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あ
る
都
市
か
国
家
が
権
力
を
地
理
的
に
膨
ら
ま
せ
て
︑
支
配
下
の
領
域
を

拡
大
す
る
時
︑
そ
れ
は
帝
国
と
呼
ば
れ
る
︒
一
般
に
言
え
ば
帝
国
は
︑
中
心

政
体
が
膨
張
し
て
外
国
の
領
土
︑
人
々
ま
で
覆
っ
て
︑
そ
の
空
間
と
住
民
を

中
心
政
体
に
包
摂
す
る
事
だ
︒

　
あ
ら
ゆ
る
帝
国
は
必
ず
こ
の
特
徴
を
見
せ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
帝

国
に
よ
っ
て
︑
中
心
政
体
の
膨
ら
み
方
が
異
な
っ
て
︑
権
力
の
膨
張
を
具
体

的
に
ど
う
管
理
す
る
か
︵
そ
れ
か
ど
う
管
理
し
損
な
う
か
︶
も
大
き
く
変
わ
る
︒

あ
る
意
味
で
︑
帝
国
は
政
治
的
養
子
縁
組
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
形
成
さ
れ

る
か
ら
︑
人
間
関
係
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
部
分
も
あ
る
︒

　
大
日
本
帝
国
の
場
合
︑
帝
国
の
本
格
的
膨
張
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
自
由
貿
易

体
制
と
資
本
主
義
体
制
の
崩
壊
を
背
景
と
し
て
お
り
︑
そ
れ
と
同
時
に
大
日

本
帝
国
の
膨
張
が
白
人
に
よ
る
ア
ジ
ア
で
の
植
民
地
支
配
の
動
揺
を
も
た
ら

し
た
の
で
︑
大
日
本
帝
国
の
建
築
は
日
本
と
周
辺
諸
国
と
の
間
の
経
済
的
︑

政
治
的
安
定
を
求
め
な
が
ら
企
画
さ
れ
た
︒
当
時
の
経
済
︑
政
治
の
諸
問
題

を
超
克
す
る
方
法
と
し
て
︑
日
本
の
政
治
家
︑
軍
事
指
導
者
な
ど
が
︑
大
日

本
帝
国
を
ア
ジ
ア
と
太
平
洋
に
ま
で
拡
張
す
る
﹁
大
東
亜
共
栄
圏
﹂
と
い
う

ア
ウ
タ
ル
キ
ー
圏
を
構
想
し
て
実
現
を
試
み
た
︒
大
東
亜
共
栄
圏
は
︑
大
日

本
帝
国
の
膨
張
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
︑
大
日
本
帝
国
の
﹁
他
者
﹂
と
の
付
き

合
い
方
の
基
本
に
も
な
っ
た
︒

　
お
そ
ら
く
読
者
に
と
っ
て
﹁
大
東
亜
共
栄
圏
﹂
は
︑
お
な
じ
み
の
フ
レ
ー

ズ
か
と
思
う
︒
大
日
本
帝
国
︑
も
し
く
は
十
五
年
戦
争
に
関
す
る
歴
史
の
本

で
︑﹁
大
東
亜
共
栄
圏
﹂
は
よ
く
言
及
さ
れ
る
︒
昭
和
十
五
年
︵
一
九
四
〇

年
︶
八
月
に
︑
外
務
大
臣
か
ら
拓
務
大
臣
に
な
っ
た
ば
か
り
の
松
岡
洋
右
が

ラ
ジ
オ
放
送
で
大
東
亜
共
栄
圏
を
発
表
し
て
︑
政
治
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

書 

評ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
A
・
イ
エ
レ
ン

『 
大
東
亜
共
栄
圏
―
―
総
帝
国
が
総
戦
争
に
出
会
っ
た
時
』
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に
な
っ
て
い
た
﹁
新
秩
序
﹂
を
ア
ジ
ア
に
も
た
ら
す
意
志
を
強
調
し
た
瞬
間

か
ら
︑﹁
大
東
亜
共
栄
圏
﹂
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
ア
ジ
ア
で
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
︒
大
日
本
帝
国
の
指
導
者
が
松
岡
の
希
望
を
裏
切
っ
て
太

平
洋
戦
争
の
引
き
金
を
引
い
た
理
由
も
︑
大
東
亜
共
栄
圏
の
実
現
に
あ
る
と

歴
史
の
書
籍
で
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
い
る
︒

　
し
か
し
︑
そ
の
大
東
亜
共
栄
圏
と
は
い
っ
た
い
︑
な
ん
だ
っ
た
の
か
︒
日

本
と
ア
ジ
ア
の
近
現
代
史
に
お
い
て
︑
極
め
て
重
要
な
概
念
な
の
に
︑
大
東

亜
共
栄
圏
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
︑
説
明
は
意
外
に
困
難
だ
︒
香
港

中
文
大
学
准
教
授
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
イ
エ
レ
ン
氏
が
最
近
出
版
し
た
﹃
大
東
亜

共
栄
圏
︱
︱
総
帝
国
が
総
戦
争
に
出
会
っ
た
時
﹄
は
︑
大
東
亜
共
栄
圏
を
主

題
と
す
る
英
語
で
書
か
れ
た
最
初
の
単
行
本
だ
︒
大
東
亜
共
栄
圏
は
大
日
本

帝
国
の
思
想
的
骨
組
み
を
知
る
上
で
不
可
欠
の
概
念
だ
が
︑
一
九
四
二
年
二

月
︑
当
時
の
総
理
大
臣
・
陸
軍
大
臣
の
東
條
英
機
が
あ
る
会
議
で
︑﹁
国
防

圏
﹂
と
﹁
共
栄
圏
﹂
と
の
違
い
が
分
か
ら
な
い
と
告
白
す
る
ほ
ど
︑
そ
の
本

質
を
掴
む
の
は
難
し
い
︵p. 4

︶︒
歴
史
的
意
義
が
非
常
に
高
い
の
に
︑
理
解

度
が
非
常
に
低
い
大
東
亜
共
栄
圏
の
研
究
を
進
め
る
た
め
に
は
︑
資
料
館
な

ど
で
の
徹
底
し
た
調
査
や
背
景
研
究
に
基
づ
い
た
イ
エ
レ
ン
氏
の
こ
の
本
が

必
読
の
一
冊
だ
︒

　
大
日
本
帝
国
の
み
な
ら
ず
︑
全
て
の
帝
国
は
︑﹁
想
像
﹂
と
﹁
現
実
﹂
と
の

競
争
だ
と
言
え
よ
う
︒
目
標
と
す
る
地
政
学
的
結
果
が
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
を

実
現
し
よ
う
と
す
る
前
途
に
は
様
々
な
妨
害
や
挫
折
が
待
っ
て
い
る
は
ず
だ
︒

想
像
さ
れ
た
帝
国
と
︑
厳
し
い
現
実
と
の
衝
突
が
︑
歴
史
を
作
り
出
す
わ
け

だ
︒
二
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
区
切
ら
れ
て
い
る
こ
の
イ
エ
レ
ン
氏
の
本
は
見

事
に
帝
国
の
二
分
性
を
反
映
す
る
︒

　
パ
ー
ト
1
は
﹁
想
像
さ
れ
る
共
栄
圏
﹂
で
︑
日
本
が
一
九
三
〇
年
代
に
ど

う
い
う
政
治
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
か
を
詳
細
に
説
明
す
る
︒
想
像
を
束
縛

す
る
政
治
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
つ
く
づ
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
︒
第
1
章
﹁
虎
穴

に
入
っ
て
﹂
は
︑
一
九
四
〇
年
九
月
に
締
結
さ
れ
た
日
独
伊
三
国
軍
事
同
盟

の
政
治
文
脈
を
分
析
す
る
章
だ
︒
日
独
伊
三
国
軍
事
同
盟
は
︑
十
九
世
紀
に

有
力
だ
っ
た
勢
力
圏
外
交
の
延
長
線
上
に
形
作
ら
れ
た
と
イ
エ
レ
ン
は
解
釈

す
る
︒
当
同
盟
は
ソ
連
の
膨
張
と
威
嚇
に
制
限
を
掛
け
る
た
め
に
締
結
さ
れ

た
と
み
な
す
の
が
一
般
的
理
解
だ
が
︑
イ
エ
レ
ン
の
結
論
は
異
な
る
︒
ア
ジ

ア
に
お
け
る
白
人
支
配
に
終
止
符
を
打
つ
と
い
う
大
日
本
帝
国
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
ド
イ
ツ
を
干
渉
さ
せ
な
い
た
め
に
︑
松
岡
洋
右
が
そ
の
同
盟
を
強
く

望
ん
で
い
た
︑
と
い
う
の
だ
︒
確
か
に
︑
大
日
本
帝
国
が
大
胆
に
挑
ん
だ
汎

ア
ジ
ア
主
義
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
イ
エ
レ
ン
の
解
釈
に
は
説

得
力
が
あ
る
︒

　
第
2
章
で
は
︑
勢
力
圏
の
歴
史
を
も
っ
と
深
く
堀
り
下
げ
る
︒
一
八
八
四

年
~
一
八
八
五
年
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
︑
い
わ
ゆ
る
ア
フ
リ
カ
分
割
を
定

め
る
ベ
ル
リ
ン
会
議
が
一
九
三
〇
年
代
の
勢
力
圏
交
渉
に
概
念
的
影
響
を
与

え
て
い
た
と
イ
エ
レ
ン
は
主
張
す
る
︵pp. 49–50

︶︒
し
か
し
︑
よ
り
大
き
な

ポ
イ
ン
ト
は
︑
松
岡
の
考
え
方
で
あ
る
と
彼
は
指
摘
す
る
︒
大
日
本
帝
国
は
︑
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十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
と
異
な
り
︑
支
配
さ
れ
る
国
々
と
協
力
し
て

﹁
共
栄
圏
﹂
を
築
く
べ
き
だ
と
松
岡
は
思
っ
て
い
た
と
い
う
︵p. 50

︶︒

　
こ
の
本
の
も
う
一
つ
の
主
な
テ
ー
マ
が
こ
こ
で
浮
か
び
上
が
る
︒
八
紘
一

宇
だ
︵p. 57
︶︒
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
帝
国
主
義
諸
国
の
単

な
る
圧
政
帝
国
主
義
と
の
差
別
化
を
図
り
︑
大
日
本
帝
国
の
帝
国
主
義
を
ブ

ラ
ン
ド
化
す
る
た
め
に
提
唱
さ
れ
た
も
の
だ
︒
八
紘
一
宇
と
言
う
の
は
天
皇

を
中
心
に
し
て
︑
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
現
地
産
業
の
発
展
と
現
地
住
民
の

独
立
を
大
前
提
に
置
い
た
︑
家
族
的
な
帝
国
主
義
を
意
味
す
る
合
言
葉
だ

︵p. 62

︶︒
つ
ま
り
ア
ジ
ア
の
新
秩
序
は
︑
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
帝
国
主
義
に

よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
︑
と
大
日
本
帝
国
は
主
張
し
た
の
だ
︒
八
紘
一
宇
は
︑

大
東
亜
共
栄
圏
と
同
じ
く
歴
史
書
に
頻
出
す
る
フ
レ
ー
ズ
だ
が
︑
八
紘
一
宇

の
意
義
と
適
用
の
方
法
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
︑
イ
エ
レ

ン
が
こ
の
本
で
八
紘
一
宇
の
詳
細
を
探
求
し
た
事
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
︒

　
八
紘
一
宇
も
大
東
亜
共
栄
圏
も
︑
対
米
戦
争
が
意
識
さ
れ
る
中
で
︑
変
質

し
て
い
っ
た
︒
一
九
四
一
年
の
半
ば
ぐ
ら
い
か
ら
︑
大
東
亜
共
栄
圏
の
建
設

が
大
日
本
帝
国
の
最
優
先
目
的
に
な
っ
た
と
イ
エ
レ
ン
は
言
う
︵p. 71

︶︒
ア

メ
リ
カ
と
の
戦
争
が
ほ
ぼ
確
実
だ
と
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
の
時
か

ら
︑
日
本
の
﹁
自
存
自
衛
﹂
を
周
り
の
国
々
の
発
展
と
独
立
の
夢
と
絡
め
る

形
で
︑
大
東
亜
共
栄
圏
の
理
想
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
実
際
に
は
︑

大
日
本
帝
国
が
間
も
無
く
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
命
懸
け
の
大
戦
争
に
必

要
な
資
源
な
ど
を
獲
得
す
る
た
め
に
︑
日
本
が
ア
ジ
ア
諸
国
を
侵
略
す
る
と

い
う
考
え
だ
っ
た
と
イ
エ
レ
ン
は
主
張
す
る
︵pp. 71–75

︶︒

　
第
3
章
は
︑
イ
エ
レ
ン
に
よ
る
日
本
語
資
料
の
分
析
の
大
き
な
成
果
で
も

あ
る
︒
日
本
国
内
の
大
東
亜
共
栄
圏
と
八
紘
一
宇
を
巡
る
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
︑

同
時
に
激
し
く
な
っ
た
﹁「
国
体
」
と
は
何
か
﹂
に
関
す
る
議
論
な
ど
を
︑
イ

エ
レ
ン
は
多
角
的
に
検
討
す
る
︒
例
え
ば
同
志
社
大
学
教
授
田
村
徳
治

︵p. 96

︶
や
︑
大
東
亜
問
題
調
査
会
︵p. 83

︶︑
外
務
大
臣
東
郷
茂
徳
︵p. 92

︶

な
ど
︑
大
日
本
帝
国
が
歩
む
べ
き
道
に
つ
い
て
様
々
な
意
見
が
あ
っ
て
︑﹁
想

像
﹂
に
も
大
き
な
亀
裂
が
入
っ
た
わ
け
だ
︒﹁
共
栄
を
想
像
し
て
﹂
と
題
す
る

こ
の
章
は
︑
イ
エ
レ
ン
の
パ
ー
ト
1
の
中
締
め
と
し
て
︑
日
本
国
内
で
の
大

東
亜
共
栄
圏
に
関
す
る
考
え
方
を
紹
介
す
る
︒

　
パ
ー
ト
2
︑﹁
争
わ
れ
る
圏
﹂
は
︑
想
像
さ
れ
た
大
東
亜
共
栄
圏
が
ど
う

や
っ
て
実
現
さ
れ
た
か
を
詳
し
く
説
明
す
る
パ
ー
ト
だ
︒
こ
こ
で
イ
エ
レ
ン

は
﹁
協
力
者
﹂
の
歴
史
的
位
置
づ
け
に
も
考
慮
す
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
協
力

者
﹂
は
︑
英
語
で
言
う
と
﹁collaborator

﹂︑
か
な
り
負
の
印
象
を
帯
び
て
い

る
︒
売
国
奴
に
近
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
あ
り
︑
自
国
を
裏
切
っ
て
侵
略
者
で
あ

る
外
国
軍
隊
な
ど
と
協
力
す
る
人
を
指
す
﹁
協
力
者
﹂
だ
が
︑
大
日
本
帝
国

の
代
表
者
な
ど
が
外
国
で
ど
う
や
っ
て
現
地
の
﹁
協
力
者
﹂
と
手
を
結
ん
だ

か
︑
イ
エ
レ
ン
が
こ
の
パ
ー
ト
で
予
断
を
排
し
て
検
証
す
る
︒
焦
点
を
当
て

る
の
は
︑
大
日
本
帝
国
に
と
っ
て
二
つ
の
重
要
な
国
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
ビ
ル

マ
だ
︒
第
4
章
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
︑
ビ
ル
マ
の
歴
史
的
背
景
︑
植
民
地
と
し
て

の
状
況
な
ど
を
説
明
し
て
︑
二
つ
の
国
の
﹁
協
力
者
﹂
の
動
機
と
︑
大
日
本



書評

267

帝
国
と
の
関
わ
り
方
を
分
析
す
る
︒

　
第
5
章
で
一
九
四
三
年
十
一
月
に
帝
国
議
会
議
事
堂
で
開
か
れ
た
大
東
亜

会
議
が
登
場
す
る
︒
こ
の
会
議
で
東
條
首
相
は
︑
大
日
本
帝
国
に
よ
っ
て
築

か
れ
つ
つ
あ
る
汎
ア
ジ
ア
主
義
に
基
づ
く
ア
ジ
ア
で
の
新
秩
序
を
説
明
し
て
︑

大
日
本
帝
国
が
英
米
な
ど
に
よ
る
植
民
地
主
義
か
ら
の
解
放
を
も
た
ら
し
て

い
る
と
強
調
し
た
︵p. 151
︶︒
会
議
に
出
席
し
て
い
た
ビ
ル
マ
の
独
立
運
動

家
バ
ー
・
モ
ウ
と
イ
ン
ド
の
独
立
運
動
家
ス
バ
ス
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ボ
ー
ス

は
東
條
の
発
表
を
肯
定
的
に
受
け
入
れ
た
が
︑
中
国
の
代
表
者
汪
兆
銘
︑

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
大
統
領
ホ
セ
・
P
・
ラ
ウ
レ
ル
︑
そ
れ
か
ら
タ
イ
の
外
交
者

ワ
ン
ワ
イ
タ
ヤ
ー
コ
ー
ン
親
王
は
懐
疑
的
だ
っ
た
︵pp. 151–155

︶︒
こ
の
章

で
扱
っ
た
時
期
に
は
︑﹁
大
東
亜
共
栄
圏
﹂
の
意
味
の
移
り
変
わ
り
が
と
り
わ

け
顕
著
だ
︒
大
東
亜
会
議
で
採
択
さ
れ
た
大
東
亜
共
同
宣
言
は
︑
一
九
四
一

年
八
月
に
ア
メ
リ
カ
大
統
領
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
と
大
英
国
帝

国
首
相
ウ
イ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル
が
署
名
し
た
﹁
大
西
洋
憲
章
﹂
の
太

平
洋
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
う
性
格
を
持
ち
︑
一
九
四
三
年
の
終
わ
り
頃
か
ら
大

日
本
帝
国
は
よ
り
自
由
主
義
的
な
帝
国
を
標
榜
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
イ
エ

レ
ン
は
主
張
す
る
︵p. 164

︶︒
大
日
本
帝
国
と
そ
れ
に
関
連
す
る
想
像
も
実

現
も
︑
決
し
て
日
本
側
が
一
方
的
に
進
め
た
だ
け
で
は
な
い
︒

　
第
6
章
は
︑
戦
争
状
態
が
悪
化
す
る
に
伴
っ
て
︑
大
日
本
帝
国
の
指
導
者

が
想
像
し
て
︑
建
設
し
た
大
東
亜
共
栄
圏
の
一
部
で
あ
る
ビ
ル
マ
と
フ
ィ
リ

ピ
ン
が
独
立
す
る
と
同
時
に
︑
連
合
国
に
宣
戦
す
る
よ
う
ビ
ル
マ
︑
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
指
導
者
と
交
渉
し
た
流
れ
を
紹
介
す
る
︒
結
び
の
章
で
は
︑
日
本
の

敗
戦
後
も
︑
八
紘
一
宇
の
理
想
が
生
き
続
け
た
と
い
う
認
識
に
つ
い
て
論
じ

る
︒
元
大
東
亜
共
栄
圏
の
国
々
の
独
立
と
︑
日
本
が
指
導
す
る
経
済
発
展
は
︑

戦
後
世
界
に
適
応
す
る
形
で
再
生
し
た
大
東
亜
共
栄
圏
だ
と
い
う
の
だ
︒
拓

殖
大
学
学
長
で
あ
る
予
備
役
軍
人
の
宇
垣
一
成
が
一
九
四
五
年
八
月
十
一
日

に
こ
の
よ
う
な
希
望
と
︑
大
日
本
帝
国
が
挑
戦
し
た
事
へ
の
誇
り
を
主
張
し

た
事
実
を
イ
エ
レ
ン
は
指
摘
し
て
︑
戦
前
︑
戦
中
︑
そ
し
て
戦
後
に
お
け
る

政
治
方
針
の
変
遷
と
思
想
の
一
致
性
を
共
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
︵p. 212

︶︒

　
大
日
本
帝
国
の
思
想
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
︑
つ
ま
り
汎
ア
ジ
ア
主
義
︑
大

東
亜
共
栄
圏
︑
八
紘
一
宇
な
ど
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
︑
そ
れ
ら
が
ど
う
や
っ
て

オ
ン
・
ザ
・
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
実
現
さ
れ
た
︵
ま
た
は
さ
れ
な
か
っ
た
︶
か
に
つ

い
て
論
じ
た
本
書
は
︑
大
日
本
帝
国
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
大
き
な

貢
献
を
果
た
し
た
︒

　
大
日
本
帝
国
が
白
人
至
上
主
義
に
対
し
て
立
ち
向
か
っ
て
勝
負
し
た
詳
細

を
書
い
た
ア
メ
リ
カ
人
歴
史
家
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ホ
ー
ン
教
授
の
著
書
を
予
め

読
ん
で
か
ら
﹃
大
東
亜
共
栄
圏
︱
︱
総
帝
国
が
総
戦
争
に
出
会
っ
た
時
﹄
を

読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
︒
ア
ジ
ア
で
の
白
人
至
上
主
義
が
ど
れ
だ
け
酷
か
っ

た
か
を
知
っ
た
上
で
大
日
本
帝
国
を
再
考
す
る
事
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
思

う
︒
イ
エ
レ
ン
氏
が
描
写
す
る
通
り
︑
大
東
亜
共
栄
圏
は
︑
虚
し
い
ス
ロ
ー

ガ
ン
で
は
な
く
︑﹁
想
像
﹂
と
﹁
現
実
﹂
と
の
境
目
に
叫
ば
れ
た
︑
必
死
の
戦

い
の
気
合
だ
っ
た
︒


