る
が
'
そ
の
解
決
策
と
し
て
ア
ジ
ア
人
を
以
て
ハ
ワ
イ
人
に
代
へ
'
ハ
ワ
イ
を
ア
ジ
ア
的
制
度
に
結

合
す
る
の
は
良
策
で
は
な
い
｡
も
し
自
存
で
き
な
い
な
ら
'
ハ
ワ
イ
は
米
国
の
制
度
に
同
化
す
べ
き
で
あ
り
､
そ
れ
は
自
然
法
と
政
治

的
必
要
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
米
国
は
ハ
ワ
イ
の
中
立
を
期
待
す
る
が
'
ハ
ワ
イ
の
中
立
維
持
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
は
,
米
国

七っゆ八ノち
よ

は
断
然
た
る
処
置
を
と
る
こ
と
を

蒔

拷

す

る
も
の
で
は
な
い
｣
と
し
て
'
ハ
ワ
イ
が
米
国
の
勢
力
圏
か
ら
離
れ
て
ア
ジ
ア

(日
本
を
指

す
)
に
依
存
せ
ん
と
す
る
場
合
は
'
い
つ
で
も
占
領
す
る
決
意
を
表
明
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る

(以
上
は
青
森
実
行

r
ハ
ワ
イ
を
繰
る
日
米
関

係
史
｣
に
依
拠
し
た
)0

カ
ラ
カ
ワ
王
の
懇
望
-

日
布
秘
史

と
こ
ろ
で
,
こ
の
国
務
長
官
の
訓
令
の
裏
に
は
､
今
日
秘
史
と
-
そ

伝

へ
ら
れ
る
次
の
出
来
事
が
生
ん
だ
疑
心
暗
鬼
が
あ
っ
た
も
の

と
考
へ
て
間
違
ひ
な
い
｡

こ
の
年
,
即
ち
明
治
十
四
年
の
三
月
'
所
か
ら
世
界
歴
訪
の
途
上
に
あ
っ
た
ハ
ワ
イ
国
王
カ
ラ
カ
ワ
が
来
日
し
た
｡
我
国
で
は
上
下

を
あ
げ
て
歓
迎
し
た
が
,
実
は
こ
の
折
'
カ
ラ
カ
ワ
王
は
密
か
に
明
治
天
皇
を
赤
坂
離
宮
に
訪
問
し
'
懇
談
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
｡

王
は
,
近
年
ポ
リ
ネ
シ
ア
族
が
減
少
す
る
に
反
し
て
西
洋
人
が
増
加
し
'
そ
の
勢
力
が
ハ
ワ
イ
に
深
-
浸
潤
し
っ
つ
あ
る
こ
と
を
憂

へ
,
こ
の
際
ハ
ワ
イ
王
国
の
命
脈
を
保
つ
に
は

｢
日
本
帝
国
の
如
き
強
国
の
協
力
を
仰
ぐ
他
に
道
な
し
｡
ハ
ワ
イ
は
今
や
'
主
要
産
業

かん
し
よ

た
る
甘
藷
耕
作
に
適
し
､
し
か
も
同
化
し
得
る
移
民
を
迎
へ
で
二

に
興
産
'
二
に
ポ
リ
ネ
シ
ア
民
族
の
衰
退
を
補
ひ
'
以
て
白
人
勢

力
に
抗
す
る
他
な
く
,
日
本
人
は
こ
の
双
方
に
最
適
の
人
種
た
る
を
疑
は
ず
｡
何
卒
天
皇
陛
下
に
は
右
事
情
を
酌
量
し
給
ひ
'
ハ
ワ
イ

の
滅
亡
を
救
は
れ
た
し
｣
と
切
々
真
情
を
訴
へ
た
後
'
自
分
に
は
王
子
が
な
い
が
'
王
姪
カ
イ
ウ
ラ
二
が
高
遠
な
資
質
を
備
へ
て
ゐ
る

の
で
,
や
が
て
は
彼
女
に
王
位
を
継
が
せ
る
つ
も
り
で
'
優
れ
た
配
偶
者
を
希
望
し
て
ゐ
る
｡
つ
い
て
は
山
階
宮
走
麿
親
王
を
立
派
な

皇
族
と
拝
す
る
の
で
カ
イ
ウ
ラ
こ
と
の
縁
組
を
御
聴
許
さ
れ
た
い
と
'
重
大
な
希
望
を
申
出
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
｣
(【
ハ
ワ
イ
日
本
人

移
民
史
Lt
黒
羽
茂

r日
米
抗
争
史
の
研
究
｣
よ
り
再
引
用
)｡

王
は
米
国
の
ハ
ワ
イ
征
服
を
慣
れ
'
日
本
皇
室
と
ハ
ワ
イ
王
室
の
縁
組
に
よ
っ
て
ハ
ワ
イ
併
合
を
阻
止
せ
ん
'
と
切
望
し
た
の
で
あ

る
｡前

例
の
な
い
重
大
事
で
あ
る
た
め
,
明
治
天
皇
は
慎
重
に
考
慮
さ
れ
た
が
う
翌
年
'
特
使
を
派
遣
し
て
こ
の
縁
組
を
断
ら
れ
た
｡
理
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由
は
'
外
国
王
室
と
の
縁
組
が
日
本
皇
室
の
慣
例
に
な
い
こ
と
,
又
,
日
本
が
米
国
の
勢
力
圏
に
立
入
る
や
う
な
結
果
を
招
-
の
は
好

ま
し
く
な
い
t
と
い
ふ
も
の
だ
っ
た
｡

82

｢
日
本
を
盟
主
に
亜
細

亜
連
盟
を
｣

右
の
明
治
天
皇
と
カ
ラ
カ
ワ
王
の
密
談
に
つ
い
て
は

ー明
治
天
皇
紀
｣
に
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
居
り
,
そ
れ
に
よ
れ
ば
会
談
は
明
治

十
四
年
三
月
十

一
日
'
外
務
卿
井
上
馨
を
通
訳
と
し
て
行
な
ほ
れ
た
｡

そ
の
折
'
カ
ラ
カ
ワ
王
は

｢欧
州
諸
国
は
'
た
だ
利
己
を
以
て
主
義
と
な
し
,
他
国
の
不
利
,
他
人
の
困
難
を
顧
み
る
こ
と
な
し
｡

而
し
て
'
そ
の
東
洋
諸
国
に
対
す
る
政
略
に
於
て
は
よ
-
聯
合
,
協
同
す
｡
然
る
に
東
洋
諸
国
は
互
に
孤
立
し
て
相
授
け
ず
｡
又
欧
州

あ
い

諸
国
に
対
す
る
政
略
を
有
せ
ず
｡
今
日
'
東
洋
諸
国
が
､
そ
の
権
益
を
欧
州
諸
国
に
占
有
せ
ら
る
る
所
以
は

一
に
此
に
存
す
｡
さ
れ
ば

これ

東
洋
諸
国
の
急
務
は
'
聯
合
同
盟
し
て
東
洋
の
大
局
を
維
持
し
,
以
て
欧
州
諸
国
に
対
時
す
る
に
あ
り
｡
而
し
て
今
や
,
そ
の
時
機
到

き
つ寺ん

来
せ
り
｣
と
ア
ジ
ア
諸
国
の
連
合
が

喫

緊

の

要
事
で
あ
る
こ
と
を
説
き
'
更
に
進
ん
で

｢弊
邦
は
大
策
を
企
画
す
る
の
力
な
し
｡
然
る
に
貴
国
は
聞
知
す
る
所
に
遠
は
ず
,
そ
の
進
歩
,
実
に
驚
-
べ
き
の
み
な
ら
ず
,
人

民
多
-
し
て
そ
の
気
象
ま
た
勇
敢
な
り
｡
故
に
亜
細
亜
諸
国
の
聯
盟
を
起
さ
ん
と
せ
ば
,
陛
下
,
進
み
て
こ
れ
が
盟
主
た
ら
ざ
る
べ

か
ら
ず
｡
予
は
陛
下
に
臣
事
し
て
大
い
に
力
を
致
さ
ん
｣

と
述
べ
'
日
本
が
盟
主
と
な
っ
て
清
'
シ
ャ
ム

(タ
イ
),
ペ
～
シ
ャ
,
イ
ン
ド
な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
連
盟
を
起
す
べ
き
こ
と
を
切
言
し

た
｡こ

れ
を
傾
聴
さ
れ
た
明
治
天
皇
は

｢我
が
邦
の
進
歩
も
外
見
の
如
-
に
は
あ
ら
ず
｡
殊
に
清
国
と
は
葛
藤
を
生
ず
る
こ
と
多
く

彼

は
常
に
我
が
邦
を
以
て
政
略
の
意
図
あ
り
と
な
す
｡
す
で
に
清
国
と
の
和
好
を
も
全
-
す
る
こ
と
難
し
｡
貴
説
を
遂
行
す
る
が
如
き
は

はか

更
に
難
事
に
属
す
｡
尚
'
閣
臣
等
に

諮

り

'
熟
考
し
て
答
ふ
べ
し
｣
と
答
へ
ら
れ
た
｡

r明
治
天
皇
紀
J
は
'
カ
ラ
カ
ワ
皇
帝
が
こ
の
他
'
日
本

･
ハ
ワ
イ
両
国
間
に
海
底
電
線
を
敷
設
す
る
こ
と
と
'
皇
姪
カ
ビ
オ
ラ
ニ

そもそも

がえん

1
(カ
イ
ウ
ラ
こ
)
と
定
麿
王
の
婚
姻
を
切
望
さ
れ
た
が
'
｢
抑

々

東

洋
諸
国
聯
盟
の
こ
と
た
る
や
'
清
国
が
日
本
国
の
盟
主
た
る
を

肯

へだた

ぜ
ざ
る
は
明
か
な
る
の
み
な
ら
ず
'
シ
ャ
ム
･
印
度
の
如
き
は
相

距

る

こ
と
遠
く

か
つ
言
語

･
風
俗
仝
-
同
じ
か
ら
ざ
る
を
以
て
望

み
難
し
｡
海
底
電
線
架
設
の
こ
と
は
'
す
で
に
米
国
人
の
請
ふ
所
あ
り
て
'
こ
れ
に
補
助
を
約
せ
る
こ
と
あ
り
｡
又
'
外
国
皇
室
と
婚

家
を
通
ず
る
こ
と
も
､
累
を
将
来
に
及
ぼ
す
の
処
な
き
に
あ
ら
ず
｡
こ
れ
を
以
て
'
外
務
卿
は
三
事
み
な
言
ふ
べ
-
し
て
行
な
は
れ
難

し
と
せ
り
｣
と
記
し
て
ゐ
る
｡

.

明
治
天
皇
の
カ
ラ
カ
ワ
王
に
対
す
る
勅
答
は
'
翌
明
治
十
五
年
三
月
'
宮
内
権
少
書
記
官

･
長
崎
省
吾
に
託
し
て
捧
呈
さ
れ
た
｡
天

しんかん

皇
の
親
翰
は

｢
亜
細
亜
聯
邦
｣
(カ
ラ
カ
ワ
王
の
捷
唱
せ
る

｢亜
細
亜
諸
国
の
聯
盟
｣
の
こ
と
)
に
関
す
る
こ
と
の
み
で
､
｢
亜
細
亜
聯
邦
｣

いよ

の
事
業
は
宏
大
悠
遠
で
あ
り
'
亜
細
亜
諸
国
の
実
情
も
､
風
土
'
言
語
'
人
情
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
'
｢
こ
れ
を
思
へ
ば

弥

々

遠
く

こ

いわ

れ
を
謀
る
は
益
々
難
し
｡
況

ん

や
'
不
肖
､
何
を
以
て
よ
-
盟
主
の
重
任
を
負
担
す
る
を
得
ん
や
｣
と
鄭
重
に
盟
主
の
こ
と
を
謝
絶
な

さ
れ
'
ま
た
明
治
二
十
三
年
に
国
会
開
設
を
控
へ
'
内
政
煩
多
の
折
で
あ
る
の
に

｢朕
'

一
朝
こ
れ
を
放
棄
し
去
っ
て
､
力
を
異
邦
の

も
つは

事
に
専
ら
に
せ
ん
と
す
る
は
朕
が
敢
て
為
す
に
忍
び
ざ
る
所
｣
と
し
て
'
｢
亜
細
亜
聯
邦
｣
構
想
を
実
現
す
る
こ
と
の
困
難
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
ら
れ
た
｡

し
た
た

定
麿
親
王
と
カ
イ
ウ
ラ
ニ
姫
の
婚
姻
の
困
難
で
あ
る
こ
と
や
'
海
底
電
線
及
び
移
民
の
件
に
つ
い
て
は
井
上
馨
が
返
事
を

認

め

て
長

崎
に
託
し
た

(以
上
は
難
波
江
通
泰
論
文

｢布
畦
王
国
皇
帝
の
明
治
天
皇
と
の
御
密
談
に
つ
い
て
/
大
東
亜
共
栄
圏
の
首
唱
｣
に
拠
っ
た
)0

右
を
要
す
る
に
'
カ
ラ
カ
ワ
皇
帝
は
日
本
を
盟
主
と
す
る
大
ア
ジ
ア
主
義
を
提
唱
し
た
の
で
あ
り
'
こ
れ
は
後
年
'
我
国
自
身
が
唱

導
す
る
こ
と
に
な
る
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
の
素
朴
な
萌
芽
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ら
う
｡

白
人
帝
国
主
義
に
対
抗
す
る
た
め
の
我
国
を
中
心
と
す
る
斯
-
の
如
き
大
ア
ジ
ア
主
義
が
'
そ
れ
を
最
も
必
要
と
す
る
筈
の
清
国

･

朝
鮮
な
ど
か
ら
は
嫉
視
あ
る
い
は
危
険
視
さ
れ
'
波
涛
千
里
を
隔
て
た
ハ
ワ
イ
の
国
王
か
ら
切
望
さ
れ
た
事
実
は
'
歴
史
の
皮
肉
を
痛

感
さ
せ
ず
に
は
措
か
な
い
｡
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ハ
ワ
イ
王
朝
の
滅
亡

な
か
ん
づ
く

と
も
か
く

欧
米
勢
力
'
就

中

米

国
の
ハ
ワ
イ
侵
出
を
阻
止
す
べ
-
､
我
が
皇
室
と
婚
姻
関
係
ま
で
結
ん
で
日
本
と
の
提
携
を
深

め
よ
う
と
し
た
カ
ラ
カ
ワ
王
の
希
望
は
実
現
を
見
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

カ
ラ
カ
ワ
王
の
失
望
は
大
き
か
つ
た
｡
も
し
王
の
希
望
通
り
'
こ
の
縁
談
が
成
立
し
て
ゐ
た
ら
､
ハ
ワ
イ
が
日
本
領
土
と
な
る
経
過

を
辿
っ
た
可
能
性
は
頗
る
大
き
い
｡

あ
つれ寺

と
す
れ
ば
太
平
洋
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
は
'
仝
-
別
な
方
向
に
展
開
を
遂
げ
た
で
あ
ら
う
｡
明
治
天
皇
が
米
国
と
の
乱
蝶
を
望
ま
れ

な
か
っ
た
た
め
に
､
ハ
ワ
イ
は
我
国
の
領
土
と
は
な
ら
ず
'
米
国
に
併
合
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
｡
即
ち

一
八
九
三
年

一
月
'
白
人
勢

力
の
後
押
し
を
す
る
米
国
は
軍
艦
ボ
ス
ト
ン
号
か
ら
百
五
十
名
の
海
兵
隊
を
上
陸
さ
せ
'
ハ
ワ
イ
政
庁
を
奪
取
L
t
王
政
を
廃
止
し

た
｡
わ
づ
か
百
五
十
名
の
海
兵
隊
に
抗
し
得
な
か
っ
た
の
は
､
軍
隊
な
き
国
の
悲
し
さ
で
あ
っ
た
｡
こ
の
日
以
来
'
カ
メ
ハ
メ
ハ
王
朝

ひ
るが
え

百
年
の
間
'
王
宮
に

翻

っ

て
ゐ
た
ハ
ワ
イ
国
旗
は
再
び
仰
が
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
.
そ
の
五
年
後
の
1
八
九
八
年
'
米
国
は
ハ
ワ

イ
を
併
合
し
た
｡
ハ
ワ
イ
に
対
す
る
我
国
の
無
欲
と
米
国
の
執
着
-

そ
の
微
妙
な
均
衡
と
動
き
の
中
で
ハ
ワ
イ
の
運
命
は
決
せ
ら

れ
た
の
だ
っ
た
｡

門
戸
開
放
主
義
の
提
唱

｢
大
東
亜
戦
争
｣
と
は
何
か
-

こ
れ
に
つ
い
て
明
確
な
定
義
を
与
へ
る
た
め
に
､
ど
う
し
て
も
米
国
の

｢
門
戸
開
放
主
義
｣
に
つ

い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
へ
来
た
｡
大
東
亜
戦
争
の
本
質
を
解
明
す
る
鍵
が
こ
こ
に
あ
る
か
ら
だ
｡

一
八
九
九
年

(明
治
三
十
二
年
)'
米
国
務
長
官
ジ
ョ
ン
･
ヘ
イ
は
英
独
露
日
伊
仏
六
国
に
対
し
て

｢
門
戸
開
放
宣
言
｣
と
呼
ば
れ
る

通
牒
を
発
し
た
｡
そ
の
骨
子
は
,
中
国
に
租
借
地
や
勢
力
範
囲
を
も
つ
列
国
が
,
そ
の
中
の
条
約
港
や
他
国
の
既
得
権
益
に
対
し
て
干

う
た

渉
し
な
い
こ
と
,
ま
た
そ
の
勢
力
範
囲
に
於
て
関
税
や
鉄
道
運
賃
の
面
で
他
国
に
不
利
な
待
遇
を
与
へ
な
い
こ
と
-

を
詣
っ
た
も
の

で
あ
る
｡

要
す
る
に
,
中
国
に
於
け
る

｢
勢
力
範
囲
の
存
続
を
前
提
と
し
て
｣
そ
の
中
で
の
通
商
上
の
機
会
均
等
の
原
則
を
提
唱
し
た
も
の
と

云
つ
て
よ
い
だ
ら
う
｡
既
述
し
た
や
う
に
,
十
九
世
紀
後
半
,
米
国
は
西
太
平
洋
の
奥
深
-
ま
で

｢
新
し
き
国
境
線
｣
を
拡
げ
た
の
で

あ
つ
た
が
,
列
強
の
清
国
争
奪
競
争
に
は
参
加
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
｡
｢
門
戸
開
放
主
義
｣
は
'
清
国
に
於
け
る
列
強
の
勢
力
範
囲

設
定
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
る
倶
れ
の
あ
る
米
国
の
利
益
を
確
保
す
べ
-
打
出
さ
れ
た
新
政
策
な
の
で
あ
っ
た
｡

と
こ
ろ
が
,
中
国
に
於
け
る
列
国
の
勢
力
範
囲
の
存
在
を
前
提
と
し
た
上
で
提
唱
さ
れ
た
門
戸
開
放
主
義
は
'
や
が
て
範
囲
を
拡
大

し
,
変
質
し
て
ゆ
-
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
,
大
東
亜
戦
争
に
至
る
日
米
抗
争
の
核
心
部
分
を
形
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ

る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
か
う
｡

門
戸
開
放
宣
言
の
翌

一
九

〇
〇
年
,
清
国
に
義
和
団
事
変

(北
浦
事
変
と
も
云
ふ
)
が
発
生
し
'
各
国
連
合
軍
が
出
兵
し
て
清
国
分
割

の
危
機
が
激
化
す
る
や
,
ヘ
イ
国
務
長
官
は
第
二
次
の
門
戸
開
放
通
牒
を
列
国
に
送
っ
た
の
で
あ
る
が
'
こ
の
第
二
次
通
牒
は
重
大
な

新
提
案
を
含
ん
で
ゐ
た
｡
そ
れ
は
第

二
i
｢
通
商
上
の
機
会
均
等
主
義
｣
を
勢
力
範
囲
に
留
ら
ず
中
国
全
土
に
つ
い
て
主
張
し
た
こ

と
,
第
二
に
機
会
均
等
の
み
な
ら
ず
,
中
国
の

｢
領
土
的

･
行
政
的
保
全
｣
を
提
唱
し
た
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
や
う
に
門
戸
開
放
の
適
用
範
囲
と
内
容
が
著
し
-
拡
張
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
'
極
東
外
交
史
の
泰
斗
ポ
ー
ル
･
ク
ラ
イ
ド
は

｢
靖
国
の
領
土
保
全
が
門
戸
開
放
と
混
同
さ
れ
る
に
至
っ
た
｡
門
戸
開
放
主
義
の
定
義
を
誤
っ
た
結
果
'
不
用
意
な
論
者
は
門
戸
開
放

と
何
ら
関
係
な
い
行
為
を
門
戸
開
放
の
破
棄
で
あ
る
と
断
ず
る
誤
謬
を
犯
す
に
至
っ
た
｣
と
論
じ
た
が

(議

洲
に
於
け
る
国
際
争
空

)'

正
に
門
戸
開
放
主
義
を
め
ぐ
る
日
米
間
の
解
釈
の
相
違
が
,
極
東
に
於
け
る
日
米
の
紛
議
と
対
立
の
中
心
的
争
点
を
形
成
し
て
行
っ
た

の
で
あ
る
｡
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｢特
殊
｣
と

｢普
遍
｣
の
争
ひ

門
戸
開
放
主
義
を
め
ぐ
る
争
点
の
核
心
は
何
で
あ
っ
た
か
｡
我
国
の
明
治
以
来
の
大
陸
政
策
は
,
国
運
を
賭
し
た
日
清
日
露
両
戦
役

と
､
そ
の
後
に
於
け
る
粒
々
辛
苦
の
努
力
に
よ
っ
て
大
陸
,
殊
に
南
満
洲
に
於
て
築
き
上
げ
た
諸
権
益
と
地
位
を
擁
護
し
維
持
す
る
こ

と
を
以
て
'
そ
の
中
心
的
課
題
と
し
て
ゐ
た
｡
そ
れ
ら
は
特
殊
権
益
あ
る
い
は
特
殊
地
位
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
｢特
殊
｣
と
は

地
理
的
近
接
の
み
な
ら
ず
'
多
分
に
歴
史
的
感
情
を
包
含
す
る
用
語
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
米
国
の
門
戸
開
放
主
義
は
'
支
那
全
土
に
於
て
壷

に
通
商
上
の
機
会
均
等
と
完
全
な
る
領
土
的
及
び
行
政
的
保
全

<
(<JI'

を
主
張
す
る
も
の
な
る
が
故
に
､
必
然
的
に

｢
特
殊
地
位
｣
あ
る
い
は

｢特
殊
権
益
｣
の
思
想
と
の
間
に
乱
蝶
を
生
ず
る
こ
と
に
な

る
｡
尤
も
'
ジ
ョ
ン
･
ヘ
イ
が
門
戸
開
放
主
義
を
提
唱
し
た
時
期
に
於
て
は
,
支
那
に
於
け
る

｢勢
力
範
囲
｣
の
存
在
の
方
が

｢
普

遍
｣
だ
っ
た
の
で
あ
り
'
門
戸
開
放
主
義
は

｢普
遍
｣
原
則
中
の

｢特
殊
｣
原
則
と
し
て
唱
道
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
が
,
日
米
国
力
の

消
長
の
結
果
'
遂
に
ワ
シ
ン
-
ン
会
議

=

九
…

1

=
年
)
を
転
機
と
し
て
,
｢拡
張
解
釈
さ
れ
た
門
戸
開
放
主
義
｣
が

｢普
遍
｣

原
則
と
な
り
'
我
国
の
主
張
す
る

｢特
殊
地
位
｣
が

｢特
殊
｣
原
則
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
｡

特
殊
地
位
の
保
持
を
中
心
と
す
る
我
が
大
陸
政
策
と
,
門
戸
開
放
主
義
を
理
念
と
す
る
米
国
極
東
政
策
の
戦
ひ
は
,
必
然
的
に
我
国

に
不
利
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､

一
方
が
国
民
的
生
存
権
を
守
ら
ん
と
す
る

｢持
た
ざ
る
者
｣
の
死
活
的
主
張
で
あ
る
に
反
し
､
他
方

しゃく

なんぴと

は
自
己
の
生
活
に
余
裕
縛
々
た
る

｢持
て
る
者
｣
の
赤
十
字
的
主
張
で
あ
り
,
何

人
の
眼
に
も
後
者
が
前
者
よ
り
正
し
く

美
し
く
映

ず
る
か
ら
で
あ
る
｡
｢時
に
よ
っ
て
は
主
義
の
擁
護
者
た
る
栄
誉
を
求
め
ん
と
し
,
ま
た
時
に
よ
っ
て
は
実
質
的
利
益
に
均
霧
を
獲
ん

きんてん

え

と
す
る
の
が
真
相
な
る
に
拘
ら
ず
'
米
国
の
対
満
活
動
の
進
退
の
殆
ど
悉
-
が
門
戸
開
放

･
機
会
均
等
と
云
ふ
美
し
き
標
識
に
結
び
つ

け
ら
れ
て
説
明
さ
れ
'
し
か
も
多
-
の
場
合
'
第
=
著

に
あ
た
か
も
自
国
が
被
害
者
か
の
如
き
立
場
を
感
ぜ
し
め
る
の
は
,
畢
尭
米
国

ひ
つきよう

の
対
満
外
交
が
擬
装
に
巧
妙
な
る
た
め
で
あ
る
｣
と
は
,
満
洲
事
変
を
門
戸
開
放
主
義
の
違
反
で
あ
る
と
し
た
米
国
の
対
日
非
難
に
対

す
る
英
修
道
博
士
の
反
論
で
あ
る

(r清
洲
国
と
門
戸
開
放
問
題
｣)0

先
に
述
べ
た
如
く
'
門
戸
開
放
主
義
の
内
容
が
著
し
-
拡
大
せ
ら
れ
'
変
質
を
遂
げ
る
に
至
っ
た
た
め
'
日
米
間
に
解
釈
の
相
違
をいわ

生
ず
る
結
果
と
な
っ
た
が
'
そ
の
や
う
な
解
釈
や
理
解
の
相
違
が
完
全
に
調
整
さ
れ
ぬ
ま
ま
､
こ
の
門
戸
開
放
主
義
は

一
九

一
五
年

所

ゆる謂

｢
二
十

1
ヵ
条
問
題
｣
の
際
､
ブ
ラ
イ
ア
ン
国
務
長
官
の

｢
不
承
認
主
義
｣
を
生
み
'
次
い
で
一
九
二
二
年
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
於

け
る

｢支
那
に
関
す
る
九
国
条
約
｣
の
中
心
思
想
と
な
り
二

九
三

一
年
の
清
洲
事
変
で
は
米
ス
チ
ム
ソ
ン
国
務
長
官
の

｢
不
承
認
主

義
｣
に
論
拠
を
提
供
し
､
支
那
事
変
で
は
米
国
の
日
本
非
難
の
口
実
せ
な
り
､
更
に
1
九
四
1
年
日
米
交
渉
で
は
ハ
ル
国
務
長
官
の
硬

直
せ
る
原
則
尊
重
主
義
の
中
に
組
込
ま
れ
､
遂
に
は
か
の
ハ
ル
･
ノ
ー
ト
に
於
け
る
米
側
要
求
と
な
っ
て
日
米
開
戦
を
導
く
こ
と
に
な

っ
た
｡
な
は
,
戦
後
の
東
京
裁
判
に
於
て
'
日
本
が
侵
犯
し
た
国
際
条
約
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
九
国
条
約
が
'
門
戸
開
放
を
根

本
理
念
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
｡

こ
の
や
う
に
,
門
戸
開
放
主
義
の
形
は
時
代
や
情
勢
と
共
に
変
じ
っ
つ
も
'
そ
の
根
本
主
義
は
極
東
に
於
け
る
日
米
間
の
最
大
争
点

と
し
て
遂
に
解
決
さ
れ
ぬ
ま
ま
だ
っ
た
の
で
あ
り
'
日
米
五
十
年
の
抗
争
の
最
深
部
に
伏
流
し
続
け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
｡
実
に
門
戸

開
放
主
義
こ
そ
は
'
半
世
紀
に
わ
た
る
日
米
関
係
の
推
移
と
大
東
亜
戦
争
の
史
的
背
景
を
考
察
す
る
上
で
'
最
重
要
視
点
を
提
供
す
る

問
題
と
云
へ
る
｡

第
三
節

露
国
の
南
侵
と
日
英
同
盟

北
浦
事
変
と
日
本
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