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は
じ
め
に

　「
近
世
近
代
移
行
期
の
海
域
世
界
と
国
家
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ

い
て
イ
ン
ド
洋
海
域
世
界
を
対
象
に
考
察
す
る
際
、
ま
ず
注
意
す
べ

き
は
、
長
ら
く
こ
の
海
域
世
界
を
対
象
と
し
た
研
究
で
「
近
代
」
が

語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ

れ
は
定
義
次
第
で
さ
ま
ざ
ま
な
「
近
代
」
を
想
定
し
う
る
が
、
そ
れ

ま
で
と
は
異
な
る
、
現
代
に
よ
り
連
続
性
の
高
い
時
代
と
し
て
「
近

代
」
を
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
世
界
経
済
へ
の
包
摂
で
あ
る
と
か
、

植
民
地
化
の
進
展
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
は
、
こ
の
海
域
世
界
に
そ
う

し
た
意
味
で
の
「
近
代
」
を
も
た
ら
し
た
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
従
来
の
こ
の
分
野
の
研
究
の

文
脈
で
は
、そ
れ
ら
は
現
代
へ
と
向
か
う
こ
の
歴
史
世
界
の
「
変
化
」

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
存
在
し
て
き
た
こ
の
世

界
の
「
崩
壊
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
対
象
が
崩
壊
し
て
し

ま
え
ば
そ
の
対
象
は
語
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ド
洋
海
域

世
界
史
に
お
い
て
は
長
ら
く
「
近
代
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。「
近
代
」
と
し
て
語
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
世
界
経
済
へ
の
包
摂
で

あ
る
と
か
、
植
民
地
化
の
進
展
は
、
世
界
経
済
や
植
民
地
と
い
っ
た

枠
組
み
の
な
か
で
語
ら
れ
る
対
象
と
し
て
、
イ
ン
ド
洋
海
域
世
界
の

歴
史
家
た
ち
は
長
ら
く
そ
の
叙
述
を
放
棄
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
よ

り
具
体
的
な
時
期
区
分
と
し
て
は
、
一
七
五
〇
年
頃
が
従
来
の
歴
史

報
告
二

　
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
に
お
け
る
近
世
・
近
代
移
行
期
と

　
そ
の
矛
盾
　
　
―
奴
隷
制
・
奴
隷
交
易
の
展
開
に
着
目
し
て
―

鈴
　
木
　
英
　
明
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イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
に
お
け
る
近
世
・
近
代
移
行
期
と
そ
の
矛
盾
（
鈴
木
）

家
た
ち
に
と
っ
て
こ
の
歴
史
世
界
の
「
崩
壊
期
」
で
あ
っ
た
（
１
）

。

　
し
か
し
、
お
よ
そ
二
一
世
紀
に
入
る
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
断
絶
を
踏

み
越
え
、
現
代
ま
で
を
見
通
そ
う
と
す
る
通
史
が
著
わ
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
た
と
え
ば
、
マ
イ
ケ
ル
・
ピ
ア
ソ
ン
の
『
イ
ン
ド
洋
』
は

二
〇
世
紀
ま
で
を
そ
の
叙
述
対
象
と
し
て
お
り
、
従
来
の
多
く
の
研

究
の
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
伝
播
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
東
イ
ン
ド

会
社
の
進
出
を
こ
の
海
域
世
界
の
画
期
と
し
て
い
な
い
点
で
も
イ
ン

ド
洋
海
域
世
界
の
通
史
に
関
す
る
新
し
い
潮
流
の
代
表
作
と
い
え
よ

う
（
２
）

。
こ
の
よ
う
な
二
〇
世
紀
ま
で
を
視
野
に
収
め
た
通
史
に
、
ス
ガ

タ
・
ボ
ー
ス
は
積
極
的
な
意
味
を
付
与
す
る
。
つ
ま
り
、
ボ
ー
ス
は

一
八
世
紀
の
大
き
な
変
化
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
を
イ
ン
ド
洋
海

域
世
界
と
い
う
枠
組
み
で
語
ら
な
い
こ
と
自
体
が
、
植
民
地
支
配
へ

の
移
行
期
に
お
け
る
変
化
の
カ
ギ
と
な
る
要
素
の
探
求
を
妨
げ
て
い

る
と
従
来
の
研
究
を
鋭
く
批
判
す
る
。
加
え
て
、「
崩
壊
」
を
理
由

に
分
析
の
舞
台
と
し
て
の
イ
ン
ド
洋
海
域
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
西

洋
対
非
西
洋
、
そ
し
て
そ
れ
に
付
随
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
二
項
対
立
概

念
を
突
き
崩
す
方
法
論
の
発
達
を
放
棄
す
る
行
為
で
も
あ
る
と
主
張

す
る
（
３
）
。
本
稿
の
立
場
は
、こ
の
ボ
ー
ス
の
批
判
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

と
り
わ
け
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
奴
隷
制
・

奴
隷
交
易
の
趨
勢
を
た
ど
り
な
が
ら
、イ
ン
ド
洋
海
域
の
な
か
で
も
、

と
り
わ
け
ア
フ
リ
カ
大
陸
東
部
沿
岸
か
ら
イ
ン
ド
亜
大
陸
西
岸
の
あ

い
だ
に
拡
が
る
そ
の
西
海
域
、
そ
し
て
そ
の
周
辺
に
生
き
た
人
々
が

経
験
し
た
近
世
・
近
代
移
行
期
を
、「
国
家
」
や
「
海
域
」
と
い
っ

た
キ
ー
タ
ー
ム
に
留
意
し
な
が
ら
、
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

　
イ
ン
ド
洋
西
海
域
と
そ
の
周
辺
諸
社
会
（
４
）

を
対
象
に
こ
の
よ
う
な

テ
ー
マ
を
設
定
し
た
場
合
、
多
様
な
具
体
的
検
討
対
象
を
想
起
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
筆
者
が
奴
隷
制
・
奴
隷
交
易

に
焦
点
を
当
て
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
き
な
矛
盾
を
抽
出
で
き

る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
近
代
世
界
シ
ス
テ

ム
へ
の
包
摂
と
奴
隷
制
・
奴
隷
交
易
の
消
滅
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
で

あ
る
。
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
へ
の
包
摂
を
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺

諸
社
会
が
世
界
の
他
の
社
会
と
よ
り
密
接
に
結
び
付
く
な
か
で
生
じ

た
現
象
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
に
大
き
な
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
旧

来
の
研
究
の
文
脈
で
は
、
そ
れ
は
こ
の
歴
史
世
界
の
「
崩
壊
」
を
も

た
ら
し
た
直
接
的
な
要
因
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
研
究
が
画
期

と
み
な
し
た
出
来
事
に
大
き
な
重
要
性
を
付
与
し
な
い
先
述
の
ピ
ア

ソ
ン
も
そ
の
一
方
で
、
西
欧
に
お
け
る
産
業
革
命
や
資
本
主
義
の
発

達
が
一
八
〇
〇
年
頃
か
ら
こ
の
海
域
世
界
に
構
造
的
、
な
い
し
は
質

的
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
く
と
考
え
る
（
５
）
。
奴
隷
制
・
奴
隷
交
易
は

こ
の
海
域
と
そ
の
周
辺
諸
社
会
に
お
い
て
非
常
に
長
い
歴
史
を
持

ち
、
各
社
会
に
深
く
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の
―
―
そ
の
長
い
歴
史
に
較
べ

れ
ば
―
―
非
常
に
短
い
期
間
の
う
ち
に
、
少
な
く
と
も
法
的
に
消
滅
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す
る
。
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
と
そ
の
周
辺
諸
社
会
に
固
有
の

現
象
で
は
な
く
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
世
界
の

各
地
で
み
ら
れ
た
世
界
史
的
な
共
通
体
験
の
一
部
で
も
あ
っ
た
（
６
）
。
つ

ま
り
、
奴
隷
制
・
奴
隷
交
易
の
消
滅
も
ま
た
世
界
規
模
の
連
関
の
進

展
の
な
か
で
生
じ
た
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
世
界
シ
ス
テ

ム
へ
の
包
摂
と
は
、
以
下
の
よ
う
に
矛
盾
し
た
関
係
に
あ
る
。

　
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
と
そ
の
周

辺
は
い
わ
ゆ
る
周
縁
地
域
に
相
当
し
、
世
界
規
模
の
分
業
体
制
の
な

か
で
、
農
作
物
の
大
量
生
産
が
求
め
ら
れ
る
役
回
り
を
与
え
ら
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
マ
ス
カ
レ
ー
ニ
ュ
諸
島
の
砂
糖
、
ザ
ン
ジ
バ

ル
島
の
ク
ロ
ー
ヴ
な
ど
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
済
が
浸
透
し
て
い

く
社
会
が
こ
の
海
域
の
周
辺
に
少
な
く
な
い
。
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

が
経
済
の
核
に
な
る
た
め
に
は
労
働
力
の
増
加
が
必
須
で
あ
る
。
イ

ン
ド
洋
西
海
域
と
そ
の
周
辺
諸
社
会
の
場
合
、
そ
う
し
た
労
働
力
源

が
奴
隷
に
求
め
ら
れ
て
い
き
、
実
際
に
ザ
ン
ジ
バ
ル
島
な
ど
で
は
ア

フ
リ
カ
大
陸
部
か
ら
大
量
の
奴
隷
流
入
を
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
の
労
働
力
需
要
の
激
増
と
い
う
現
象
と
同
時
並
行
し
て
、
奴
隷
交

易
は
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
強
い
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
も
と
に
監
視
・
取

り
締
ま
り
を
受
け
着
実
に
消
滅
へ
の
途
を
た
ど
っ
て
い
き
、
奴
隷
制

も
そ
の
あ
と
を
追
い
、
法
的
に
は
消
滅
す
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
力

需
要
の
増
加
と
労
働
力
を
担
保
す
る
交
易
の
消
滅
、
世
界
商
品
の
継

続
的
な
生
産
と
奴
隷
制
の
消
滅
と
い
う
相
矛
盾
す
る
現
象
の
同
時
並

行
の
な
か
に
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
と
そ
の
周
辺
諸
社
会
の
近
世
・
近

代
移
行
期
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
姿
が
見
出
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

こ
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
に
お
け

る
奴
隷
制
の
在
り
方
を
大
づ
か
み
に
捉
え
た
う
え
で
、
奴
隷
労
働
力

需
要
の
増
加
を
た
ど
っ
て
い
く
。
次
に
こ
れ
と
同
時
並
行
し
て
い
た

奴
隷
交
易
の
消
滅
の
過
程
を
追
う
。
そ
う
し
て
双
方
を
視
界
に
収
め

た
う
え
で
、
相
矛
盾
す
る
現
象
が
ど
の
よ
う
な
現
実
を
生
み
出
し
て

い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
結
論
と
今
後

の
展
望
を
導
く
。

イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
に
お
け
る
奴
隷
制

　
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
の
諸
社
会
に
は
多
様
な
奴
隷
制
が
存
在
し

て
お
り
、
研
究
者
た
ち
は
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
定
義
を
得
る
こ
と
に

現
段
階
で
は
成
功
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
確
か
な
こ
と
は
、
大
西

洋
、
あ
る
い
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
事
例
か
ら
想
起
さ
れ
る

一
般
的
な
奴
隷
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
の

そ
れ
と
の
大
き
な
差
異
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
わ
れ
わ
れ
は
奴
隷
を

自
由
の
対
比
的
な
存
在
と
し
て
理
解
し
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
理
解

は
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
で
見
ら
れ
る
多
く
の
事
例
に
は
当

て
は
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
で
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
自
由

と
奴
隷
と
の
対
比
的
で
は
な
く
、
連
続
的
な
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
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イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
に
お
け
る
近
世
・
近
代
移
行
期
と
そ
の
矛
盾
（
鈴
木
）

奴
隷
身
分
で
な
い
人
間
が
奴
隷
よ
り
も
常
に
社
会
的
に
上
位
に
位
置

す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
マ
ム
ル
ー
ク
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
清

水
和
裕
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ス
ル
タ
ー
ン
の
「
イ
エ
」
の
一
員
で
あ

り
、
擬
制
的
な
父
ス
ル
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
社
会
的
地
位

と
権
力
と
を
享
受
す
る
そ
の
（
擬
制
的
な
）
子
で
あ
る
マ
ム
ル
ー
ク

は
、
一
般
大
衆
の
自
由
民
と
の
社
会
的
関
係
に
お
い
て
そ
の
上
位
に

位
置
し
て
い
た
（
７
）

。
さ
ら
に
、
こ
の
場
合
の
ス
ル
タ
ー
ン
と
マ
ム
ル
ー

ク
と
の
関
係
に
み
え
る
保
護
と
奉
仕
を
め
ぐ
る
関
係
は
個
人
的
な
紐

帯
で
あ
る
が
、
同
様
の
も
の
は
自
由
民
同
士
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
。
つ
ま
り
、
保
護
と
奉
公
の
関
係
の
連
鎖
と
し
て
社
会
的
関

係
を
見
る
な
ら
ば
、
奴
隷
は
そ
の
連
鎖
の
な
か
の
ど
こ
か
に
収
ま
る

存
在
で
あ
り
、
そ
の
位
置
は
必
ず
し
も
最
末
端
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

そ
れ
は
個
々
の
奴
隷
の
主
人
の
社
会
的
な
地
位
に
付
随
し
て
定
め
ら

れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
奴
隷
の
社
会
的
位
置
を
検

討
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
集
団
単
位
で
は
な
く
、
個
人
単
位
で
検
討
す

べ
き
で
あ
り
、
多
様
な
在
り
方
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
奴
隷
を
集
団
、
あ
る
い
は
階
級
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は

現
実
と
か
い
離
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
奴
隷
が
自
由
民
と
同
じ
一
連
の
保
護
と
奉
公
の
連

鎖
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
の
多

く
の
社
会
に
お
い
て
、
奴
隷
が
主
に
担
わ
さ
れ
て
い
た
の
が
主
人

と
離
れ
た
農
園
な
ど
で
の
労
働
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
主
人
と
極

め
て
近
い
場
所
で
行
う
家
内
労
働
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響

す
る
。
た
と
え
ば
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
東
部
沿
岸
の
ス
ワ
ヒ
リ
社
会

で
は
、
奴
隷
の
一
般
名
詞
は
ム
ト
ゥ
ム
ワ
（m

tum
w

a

、
複
数
形

w
atum

w
a

）
で
あ
り
、
原
義
は
「
つ
か
わ
れ
る
者
」
で
あ
る
。
こ

こ
で
の
「
つ
か
わ
れ
る
」
に
は
、「
用
い
ら
れ
る
」
と
「
遣
い
に
出

さ
れ
る
」
の
二
つ
の
意
味
が
含
意
さ
れ
る
（
８
）

。
す
な
わ
ち
、
ス
ワ
ヒ
リ

社
会
で
は
、奴
隷
と
は
原
義
的
に
は
主
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に「
つ

か
わ
れ
る
」
存
在
な
の
で
あ
り
、
と
き
に
主
人
の
代
理
を
果
た
す
こ

と
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
奴
隷
は
主
人
の
言
語
や
慣
習
、
文

化
一
般
を
体
得
し
、
ホ
ス
ト
社
会
の
一
員
と
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
た
（
９
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
海
域
周
辺
の
諸
社
会
で
は
、
奴
隷
の
ホ
ス

ト
社
会
へ
の
同
化
が
重
要
な
問
題
と
し
て
浮
上
す
る）
（1
（

。
ホ
ス
ト
社
会

か
ら
の
同
化
の
欲
求
に
上
手
に
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
主
人

の
社
会
的
地
位
よ
り
も
上
を
望
む
こ
と
は
難
し
か
っ
た
が
、
個
々
の

奴
隷
の
社
会
的
上
昇
は
可
能
で
あ
っ
た）
（（
（

。

　
加
え
て
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
の
諸
社
会
で
は
、
奴
隷
制
は
生

存
の
い
ち
手
段
と
し
て
も
機
能
し
た）
（1
（

。イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
お
い
て
は
、

奴
隷
は
確
か
に
所
有
者
で
あ
る
主
人
の
財
産
で
あ
り
、
そ
れ
は
家
畜

と
同
じ
く
「
声
を
発
す
る
財
産
」
で
あ
っ
た
も
の
の
、
主
人
は
奴
隷

の
衣
食
住
に
責
任
を
有
し
、
人
間
と
し
て
の
最
低
限
の
生
活
を
保
障

し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
生
殺
与
奪
の
権
利
は
も
ち
ろ
ん
主
人
に
は
な

く
、
過
度
の
懲
罰
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た）
（1
（

。
最
低
限
の
生
活
が
奴
隷
制
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に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
及
ぶ
社
会
に
限
ら

れ
な
い
。
天
候
不
順
や
獣
害
、
虫
害
な
ど
に
よ
る
飢
饉
が
頻
発
す
る

イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
各
地
で
は
、
そ
の
よ
う
な
危
機
に
際
し
て
、

自
ら
を
奴
隷
商
人
に
委
ね
た
り
、
あ
る
い
は
、
子
供
を
奴
隷
と
し
て

売
る
こ
と
で
、
そ
の
子
の
生
存
を
託
し
た
り
す
る
事
例
が
広
く
み
ら

れ
た）
（1
（

。

　
以
上
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
に
お
い
て
は
、

奴
隷
制
は
社
会
に
深
く
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の

維
持
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

世
界
経
済
へ
の
包
摂
と
労
働
力
需
要
の
増
加
、
そ
れ
に
伴
う
現

地
社
会
の
変
容

　
イ
ン
ド
洋
西
海
域
を
ま
た
に
か
け
た
奴
隷
交
易
の
規
模
に
つ
い
て

は
、
大
西
洋
奴
隷
交
易
研
究
の
よ
う
な
十
分
な
情
報
の
蓄
積
と
分
析

と
は
進
ん
で
お
ら
ず
、い
ま
だ
に
推
測
の
域
を
出
て
い
な
い
。
た
だ
、

ほ
ぼ
す
べ
て
の
推
測
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
の
は
、
一
九
世
紀
を

そ
の
最
盛
期
と
見
な
し
て
い
る
点
で
あ
る）
（1
（

。
こ
の
増
加
は
、
大
西
洋

方
面
へ
の
輸
出
の
拡
大
を
一
方
に
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
で
の
世

界
市
場
向
け
の
農
作
物
生
産
の
た
め
の
労
働
力
需
要
の
高
ま
り
を
も

う
一
方
に
し
て
生
じ
た）
（1
（

。
前
者
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る

奴
隷
需
要
と
大
西
洋
に
お
け
る
奴
隷
交
易
の
取
り
締
ま
り
の
強
化
を

プ
ル
要
因
に
、
一
八
世
紀
最
末
期
か
ら
一
八
三
〇
年
代
に
か
け
て
の

東
南
部
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
干
ば
つ
や
ム
フ
ァ
カ
ネ
と
呼
ば
れ
る

ズ
ー
ル
ー
王
国
の
遠
征
活
動
と
そ
れ
に
伴
う
戦
乱
に
よ
っ
て
東
南
部

ア
フ
リ
カ
で
奴
隷
の
大
量
供
給
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
プ
ッ
シ
ュ

要
因
に
挙
げ
ら
れ
る）
（1
（

。
た
と
え
ば
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
は
一
九
世
紀
を

通
し
て
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ
大
陸
へ
の
輸
出
奴
隷
数

に
お
い
て
第
三
位
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た）
（1
（

。
後
者
に
つ
い

て
は
、
た
と
え
ば
、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
島
で
は
、
す
で
に
一
八
二
二
年

の
時
点
で
、
砂
糖
が
こ
の
島
か
ら
の
輸
出
品
の
八
七
パ
ー
セ
ン
ト
を

占
め
る
一
方
で
、
一
八
二
〇
年
ま
で
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
モ
ザ
ン

ビ
ー
ク
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
奴
隷
が
ク
レ
オ
ー
ル
人
口
以
外
で
は
こ

の
島
で
最
大
規
模
の
集
団
に
な
っ
て
い
た）
（1
（

。
ま
た
、
ザ
ン
ジ
バ
ル
島

と
そ
の
隣
島
ペ
ン
バ
島
で
は
一
八
三
〇
年
代
に
「
ク
ロ
ー
ヴ
熱
狂
」

の
時
代
を
迎
え
、
一
八
三
九
／
四
〇
年
と
一
八
四
六
／
七
年
と
を
較

べ
れ
ば
、
ク
ロ
ー
ヴ
の
生
産
高
は
約
一
一
倍
に
増
加
し
て
い
る）
11
（

。
そ

の
後
も
、
ザ
ン
ジ
バ
ル
島
と
ペ
ン
バ
島
で
は
ク
ロ
ー
ヴ
の
増
産
が
続

い
た
。
こ
の
増
産
は
、
ク
ロ
ー
ヴ
樹
の
成
長
に
伴
う
ク
ロ
ー
ヴ
樹
一

本
当
た
り
の
生
産
量
の
増
加
だ
け
に
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ザ

ン
ジ
バ
ル
島
で
は
土
壌
が
ク
ロ
ー
ヴ
栽
培
に
適
し
た
北
西
部
を
中
心

に
開
墾
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
ザ
ン
ジ
バ
ル
島
お
よ
び

ペ
ン
バ
島
で
は
ク
ロ
ー
ヴ
の
み
な
ら
ず
、
コ
コ
ヤ
シ
や
砂
糖
の
プ
ラ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
栽
培
も
進
め
ら
れ
た
結
果
、
従
来
、
現
地
で
消
費
さ
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イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
に
お
け
る
近
世
・
近
代
移
行
期
と
そ
の
矛
盾
（
鈴
木
）

れ
る
食
糧
生
産
に
用
い
ら
れ
て
い
た
土
地
も
商
品
作
物
生
産
に
あ
て

が
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
増
加
す
る
人
口
に
対

し
て
島
内
の
み
で
十
分
な
食
糧
を
供
給
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て

い
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
マ
リ
ン
デ
ィ
近
郊
な
ど
、
ア
フ
リ
カ
大
陸

側
で
穀
物
な
ど
食
糧
生
産
の
た
め
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
新
た
に

作
ら
れ
て
い
く）
1（
（

。
つ
ま
り
、
商
品
作
物
用
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
食

糧
用
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
生
む
と
い
う
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
連

鎖
が
両
島
を
起
点
に
し
て
生
じ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
世
界
市
場
と
の
連
動
に
よ
っ
て
農
業
労
働
力
が
増
加

す
る
こ
と
で
、
既
存
の
奴
隷
制
に
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
ま
で
の
家
内
奴
隷
に
加
え
て
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
の

肉
体
労
働
を
主
た
る
労
働
と
し
て
与
え
ら
れ
る
奴
隷
が
登
場
す
る
の

で
あ
る
。
ス
ワ
ヒ
リ
社
会
の
場
合
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
労
働
を

行
う
奴
隷
は
ム
シ
ェ
ン
ジ
（m

shenji

、
複
数
形w

ashenji

）
な

い
し
は
ム
ジ
ン
ガ
（m

jinga

、
複
数
形w

ajinga

）
と
呼
ば
れ
た
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
蛮
人
」
を
意
味
す
る
蔑
称
で
あ
り
、
沿
岸
部

社
会
で
生
を
受
け
た
「
ム
ザ
リ
ア
（m

zalia

、
複
数
形w

azalia
）」

と
呼
ば
れ
る
奴
隷
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ム
シ
ェ

ン
ジ
や
ム
ジ
ン
ガ
は
ホ
ス
ト
社
会
の
言
語
や
習
慣
、
文
化
を
理
解
し

な
い
（
で
き
な
い
）、
す
な
わ
ち
、
本
来
的
な
意
味
で
の
ム
ト
ゥ
ム

ワ
に
な
れ
な
い
存
在
と
み
な
さ
れ
、そ
れ
ゆ
え
に
、プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
で
の
肉
体
労
働
を
あ
て
が
わ
れ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う）
11
（

。

　
大
量
の
農
業
労
働
力
の
流
入
は
ホ
ス
ト
社
会
に
人
口
増
加
と

新
た
な
民
族
構
成
を
も
た
ら
し
た
。
ザ
ン
ジ
バ
ル
島
の
ス
ト
ー

ン
タ
ウ
ン
税
関
に
よ
っ
て
こ
の
島
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
に
提
供
さ

れ
た
一
八
六
六
年
五
月
か
ら
一
二
月
ま
で
の
奴
隷
輸
送
船
の
出
入

港
記
録
に
よ
れ
ば
、
こ
の
税
関
を
通
過
し
た
二
万
七
一
一
人
中
、

一
万
一
八
八
二
人
が
こ
の
島
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
に
な
る）
11
（

。
別
の
資

料
を
挙
げ
る
と
、
一
八
六
〇
年
の
ザ
ン
ジ
バ
ル
島
を
中
心
と
す
る
東

ア
フ
リ
カ
の
ブ
ー
・
サ
イ
ー
ド
朝
領
内
に
お
け
る
イ
ン
ド
系
住
民
所

有
奴
隷
の
一
斉
解
放
に
際
し
て
作
ら
れ
た
リ
ス
ト
か
ら
は
、
奴
隷
を

所
有
す
る
イ
ン
ド
系
住
民
一
人
あ
た
り
平
均
で
七
・
二
二
人
の
奴
隷

が
い
た
計
算
に
な
る）
11
（

。
ま
た
、
こ
の
リ
ス
ト
を
整
理
す
る
と
、
五
〇

以
上
の
民
族
名
称
を
奴
隷
た
ち
の
出
身
民
族
と
し
て
拾
い
上
げ
る
こ

と
が
で
き
、そ
の
な
か
に
は
ザ
ン
ジ
バ
ル
島
か
ら
約
一
〇
〇
〇
キ
ロ
・

メ
ー
ト
ル
も
離
れ
た
内
陸
部
に
居
住
す
る
民
族
も
含
ま
れ
て
い
る）
11
（

。

　
こ
う
し
た
ザ
ン
ジ
バ
ル
島
の
人
口
増
加
と
多
民
族
化
と
は
、
ア
フ

リ
カ
大
陸
内
陸
部
の
過
疎
化
と
連
動
し
た
現
象
で
あ
っ
た
。
た
と
え

ば
、
上
述
の
リ
ス
ト
の
な
か
で
は
奴
隷
の
出
身
民
族
と
し
て
は
最
大

の
ヤ
オ
の
居
住
域
で
は
、
か
つ
て
大
規
模
な
綿
花
の
栽
培
を
行
っ
て

い
た
が
、
奴
隷
の
供
給
地
が
彼
ら
の
居
住
域
に
侵
食
し
、
人
口
が
希

薄
に
な
っ
た
結
果
、
綿
花
の
栽
培
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た）
11
（

。

こ
の
よ
う
に
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
で
は
沿
岸
部
か
ら
徐
々
に
内
陸
部
に
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主
た
る
奴
隷
供
給
地
が
転
位
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
世
界
市
場
と
の
連
結
に
よ
っ
て
生
じ
た
労
働
力
需
要
の
増
加
は
、

奴
隷
需
要
の
増
加
に
直
結
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
ア
フ
リ

カ
大
陸
東
部
で
は
、
広
い
範
囲
を
対
象
に
し
た
人
口
の
大
規
模
な
移

動
が
生
じ
た
。
あ
る
地
域
で
人
口
の
激
増
と
多
民
族
化
の
急
進
が
み

ら
れ
る
一
方
で
、
別
の
地
域
で
は
過
疎
化
な
ど
社
会
の
存
続
自
体
が

危
惧
さ
れ
る
深
刻
な
状
況
も
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

奴
隷
交
易
廃
絶
活
動
の
展
開
と
救
出
奴
隷
処
遇
問
題

　
大
西
洋
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域

で
も
奴
隷
交
易
が
奴
隷
制
に
先
ん
じ
て
イ
ギ
リ
ス
側
に
よ
る
廃
絶
の

対
象
に
定
め
ら
れ
た
。
一
八
二
〇
年
の
ペ
ル
シ
ア
湾
ア
ラ
ビ
ア
半
島

側
諸
政
権
と
の
一
般
和
平
協
約
の
締
結
を
皮
切
り
に
、
イ
ギ
リ
ス
側

は
イ
ン
ド
洋
西
海
域
で
の
奴
隷
交
易
を
制
限
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
条
約

を
締
結
し
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
も
注
目
す
べ
き
は
、ブ
ー
・
サ
イ
ー

ド
朝
と
の
あ
い
だ
で
結
ば
れ
た
一
連
の
条
約
で
あ
る
。
上
述
の
一
般

和
平
協
約
に
調
印
し
な
か
っ
た
ブ
ー
・
サ
イ
ー
ド
朝
と
イ
ギ
リ
ス
が

結
ん
だ
最
初
の
条
約
は
一
八
二
二
年
に
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
通
称
モ

ア
ス
ビ
ー
条
約）
11
（

の
第
六
条
で
は
、
す
べ
て
の
船
舶
に
出
発
港
と
目
的

港
に
関
す
る
証
明
書
の
携
帯
が
義
務
付
け
ら
れ
、
条
約
締
結
か
ら
五

日
後
に
追
加
さ
れ
た
条
項
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
検
査
、
拿
捕
の

権
限
が
デ
ル
ガ
ド
岬
、
ソ
コ
ト
ラ
島
の
東
方
六
〇
マ
イ
ル
、
デ
ィ
ウ

を
結
ん
だ
線
よ
り
東
の
海
域
で
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
条
約

は
一
八
三
九
年
に
改
正
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
艦
船
の
管
轄
海
域
が
一
層

拡
大
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
に
イ
ン
ド
洋
西
海
域
で
奴
隷
交
易

の
監
視
に
当
た
っ
た
イ
ン
ド
海
軍
が
様
々
な
事
情
で
監
視
活
動
に
積

極
的
に
取
り
組
め
な
か
っ
た
た
め
に
、
一
八
二
〇
年
か
ら
四
二
年
ま

で
の
あ
い
だ
、
実
に
一
隻
の
拿
捕
も
な
さ
れ
な
い
状
態
が
続
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
て
、
一
八
四
七
年
に
締
結
さ
れ
た
新
条
約

（
通
称
ハ
マ
ー
ト
ン
条
約）
11
（

）
で
は
、
ブ
ー
・
サ
イ
ー
ド
朝
の
東
ア
フ

リ
カ
領
と
し
て
認
め
ら
れ
る
キ
ル
ワ
島
近
辺
の
南
緯
九
度
二
分
と
ラ

ム
島
近
辺
の
南
緯
一
度
五
七
分
の
あ
い
だ
の
み
奴
隷
輸
送
が
認
め
ら

れ
、
そ
れ
以
外
は
イ
ギ
リ
ス
艦
船
に
よ
る
監
視
・
拿
捕
の
対
象
海
域

と
な
っ
た）
11
（

。

　
奴
隷
交
易
廃
絶
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
と
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸

政
権
と
の
一
連
の
条
約
は
、
一
八
四
〇
年
代
末
ま
で
に
大
よ
そ
の
目

処
が
付
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
活
動
は
、
一
八
五
〇

年
代
初
頭
以
降
、
き
わ
め
て
緩
や
か
に
実
効
力
を
伴
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
後
、
一
八
六
〇
年
代
に
入
り
、
大
西
洋
で
の
奴
隷
交
易
廃
絶
活

動
に
ひ
と
段
落
を
付
け
た
王
立
海
軍
が
本
格
的
に
参
画
す
る
よ
う
に

な
る
と
、
実
効
力
は
断
然
と
増
幅
す
る
。
イ
ン
ド
海
軍
よ
り
も
拿
捕

の
報
奨
金
が
高
い
王
立
海
軍
は
、
大
西
洋
で
の
経
験
を
イ
ン
ド
洋
で

の
活
動
に
応
用
し
、
船
上
に
備
え
付
け
ら
れ
た
大
釜
や
水
が
め
を
根
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イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
に
お
け
る
近
世
・
近
代
移
行
期
と
そ
の
矛
盾
（
鈴
木
）

拠
に
奴
隷
輸
送
に
従
事
し
て
い
る
と
思
し
き
船
舶
を
「
奴
隷
船
」
と

決
め
つ
け
、
そ
れ
ら
を
拿
捕
・
破
壊
す
る
「
奴
隷
船
狩
り
」
と
も
い

え
る
活
動
を
行
う）
11
（

。
そ
の
過
度
な
活
動
は
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
の
航

海
者
や
商
人
は
も
と
よ
り
、
現
地
で
活
動
す
る
欧
米
商
人
や
ひ
い
て

は
宣
教
師
か
ら
も
批
判
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
そ
の
結
果
、
救
出
さ
れ
た
奴
隷
の
数
は
飛
躍
的
に
増
加
し
、

た
と
え
ば
、
一
八
六
五
年
か
ら
六
九
年
に
か
け
て
海
事
裁
判
所
の
あ

る
ア
デ
ン
港
に
輸
送
さ
れ
た
救
出
奴
隷
は
約
三
〇
〇
〇
名
に
の
ぼ
っ

た）
1（
（

。
　
救
出
さ
れ
た
奴
隷
が
急
増
す
る
こ
と
は
、
奴
隷
交
易
廃
絶
活
動
の

具
体
的
な
進
展
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス

側
は
緊
急
の
事
態
に
直
面
す
る
。
つ
ま
り
、
大
量
の
救
出
奴
隷
を
処

遇
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
ア
デ
ン
で
は
、
検
疫
な
ど
の
観

点
か
ら
、
そ
れ
ら
の
救
出
奴
隷
を
近
郊
の
小
島
に
隔
離
し
、
彼
ら
は

働
き
口
が
斡
旋
さ
れ
る
ま
で
そ
の
小
島
に
留
め
置
か
れ
た）
11
（

。し
か
し
、

救
出
奴
隷
の
急
増
に
伴
い
施
設
が
飽
和
し
、
居
住
環
境
は
「
監
獄
」

と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
劣
悪
な
環
境
で
あ
っ
た）
11
（

。
ア
デ
ン
や
そ
の
近
郊

に
は
雇
用
が
な
く
、
斡
旋
さ
れ
る
仕
事
の
ほ
と
ん
ど
は
ボ
ン
ベ
イ
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
、
救
出
し
て
か
ら
ア
デ
ン
ま

で
の
移
送
、
ア
デ
ン
で
の
滞
在
、
そ
し
て
、
ボ
ン
ベ
イ
へ
の
移
送
に

か
か
る
費
用
の
一
切
を
負
担
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
に
イ
ン
ド
政
庁
は
五
年
間
で
一
万
六
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
予
算
を
付

け
て
い
る
。
ア
フ
リ
カ
東
岸
の
奴
隷
交
易
に
関
す
る
特
別
委
員
会
は

こ
れ
を
「
帝
国
の
国
庫
に
多
大
な
負
担）
11
（

」
で
あ
る
と
年
次
報
告
書
に

明
記
し
て
い
る）
11
（

。
イ
ギ
リ
ス
側
は
ボ
ン
ベ
イ
で
の
雇
用
だ
け
に
頼
る

こ
と
は
で
き
ず
、
以
下
の
よ
う
な
別
の
方
法
を
模
索
す
る
こ
と
に
な

る
。

　
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は
、
ボ
ン
ベ
イ
な
ど
に
拠
点
を
置
く
宣
教
団

に
引
き
取
ら
せ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
奴
隷
に
ホ
ス
ト
社
会
へ
の

同
化
を
求
め
る
傾
向
が
強
い
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
で
は
、

同
化
の
し
や
す
さ
か
ら
子
供
が
奴
隷
と
し
て
好
ま
れ
て
い
た）
11
（

。
そ
れ

を
反
映
し
、
救
出
さ
れ
る
奴
隷
の
多
く
は
子
供
で
あ
っ
た）
11
（

。
大
都
市

ボ
ン
ベ
イ
で
雇
用
を
見
つ
け
て
も
、
そ
の
後
、
個
々
の
元
奴
隷
の
動

向
を
イ
ギ
リ
ス
側
が
す
べ
て
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
成
人
で
も

誘
拐
に
巻
き
込
ま
れ
た
り
、
女
性
の
場
合
は
売
春
を
強
要
さ
れ
た
り

す
る
場
合
も
あ
っ
た）
11
（

。
子
供
な
ら
ば
そ
の
危
険
が
一
層
高
ま
る
こ
と

は
容
易
に
想
定
さ
れ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
、
特
に
子
供
た
ち
は
宣
教

団
が
設
立
し
た
教
育
施
設
に
送
ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
ナ
ー
シ

ク
（
現
イ
ン
ド
・
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
）
に
は
、
英
国
聖
公
会

宣
教
協
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
先
述
の
経
緯
で
救
出
さ
れ
た
奴
隷

の
み
な
ら
ず
、
宣
教
活
動
の
な
か
で
救
出
し
た
奴
隷
、
あ
る
い
は
、

改
宗
し
た
現
地
の
子
弟
の
学
校
が
あ
り
、
宣
教
師
で
探
検
家
の
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ト
ン
の
ポ
ー
タ
ー
を
務
め
た
人
物
も
輩

出
し
て
い
る）
11
（

。
ま
た
、
同
宣
教
協
会
が
モ
ン
バ
サ
近
郊
の
ラ
バ
イ
で
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史
苑
（
第
七
七
巻
第
二
号
）

展
開
し
て
い
た
宣
教
活
動
や
そ
の
後
、
一
八
七
〇
年
代
に
そ
れ
を
引

き
継
い
で
建
設
さ
れ
た
解
放
奴
隷
の
生
活
共
同
体
フ
レ
ー
レ
・
タ
ウ

ン
で
活
動
の
中
心
と
な
る
人
物
ら
も
こ
の
学
校
で
教
育
を
受
け
た）
11
（

。

　
別
の
奴
隷
た
ち
は
労
働
力
の
不
足
す
る
新
興
植
民
地
へ
労
働
力
と

し
て
送
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
セ
イ
シ
ェ
ル
島
は
一
八
六
一
年
か
ら

一
八
七
二
年
ま
で
の
あ
い
だ
に
二
五
三
二
人
の
救
出
奴
隷
を
受
け
入

れ
て
い
る
。
同
島
で
は
帝
国
の
他
地
域
と
同
様
に
、
一
八
三
四
年
に

奴
隷
制
が
廃
止
さ
れ
た
。
セ
イ
シ
ェ
ル
島
に
上
陸
し
た
元
奴
隷
た
ち

は
、
奴
隷
制
廃
止
に
よ
っ
て
労
働
力
源
を
失
っ
た
こ
の
島
に
お
い
て

新
た
な
労
働
力
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）
1（
（

。
彼
ら
は
プ
ラ

ン
タ
ー
な
ど
の
雇
用
者
と
の
あ
い
だ
で
「
徒
弟
制
」
の
関
係
を
結
び
、

一
定
の
期
間
を
過
ぎ
る
と
自
由
身
分
に
な
っ
た
。「
徒
弟
制
」
の
期

間
中
は
雇
用
者
に
よ
っ
て
掛
け
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
帝
国
の
側
は
一
連
の
出
費
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
た

し）
11
（

、
植
民
地
と
し
て
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
建
設
に
も
元

奴
隷
た
ち
は
従
事
し
た
。

　
近
年
で
は
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
お
け
る
奴
隷
制
・
奴
隷
交
易
の
廃
絶

へ
向
け
た
運
動
に
も
多
様
な
解
釈
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
必

ず
し
も
「
人
道
的
」
な
観
点
か
ら
の
み
進
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
人
道
的
」
な
観
点
を
ま
っ

た
く
排
除
し
て
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
お
け
る
運
動
を
理
解
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
延
長
線
上
に
、
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る

奴
隷
交
易
廃
絶
の
活
動
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
も
ま
た
ど
こ
か
に

「
人
道
的
」
な
側
面
を
含
む
一
方
で
、
そ
れ
と
は
異
な
る
論
理
も
内

包
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
救
出
後
の
元
奴
隷
の
動

向
を
観
察
し
て
い
っ
て
も
、
や
は
り
そ
の
双
方
の
側
面
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。
確
か
に
、
救
出
し
た
奴
隷
を
そ
の
故
郷
に
送
り
戻
さ

な
い
の
は
、
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
再
び
奴
隷
に
さ
れ
る
と
い
う
再
奴
隷

化
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ）
11
（

、
そ
れ
ゆ
え
に
セ
イ
シ
ェ
ル
島

や
イ
ン
ド
亜
大
陸
へ
と
元
奴
隷
は
送
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
救
出

さ
れ
た
元
奴
隷
の
安
全
に
対
す
る
配
慮
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
は

で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
子
供
た
ち
の
安
全
と
将
来
の
自
立
と
を
念

頭
に
置
い
て
、
宣
教
会
に
彼
ら
を
委
ね
る
と
い
う
の
も
理
に
か
な
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、ナ
ー

シ
ク
の
教
育
機
関
の
設
立
当
初
か
ら
、
創
設
者
た
ち
は
生
徒
た
ち
が

卒
業
後
に
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
戻
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
従
事
す

る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
学
校
で
は
ア
フ
リ
カ
諸
言

語
の
教
授
に
力
を
入
れ
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
や
奴
隷
交
易
の
歴
史
を
講

じ
る
一
方
、
優
秀
な
生
徒
を
選
抜
し
、
伝
道
師
や
教
師
と
し
て
の
訓

練
を
積
ま
せ
て
い
た）
11
（

。
教
育
を
施
し
た
ア
フ
リ
カ
大
陸
出
身
者
を
用

い
て
ア
フ
リ
カ
大
陸
で
の
布
教
を
促
進
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
ア

メ
リ
カ
在
住
の
ア
フ
リ
カ
系
奴
隷
や
解
放
奴
隷
を
リ
ベ
リ
ア
に
投
入

し
、
彼
ら
を
指
導
的
な
立
場
に
立
た
せ
る
こ
と
で
、
同
じ
ア
フ
リ
カ

大
陸
出
身
者
に
よ
っ
て
現
地
の
「
文
明
化
」
を
進
め
よ
う
と
し
た
試
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イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
に
お
け
る
近
世
・
近
代
移
行
期
と
そ
の
矛
盾
（
鈴
木
）

み
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る）
11
（

。
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
活
動
と
植
民
地

支
配
の
相
関
性
に
つ
い
て
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
と

り
わ
け
、
フ
レ
ー
レ
・
タ
ウ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
ア
フ
リ
カ
大

陸
東
部
の
奴
隷
交
易
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
後
押
し
に
よ
っ
て
開

始
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た）
11
（

。

　
ま
た
、
奴
隷
解
放
に
よ
っ
て
労
働
力
を
喪
失
し
た
セ
イ
シ
ェ
ル
島

へ
救
出
奴
隷
を
移
送
す
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
次
の
点
を
指
摘
し
た

い
。
役
人
た
ち
が
ア
デ
ン
や
ボ
ン
ベ
イ
よ
り
も
移
送
先
に
同
島
を
推

薦
す
る
根
拠
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
方
が
、
元
奴
隷
た
ち
が
「
幸

せ
に
暮
ら
し
て
い
る
と
思
う）
11
（

」
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
仮

に
そ
れ
が
事
実
だ
と
し
て
も
、
彼
ら
の
移
送
が
、
奴
隷
制
廃
止
後
の

こ
の
島
に
お
け
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
や
植
民
地
建
設
の
た

め
の
労
働
力
補
充
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
一
八
九
七
年
に
同
島
の
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ア
で
開
催
さ
れ
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
戴
冠
六
〇
周
年
式
典

は
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
二
〇
〇
〇
名
の
解
放

ア
フ
リ
カ
出
身
者
が
集
め
ら
れ
、
彼
ら
は
「
女
王
の
栄
え
あ
る
治
世

の
生
き
た
証
拠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
我
々
は
み
な
奴
隷
制
か
ら

自
由
に
し
て
も
ら
っ
た
の
だ
か
ら）
11
（

」
と
祝
辞
を
述
べ
さ
せ
ら
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
む
し
ろ
「
人
道
的
」
な
帝
国
の
彼
ら
へ
の
貢
献

が
強
調
さ
れ
、
解
放
奴
隷
が
奴
隷
制
廃
止
後
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や

植
民
地
建
設
に
果
た
し
た
貢
献
は
等
閑
に
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

終
わ
り
を
迎
え
る
奴
隷
制
と
継
続
す
る
労
働
力
需
要
、
そ
し
て

「
奴
隷
制
の
新
し
い
形
態
」
の
登
場

　
以
上
の
よ
う
な
展
開
の
な
か
で
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会

は
、
奴
隷
制
廃
止
と
い
う
世
界
史
的
な
共
通
体
験
の
な
か
に
入
り
込

ん
で
い
く
。
以
下
、
奴
隷
制
廃
止
以
前
か
ら
植
民
地
支
配
下
に
あ
っ

た
地
域
、
植
民
地
支
配
下
に
入
ら
な
か
っ
た
地
域
、
そ
し
て
奴
隷
制

廃
止
前
後
に
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
保
護
統
治
が
開
始
さ
れ
た
地
域
の
状

況
を
そ
れ
ぞ
れ
概
観
し
た
い
。具
体
的
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
マ
ス
カ
レ
ー

ニ
ュ
諸
島
、
ペ
ル
シ
ア
湾
岸
ア
ラ
ビ
ア
半
島
側
、
ザ
ン
ジ
バ
ル
・
ペ

ン
バ
両
島
を
事
例
と
す
る
。
　

　
ま
ず
、
植
民
地
支
配
下
の
地
域
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
八
三
四
年

に
英
領
で
、
四
八
年
に
仏
領
で
奴
隷
制
廃
止
が
実
現
し
た
。
英
領
で

は
廃
止
は
即
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
徒
弟
制
を
導
入
す
る
こ
と
で

漸
次
的
に
廃
止
が
な
さ
れ
て
い
く
。
一
方
の
仏
領
で
は
即
時
的
な
廃

止
が
実
施
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
、
世
界

商
品
の
生
産
継
続
と
奴
隷
制
廃
止
に
よ
る
労
働
力
喪
失
の
た
め
、
引

き
続
き
労
働
力
の
輸
入
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
導
入
さ
れ
た
の

が
、
契
約
労
働
制
で
あ
る
。
こ
の
契
約
労
働
制
が
奴
隷
制
と
較
べ
て

ど
れ
だ
け
の
「
自
由
」
を
提
供
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
様
々

な
見
解
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
奴
隷
制
の
廃
止
に

よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
こ
の
労
働
制
度
が
、
決
し
て
奴
隷
制
と
対
極
的
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な
も
の
で
は
な
か
っ
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
奴
隷
制
の
新
し

い
形
態
」
と
も
呼
び
う
る
も
の
で
あ
っ
た）
11
（

。
マ
ス
カ
レ
ー
ニ
ュ
諸
島

を
例
に
と
れ
ば
、
こ
の
新
た
な
制
度
の
下
で
の
労
働
力
は
、
従
来
の

ア
フ
リ
カ
大
陸
東
部
・
南
部
に
加
え
て
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
、
そ
し
て

中
国
か
ら
も
も
た
ら
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
島
を
例

に
と
れ
ば
、
一
九
一
〇
年
に
契
約
労
働
者
に
よ
る
渡
航
が
禁
じ
ら
れ

る
ま
で
に
、
四
五
万
人
強
の
イ
ン
ド
亜
大
陸
出
身
労
働
者
が
こ
の
島

へ
渡
っ
て
い
っ
た）
11
（

。
一
八
四
六
年
に
は
す
で
に
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
島
の

全
人
口
の
三
分
の
一
以
上
に
達
し
て
い
た
彼
ら
の
割
合
は
、
最
盛
期

を
迎
え
る
六
〇
年
代
に
は
六
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
達
し
た）
1（
（

。
こ
の

よ
う
に
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
島
で
は
、世
界
商
品
の
生
産
の
継
続
（
拡
大
）

と
奴
隷
制
廃
止
の
な
か
で
、
奴
隷
交
易
が
存
在
し
て
い
た
時
代
よ
り

も
、
よ
り
広
範
な
地
域
か
ら
無
視
で
き
な
い
数
の
人
び
と
が
、
一
時

的
で
は
あ
れ
、
奴
隷
制
と
極
め
て
似
た
関
係
性
の
な
か
に
身
を
置
く

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
一
九
世
紀
後
半
の
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
を
見
渡
し
た
と
き
、
直

接
的
な
植
民
地
支
配
下
に
置
か
れ
な
か
っ
た
の
と
同
時
に
、
法
的
な

奴
隷
制
廃
止
が
な
さ
れ
ず
、
か
つ
奴
隷
需
要
が
著
し
く
増
加
し
て
い

た
の
が
ペ
ル
シ
ア
湾
岸
ア
ラ
ビ
ア
半
島
側
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
ペ

ル
シ
ア
湾
に
お
け
る
最
大
の
輸
出
品
で
あ
っ
た
真
珠
が
特
に
欧
米
で

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
に
伴
っ
て
、
真
珠
採

取
業
に
そ
れ
ま
で
に
な
い
労
働
力
需
要
が
生
じ
た）
11
（

。
加
え
て
、
も
う

ひ
と
つ
の
主
要
輸
出
品
で
あ
っ
た
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
も
北
米
を
中
心
に
消

費
が
増
加
し
、
同
様
に
労
働
力
が
求
め
ら
れ
て
い
っ
た）
11
（

。
人
口
の
希

少
な
こ
の
一
帯
で
は
、
そ
う
し
た
労
働
力
需
要
に
対
応
で
き
る
人
口

の
余
剰
は
少
な
く
、
海
外
か
ら
の
奴
隷
輸
入
に
依
存
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
東
部
沿
岸
か
ら
の
奴
隷
輸
出
に

対
し
て
監
視
の
目
が
一
層
強
ま
り
、
長
距
離
の
奴
隷
輸
送
が
大
き
な

リ
ス
ク
を
抱
え
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
新
た
な
奴
隷
供

給
地
と
し
て
浮
上
し
て
い
っ
た
の
が
バ
ル
ー
チ
ス
タ
ン
で
あ
っ
た）
11
（

。

バ
ル
ー
チ
ス
タ
ン
は
特
に
電
信
線
敷
設
な
ど
イ
ン
ド
統
治
の
関
係
で

イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
関
心
の
な
か
に
あ
り
、
一
八
四
〇
年
代
、
そ
の
一

部
が
英
領
バ
ル
ー
チ
ス
タ
ン
に
な
る
。
ま
た
そ
の
イ
ラ
ン
寄
り
の
地

域
は
、ガ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
に
よ
っ
て
名
目
上
の
統
治
が
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
実
質
的
・
直
接
的
な
統
治
と
は
程
遠

く
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
抵
抗
活
動
や
現
地
民
集
団
間
の
争
い
が
絶
え

な
か
っ
た
。
加
え
て
、
家
畜
の
略
奪
な
ど
と
同
じ
文
脈
で
、
遊
牧
民

同
士
の
あ
い
だ
に
誘
拐
の
習
慣
が
存
在
し
て
い
た）
11
（

。
こ
う
し
た
背
景

の
下
、
奴
隷
は
金
銭
と
の
交
換
よ
り
も
、
む
し
ろ
銃
や
弾
薬
な
ど
と

の
交
換
に
よ
っ
て
ペ
ル
シ
ア
湾
ア
ラ
ビ
ア
半
島
側
へ
と
流
れ
て
い
っ

た
。

　
た
だ
し
、
一
九
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
世
界
恐
慌
、
日
本
製
養
殖

真
珠
の
登
場
、
ペ
ル
シ
ア
湾
内
で
の
不
漁
に
よ
り
、
真
珠
採
取
業
が

低
迷
す
る
。
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ま
で
ペ
ル
シ
ア
湾
産
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イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
に
お
け
る
近
世
・
近
代
移
行
期
と
そ
の
矛
盾
（
鈴
木
）

が
市
場
を
形
成
し
て
い
た
北
米
で
自
主
栽
培
が
軌
道
に
乗
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
や
は
り
輸
出
が
減
速
す
る）
11
（

。
そ
の
結
果
、
所
有
者
が
奴
隷

を
維
持
で
き
な
く
な
る
事
例
が
増
加
す
る
。
た
と
え
ば
、
ペ
ル
シ
ア

湾
岸
周
辺
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
や
現
地
代
理
人
の
も
と
に
奴
隷
身
分

か
ら
の
解
放
を
求
め
て
避
難
し
て
き
た
奴
隷
た
ち
の
証
言
を
分
析
す

る
と
、
一
二
八
二
の
事
例
の
う
ち
、
自
ら
を
転
売
す
る
こ
と
を
主
人

が
画
策
し
て
い
る
と
聞
き
つ
け
、
そ
れ
を
避
難
の
原
因
に
挙
げ
る
事

例
は
約
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る）
11
（

。
ま
た
、
虐
待
や
酷
使
は
そ
れ

よ
り
も
多
く
、
約
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る）
11
（

。
こ
こ
で
の
虐
待
や

酷
使
に
は
、
直
接
的
な
暴
力
や
稼
ぎ
を
総
取
り
さ
れ
て
し
ま
う
場
合

が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
見
逃
せ
な
い
の
が
、
主
人
の
経
済
状

況
の
悪
化
に
伴
う
生
活
環
境
の
変
化
も
奴
隷
た
ち
に
と
っ
て
は
、
虐

待
や
酷
使
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る

と
、
一
九
四
九
年
七
月
に
バ
フ
ラ
イ
ン
の
政
務
官
の
も
と
に
避
難
し

て
き
た
シ
ャ
ア
バ
ー
ン
・
ビ
ン
・
サ
ー
リ
ム
・
ビ
ン
・
シ
ル
ー
ル
と

い
う
男
性
は
、
オ
マ
ー
ン
に
あ
る
主
人
の
家
で
生
ま
れ
育
っ
た
が
、

幼
い
こ
ろ
、
主
人
は
彼
に
対
し
て
「
と
て
も
礼
儀
正
し
く
、
思
い
や

り
の
あ
る
」
人
物
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
経
済
状
況
が
悪
化
す

る
と
、
主
人
は
シ
ャ
ア
バ
ー
ン
を
働
き
に
出
す
よ
う
に
な
り
、
彼
は

そ
の
稼
ぎ
を
す
べ
て
主
人
に
渡
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
逃
亡

の
三
か
月
前
、
仕
事
が
得
ら
れ
ず
、
稼
ぎ
を
渡
せ
な
か
っ
た
彼
は
、

主
人
に
稼
ぎ
を
隠
し
て
い
る
と
謂
れ
の
な
い
こ
と
で
責
め
立
て
ら

れ
、
主
人
の
友
人
た
ち
の
前
で
殴
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
嫌

気
が
差
し
た
彼
は
遥
々
、
ド
バ
イ
を
経
由
し
て
、
バ
フ
ラ
イ
ン
ま
で

逃
げ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る）
11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
ペ
ル
シ
ア
湾
岸
ア

ラ
ビ
ア
半
島
側
で
は
真
珠
や
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
世
界
的
な
ブ
ー
ム
で
急

激
に
増
加
し
た
奴
隷
を
、
い
っ
た
ん
ブ
ー
ム
が
去
っ
た
あ
と
、
所
有

者
た
ち
は
従
来
の
よ
う
な
方
法
で
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

て
い
っ
た
。

　
最
後
に
、
ザ
ン
ジ
バ
ル
島
と
ペ
ン
バ
島
の
状
況
に
つ
い
て
言
及
す

る
。
ザ
ン
ジ
バ
ル
島
は
一
九
世
紀
の
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会

に
お
い
て
最
大
の
奴
隷
積
み
出
し
地
で
あ
っ
た
一
方
、
ペ
ン
バ
島
と

併
せ
て
こ
の
島
は
最
大
の
奴
隷
需
要
地
で
も
あ
っ
た
。
奴
隷
交
易
廃

止
か
ら
二
四
年
後
の
一
八
九
七
年
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
後
押
し
さ
れ

た
ブ
ー
・
サ
イ
ー
ド
朝
の
君
主
に
よ
る
布
告
で
、
奴
隷
た
ち
は
解
放

の
機
会
を
得
た
。
両
島
で
は
一
斉
解
放
で
は
な
く
、
奴
隷
が
個
々
に

法
廷
に
赴
き
、
そ
こ
で
解
放
証
明
書
を
得
る
過
程
を
経
て
、
そ
の
奴

隷
の
解
放
が
政
治
権
力
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
と
い
う
体
裁
が
と
ら

れ
た）
11
（

。
解
放
に
あ
た
っ
て
は
、
奴
隷
に
他
の
臣
民
と
同
様
に
納
税
や

賦
役
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
、
居
所
と
安
定
し
た
生
活
の
糧
を
証
明
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
も
し
も
、
奴
隷
が
主
人
の
土
地
に
住
み
続

け
る
場
合
は
、
法
廷
に
お
い
て
主
人
と
の
あ
い
だ
で
賃
貸
の
条
件
を

確
認
し
あ
う
こ
と
も
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
が
履
行
で
き
な
い
解
放

奴
隷
は
、「
浮
浪
者
」
と
し
て
認
定
さ
れ
た）
1（
（

。
こ
の
よ
う
な
条
件
の
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下
で
提
供
さ
れ
る
「
自
由
」
を
獲
得
し
た
奴
隷
は
、
両
島
の
全
奴
隷

の
約
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）
11
（

。
フ
レ
デ
リ
ッ

ク
・
ク
ー
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
奴
隷
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
機
会
は
、

奴
隷
制
か
自
由
か
の
選
択
で
は
な
く
、
主
人
の
も
と
を
離
れ
て
自
立

し
、
よ
り
良
い
生
活
を
追
求
す
る
か
、
奴
隷
制
廃
止
が
も
た
ら
す
状

況
改
善
に
期
待
し
て
主
人
の
も
と
に
留
ま
る
か
の
選
択
で
あ
っ
た）
11
（

。

特
に
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
生
活
す
る
奴
隷
の
場
合
は
、
主
人
の
も

と
に
留
ま
る
事
例
が
多
く）
11
（

、
そ
の
場
合
、
奴
隷
た
ち
は
そ
れ
ま
で
と

同
様
に
、
自
分
た
ち
の
た
め
の
耕
地
や
家
を
使
い
続
け
る
こ
と
が
で

き
た
。
ま
た
、
奴
隷
た
ち
の
な
か
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
い
う
部

外
者
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
解
放
よ
り
も
、
主
人
に
よ
る
自
発
的
な

解
放
を
手
に
入
れ
た
方
が
、
解
放
後
に
よ
り
上
位
の
社
会
的
地
位
を

得
ら
れ
る
と
考
え
る
者
も
い
た）
11
（

。

　
こ
れ
ら
の
状
況
を
ま
と
め
る
と
、
奴
隷
制
廃
止
と
い
う
世
界
史
的

共
通
体
験
に
際
し
て
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
が
経
験
し
た
点

と
し
て
次
の
二
つ
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
ま
で

よ
り
も
大
き
な
労
働
力
の
移
動
が
、
そ
れ
ま
で
奴
隷
と
し
て
人
口
を

大
規
模
に
こ
の
海
域
周
辺
諸
社
会
に
流
出
さ
せ
て
こ
な
か
っ
た
地
域

を
巻
き
込
み
な
が
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
マ
ス
カ
レ
ー

ニ
ュ
諸
島
で
は
植
民
地
統
治
の
下
で
奴
隷
制
が
廃
止
さ
れ
て
も
、
世

界
商
品
の
需
要
に
対
応
す
る
た
め
に
奴
隷
制
に
類
似
し
た
労
働
形
態

が
導
入
さ
れ
た
。
労
働
力
の
供
給
地
は
他
の
植
民
地
や
影
響
の
強
く

及
ぶ
地
域
に
求
め
ら
れ
た
が
、そ
れ
は
奴
隷
交
易
が
従
来
、カ
ヴ
ァ
ー

し
て
い
た
地
理
的
空
間
を
超
え
、
遠
く
中
国
ま
で
及
ん
だ
。
ま
た
、

そ
れ
ま
で
奴
隷
と
し
て
人
口
を
イ
ン
ド
洋
西
海
域
の
他
地
域
に
も
た

ら
し
て
い
た
地
域
で
も
、
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
か
ら
は
か
つ

て
な
い
規
模
で
大
量
の
人
口
が
短
期
間
の
う
ち
に
流
出
し
た
。
加
え

て
、奴
隷
制
が
公
的
に
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
ペ
ル
シ
ア
湾
で
は
、ち
ょ

う
ど
イ
ン
ド
洋
西
海
域
の
各
地
が
奴
隷
制
の
廃
止
を
経
験
し
て
い
た

と
き
に
、
真
珠
や
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
が
世
界
商
品
化
し
、
奴
隷
需
要
が
増

加
し
た
。
奴
隷
を
従
来
の
よ
う
に
ア
フ
リ
カ
大
陸
東
部
沿
岸
か
ら
求

め
難
く
な
る
と
、
よ
り
近
隣
の
バ
ル
ー
チ
ス
タ
ン
と
い
う
新
た
な
供

給
地
を
得
る
に
至
っ
た
。

　
二
つ
目
に
指
摘
す
べ
き
は
、
国
家
（
帝
国
）
に
よ
る
法
的
な
奴
隷

制
の
廃
止
が
現
実
の
奴
隷
と
所
有
者
の
関
係
に
も
た
ら
し
た
影
響
は

そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
奴
隷
た
ち
は
解
放
と
い
う

選
択
肢
を
用
意
さ
れ
て
も
、
す
べ
て
が
そ
れ
を
選
ば
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
、
ザ
ン
ジ
バ
ル
島
や
ペ
ン
バ
島
の
奴
隷
た
ち
は
、
主
人
の
下
に

留
ま
る
ほ
う
が
得
と
み
れ
ば
、
無
理
に
既
存
の
関
係
を
壊
さ
な
か
っ

た
。
ま
た
、
法
的
な
解
放
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
な
く
て
も
、
ペ
ル
シ

ア
湾
岸
ア
ラ
ビ
ア
半
島
側
で
み
た
よ
う
に
、
奴
隷
は
解
放
さ
れ
た
。

世
界
経
済
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
の
地
域
で
は
、
奴
隷
購
買
力
の

源
と
な
っ
た
真
珠
や
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
と
い
っ
た
世
界
商
品
の
ブ
ー
ム
が

去
る
と
、
奴
隷
を
養
い
き
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
に
お
け
る
近
世
・
近
代
移
行
期
と
そ
の
矛
盾
（
鈴
木
）

お
わ
り
に 

―
― 

近
世
・
近
代
移
行
期
に
内
包
さ
れ
る
矛
盾 

―
―

　
以
上
、
本
稿
で
は
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
の
諸
社
会
を
対
象
に

し
て
、
奴
隷
制
・
奴
隷
交
易
の
展
開
に
注
目
し
な
が
ら
、
近
世
・
近

代
移
行
期
を
観
察
し
て
き
た
。
無
視
で
き
な
い
非
常
に
大
き
な
変
化

と
は
、
片
方
で
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
に
そ
れ
ま
で
に
な
い
規
模
で

農
作
物
生
産
が
求
め
ら
れ
そ
れ
に
応
え
る
た
め
の
、
ま
た
、
植
民
地

建
設
の
た
め
の
労
働
力
需
要
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
こ
と
で
あ
り
、

も
う
片
方
で
こ
の
海
域
周
辺
に
お
け
る
重
要
な
労
働
形
態
と
し
て
長

ら
く
存
在
し
て
き
た
奴
隷
制
、
ま
た
そ
れ
を
支
え
る
奴
隷
交
易
が
消

滅
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
相
矛
盾
す
る
二
つ
の
事
象
の
並
行
的
な

展
開
こ
そ
が
イ
ン
ド
洋
西
海
域
及
び
そ
の
周
辺
諸
社
会
の
近
世
・
近

代
移
行
期
を
特
徴
づ
け
る
一
側
面
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
矛
盾
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
東
部
沿
岸
か

ら
の
奴
隷
交
易
を
取
り
締
ま
る
こ
と
で
、
バ
ル
ー
チ
ス
タ
ン
が
新
た

な
奴
隷
供
給
地
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
現
れ
て
い

る
。
あ
る
い
は
、
マ
ス
カ
レ
ー
ニ
ュ
諸
島
で
奴
隷
制
が
廃
止
さ
れ
る

と
、
そ
れ
に
類
似
し
た
制
度
が
導
入
さ
れ
、
帝
国
の
影
響
の
及
ぶ
地

域
か
ら
人
び
と
が
や
っ
て
き
て
、
新
た
な
制
度
の
下
で
奴
隷
労
働
力

の
喪
失
を
補
い
、
世
界
商
品
の
生
産
を
維
持
・
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た

こ
と
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る
人
に
与
え
た
奴
隷

制
か
ら
の
解
放
が
、
別
の
人
を
そ
れ
に
類
し
た
制
度
に
招
き
入
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
新
た
な
労
働
者
た
ち
の
な
か
に
は
、
別

の
場
所
で
奴
隷
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
た
は
ず
の
人
び
と
が
含
ま
れ
て

い
た
と
い
う
皮
肉
な
現
実
す
ら
存
在
し
た
。
な
お
か
つ
、
国
家
（
帝

国
）
が
用
意
し
た
法
的
な
意
味
で
の
奴
隷
制
廃
止
は
、
奴
隷
と
主
人

と
の
あ
い
だ
の
関
係
性
を
完
全
に
は
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
し
、そ
の
断
絶
は
す
べ
て
の
奴
隷
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

逆
に
、
国
家
に
よ
る
強
制
的
な
法
的
廃
止
を
見
な
く
て
も
、
世
界
商

品
の
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
奴
隷
が
そ
の
ブ
ー
ム
の
去
る
こ

と
で
、
自
ら
の
望
ま
ぬ
解
放
を
得
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
矛
盾
の
山
と
し
て
の
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
に
お
け

る
近
世
・
近
代
移
行
期
に
つ
い
て
、
今
後
、
よ
り
一
層
の
理
解
を
深

め
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
奴
隷
交

易
・
奴
隷
制
を
め
ぐ
る
一
連
の
展
開
が
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
が
他
の

地
（
海
）
域
と
連
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
現
象
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
同
様
の
現
象
は
世
界
の
他
の
地
（
海
）
域
を
舞
台
に
し

て
も
生
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
奴
隷

制
廃
止
は
「
世
界
史
的
共
通
体
験
」
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
あ
と
に
続

く
契
約
労
働
制
の
導
入
も
然
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
て

ば
、
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
や
カ
リ
ブ
海
に
お
け
る
奴
隷
制
廃

止
と
そ
れ
に
続
く
ハ
ワ
イ
や
北
米
、
南
米
へ
の
日
本
人
を
は
じ
め
と

す
る
他
地
域
か
ら
の
大
規
模
な
移
民
活
動
と
い
っ
た
事
例
も
、
本
稿

で
取
り
上
げ
た
事
例
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
接
点
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を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
世
界
史
的
共

通
体
験
」
を
参
照
軸
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
（
海
）
域
に
お
け
る

展
開
を
並
置
し
、
世
界
史
的
な
全
体
像
を
描
く
な
か
で
、
相
互
参
照

的
に
個
々
の
文
脈
に
お
け
る
理
解
も
進
展
し
て
い
く
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
世
界
史
的
な
試
み
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改

め
て
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

註（１
）
イ
ン
ド
洋
海
域
世
界
史
研
究
史
の
ま
と
め
と
し
て
、
鈴
木
英
明
「
イ

ン
ド
洋
―
―
海
か
ら
新
し
い
世
界
史
は
語
り
う
る
の
か
」
羽
田
正
編

『
地
域
史
と
世
界
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
八
〇
―

八
九
頁
を
参
照
せ
よ
。

（
２
）M

ichael N
. Pearson, The Indian O

cean , London: Routledge, 
2003. 

そ
の
ほ
か
に
は
、
た
と
え
ば
、M

ilo K
earney, The 

Indian O
cean in W

orld H
istory , N

ew
 York: R

outledge, 
2004; E

dw
ard A

. A
lpers, T

he Indian O
cean in W

orld 
H

istory , O
xford: O

xford U
niversity Press, 2014

。

（
３
）Sugata Bose, “Space and Tim

e on the Indian O
cean Rim

: 
T

heory and H
istory,” in L

eila T
arazi F

aw
az and 

C
hristopher A

. B
ayly, eds., M

odernity and C
ulture: 

from
 the M

editerranean to the Indian O
cean , N

ew
 York: 

Colum
bia U

niversity Press, 2002, 376.

（
４
）
筆
者
は
、
地
理
的
空
間
と
し
て
の
「
海
域
」
と
そ
こ
を
空
間
的
な

中
心
と
し
て
つ
な
が
り
あ
う
人
び
と
の
総
体
と
し
て
の
「
海
域
世
界
」

と
を
峻
別
す
る
立
場
を
と
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
論
じ
る
「
イ

ン
ド
洋
西
海
域
及
び
そ
の
周
辺
諸
社
会
」と「
イ
ン
ド
洋
西
海
域
世
界
」

と
は
異
な
る
対
象
を
指
す
。
前
者
は
地
理
的
な
イ
ン
ド
洋
西
海
域
と

そ
の
周
辺
の
地
域
を
含
む
地
理
的
な
側
面
の
強
い
概
念
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
後
者
は
、
本
稿
で
言
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
で
イ
ン
ド
洋

西
海
域
の
奴
隷
交
易
廃
絶
活
動
に
か
か
わ
り
を
持
つ
人
や
中
国
の
契

約
労
働
者
を
含
む
人
び
と
の
連
関
の
総
体
を
指
す
。
本
特
集
の
テ
ー

マ
の
「
海
域
世
界
」
は
、
む
し
ろ
、
前
者
に
よ
り
近
い
と
思
わ
れ
る

の
で
、
本
稿
で
は
先
行
研
究
に
言
及
す
る
場
合
以
外
は
、
イ
ン
ド
洋

西
海
域
世
界
と
い
う
表
現
は
用
い
な
い
。
筆
者
の
構
想
す
る
「
イ
ン
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イ
ン
ド
洋
西
海
域
周
辺
諸
社
会
に
お
け
る
近
世
・
近
代
移
行
期
と
そ
の
矛
盾
（
鈴
木
）

ド
洋
西
海
域
世
界
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
英
明
「
イ
ン
ド
洋

西
海
域
世
界
の
可
能
性
―
―
海
域
史
か
ら
世
界
史
へ
」『
歴
史
学
研
究
』

九
一
一
号
、
二
〇
一
三
年
、
一
七
八
―
一
八
五
頁
を
参
照
せ
よ
。

（
５
）Pearson, The Indian O

cean , 11-12.

（
６
）H

ideaki Suzuki, ed., Abolitions as a G
lobal E

xperience , 
Singapore: N

U
S Press, 2016.

（
７
）
清
水
和
裕
『
イ
ス
ラ
ー
ム
史
の
な
か
の
奴
隷
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
五
年
、
六
七
―
六
八
頁
。

（
８
）
鈴
木
英
明
「
一
九
世
紀
東
ア
フ
リ
カ
沿
岸
部
社
会
の
奴
隷
制
と
ジ

ェ
ン
ダ
ー
―
―
『
ス
ワ
ヒ
リ
人
た
ち
の
慣
習
』
を
手
が
か
り
に
し
て
」

粟
屋
利
江
・
松
本
悠
子
編
『
人
の
移
動
と
文
化
の
交
差
（
ジ
ェ
ン
ダ

ー
史
叢
書
七
）』
明
石
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
七
一
頁
。

（
９
）
鈴
木
「
一
九
世
紀
東
ア
フ
リ
カ
」、
七
一
―
七
二
頁
。
ま
た
、
中
東

社
会
と
の
類
似
に
つ
い
て
は
、
清
水
和
裕
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お

け
る
奴
隷
」
弘
末
雅
士
編
『
越
境
者
の
世
界
史
―
―
奴
隷
・
移
住
者
・

混
血
者
』
春
風
社
、
二
〇
一
三
年
、
五
〇
―
五
一
頁
を
参
照
せ
よ
。

（
10
）G

w
yn Cam

pbell, “Introduction,” in G
w

yn Cam
pbell, ed., 

T
he Structure of Slavery in Indian O

cean A
frica and 

Asia , London and Portland: Frank Cass, 2004, xviii-xix.

（
11
）
鈴
木
「
一
九
世
紀
東
ア
フ
リ
カ
」。

（
12
）C

am
pbell, “Introduction,” xxiii-xxv.

（
13
）柳
橋
博
之『
イ
ス
ラ
ー
ム
財
産
法
』東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
一
二
年
、

三
四
頁
、
柳
橋
博
之
『
イ
ス
ラ
ー
ム
家
族
法
―
―
婚
姻
・
親
子
・
親
族
』

創
文
社
、
二
〇
〇
一
年
、
六
三
三
―
六
三
四
頁
、
清
水
『
イ
ス
ラ
ー

ム
史
の
な
か
の
奴
隷
』
一
四
頁
。

（
14
）
後
者
の
代
表
例
と
し
て
、Edw

ard A. Alpers, “The Story of 
Sw

em
a: Fem

ale V
ulnerability in N

ineteenth-C
entury 

E
ast A

frica,” in C
laire C

. R
obertson and M

artin A
. 

K
lein, eds., W

om
en and Slavery in Africa , M

adison: The 
U

niversity of W
isconsin Press, 1983, 185-219

で
取
り
上
げ

ら
れ
る
少
女
「
ス
ウ
ェ
マ
」
の
事
例
を
参
照
せ
よ
。

（
15
）W

illiam
 G

ervase C
larence-Sm

ith, “The E
conom

ics of 
the Indian O

cean and Red Sea Slave Trades in the 19th 
C

entury: A
n O

verview
,” in W

illiam
 G

ervase C
larence-

Sm
ith, ed., T

he E
conom

ics of the Indian O
cean Slave 

Trade in the N
ineteenth C

entury , London and Totow
a: 

Routeledge, 1989, 1. 

具
体
的
な
奴
隷
交
易
の
規
模
の
推
定
に
つ

い
て
は
、
鈴
木
英
明
「
イ
ン
ド
洋
西
海
域
と
『
近
代
』
―
―
奴
隷
の

流
通
を
事
例
に
し
て
」『
史
学
雑
誌
』
一
一
六
巻
七
号
、
二
〇
〇
七

年
、
一
〇
頁
、
表
一
に
挙
げ
た
諸
研
究
に
加
え
て
、Pier M

. 
Larson, O

cean of Letters: Language and C
reolization 

in an Indian O
cean D

iaspora , C
am

bridge: C
am

bridge 
U

niversity Press, 2009, 41; M
atthew

 S. H
opper, Slaves of 

O
ne M

aster: G
lobalization and Slavery in Arabia in the 

Age of E
m

pire , N
ew

 H
aven and London: Yale U

niversity 
Press, 2015, 30-36

も
参
照
せ
よ
。

（
16
）H

erbert S. K
lein, The A

tlantic Slave Trade , 2nd ed., 
C

am
bridge: C

am
bridge U

niversity Press, 2010, 71-72; 
Richard B. A

llen, E
uropean Slave Trading in the Indian 

O
cean, 1500-1850 , A

thens: O
hio U

niversity Press, 2014, 
22; H

opper, Slaves of O
ne M

aster , 35.
（
17
）K

lein, The Atlantic Slave Trade , 71.

（
18
）K

lein, The Atlantic Slave Trade , 71-72.

（
19
）Vijaya Teelock, B

itter Sugar: Sugar and Slavery in 19th 
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C
entury M

auritius , M
oka: M

ahatm
a G

andhi Institute, 
1998, 44, 63.

（
20
）A

bdul Sheriff, Slaves, Spices and Ivory in Zanzibar: 
Integration of an E

ast A
frican C

om
m

ercial E
m

pire into 
the W

orld E
conom

y, 1770-1873 , O
xford: Jam

es C
urrey, 

1987, 61-63.

（
21
）Esm

ond B. M
artin, The H

istory of M
alindi: A G

eographical 
A

nalysis of an E
ast A

frican C
oastal T

ow
n from

 the 
Portuguese Period to the Present , N

airobi: E
ast A

frican 
L

iterature B
ureau, 1973, 57; A

.I. Salim
, S

w
ahili 

Speaking Peoples of K
enyan C

oast, 1895-1965 , N
airobi: 

E
ast A

frican Publishing H
ouse, 1973, 26; Frederik 

C
ooer, Plantation Slavery on the E

ast C
oast of A

frica , 
Portsm

outh: H
einem

ann, 1997 (1st 1977, N
ew

 H
aven: 

Pearson Education), 81-97.

（
22
）
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
沿
岸
部
の
外
で
生
を
授
か
っ
た
奴
隷
の
同

化
と
社
会
的
上
昇
の
可
能
性
を
閉
ざ
す
も
の
で
は
な
い
。
鈴
木
「
一
九

世
紀
東
ア
フ
リ
カ
」
七
三
―
七
七
頁
。

（
23
）N

AU
K

 (The N
ational Archives, U

K
, K

ew
) FO

84/1279/43-
46 [Tables settling for the legitim

ate slave trade at the 
port of Zanzibar].

（
24
）ZZBA (Zanzibar N

ational Archives, Zanzibar, Tanzania) 
12/3 [List of slaves unlaw

fully held in slavery by British 
Indian subjects at Zanzibar and its dependencies, w

ho 
have been em

ancipated at the Consulate].

（
25
）H

ideaki Suzuki, “Enslaved Population and Indian O
w

ners 
along the E

ast A
frican C

oast: E
xploring the R

igby 

M
anum

ission List, 1860-1861,” H
istory in A

frica  39,2 
(2012).

（
26
）M

A
H

A
 (M

aharashtra State Archives, M
um

bai, India) 
P

D
/1860/159/830/210-211 [R

igby to A
n

derson
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