
盗
賊
の
イ
ン
ド
史
︵
一
︶
︱
︱
近
代
国
家
の
周
縁
︱
︱

竹

中

千

春

は

じ

め

に
︱
︱
合
法
と
違
法
の
間

第
一
章

独
立
イ
ン
ド
と
盗
賊

第
一
節

盗
賊
の
女
王
︱
︱
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー

第
二
節

盗
賊
の
土
地
︱
︱
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷

第
三
節

盗
賊
現
象
の
分
析

第
四
節

プ
ー
ラ
ン
の
生
涯
︵
以
上
本
号
︶

第
二
章

植
民
地
国
家
と
盗
賊

む
す
び
に
か
え
て
︱
︱
参
加
民
主
主
義
へ
の
道

は

じ

め

に
︱
︱
合
法
と
違
法
の
間

法
と
は
も
と
も
と
合
法
と
違
法
と
を
区
切
る
境
界
線
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
法
を
措
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
社
会
の
中
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に
合
法
の
世
界
と
違
法
の
世
界
を
作
り
出
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
違
法
の
世
界
が
幅
を
き
か
せ
ば
、
法
の
存
在
を
有
効

に
す
る
力
よ
り
も
そ
れ
を
否
定
す
る
力
の
ほ
う
が
優
越
し
、
合
法
的
な
世
界
が
意
味
を
喪
失
す
る
。
無
法
地
帯
、
紛
争
地
域
、
内
戦
状

況
と
い
っ
た
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
出
現
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
が
存
立
の
基
盤
を
確
保
す
る
に
は
、
管
轄
区

域
の
中
の
﹁
法
と
秩
序
︵
law
and
order︶
﹂
を
実
現
す
る
努
力
を
絶
え
ず
払
い
、
そ
の
た
め
の
十
分
な
制
度
・
人
材
・
資
源
を
確
保

し
、
法
に
挑
戦
す
る
ど
の
よ
う
な
社
会
的
勢
力
に
も
優
位
す
る
強
制
力
を
備
え
か
つ
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
完
璧
に
見
え
る
国
家
に
お
い
て
も
、
合
法
的
な
世
界
だ
け
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
合
法
性
を

破
ら
れ
た
壁
の
向
こ
う
側
に
は
法
を
越
え
た
領
域
と
し
て
違
法
な
い
し
は
無
法
の
世
界
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
世
界
の
中
で
は
国

家
の
暴
力
的
な
独
占
は
崩
れ
、
国
家
以
外
の
主
体
が
暴
力
を
行
使
し
て
自
ら
の
﹁
法
﹂
を
人
々
に
強
制
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
主
体
が
登
場
す
る
背
景
に
は
独
特
の
社
会
史
が
存
在
し
、
彼
ら
の
暴
力
的
な
行
為
に
は
一
定
の
範
囲
内
で
受
け
入

れ
ら
れ
る
よ
う
な
、
そ
れ
な
り
の
正
当
な
言
い
分
が
存
在
す
る
場
合
も
多
い
。
だ
が
、
国
家
の
側
か
ら
す
れ
ば
あ
く
ま
で
も
国
家
に
刃

向
か
っ
て
違
法
行
為
に
手
を
染
め
る
﹁
無
法
者
﹂﹁
犯
罪
者
﹂
で
あ
り
、
よ
り
新
し
く
は
﹁
反
政
府
武
装
勢
力
﹂﹁
テ
ロ
リ
ス
ト
﹂
な
ど

と
呼
ば
れ
て
、
断
固
と
し
て
鎮
圧
さ
れ
る
べ
き
対
象
で

(�
)

あ
る
。

要
す
る
に
、
近
代
国
家
の
成
立
過
程
は
、
国
家
が
そ
れ
以
外
の
暴
力
的
な
社
会
集
団
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
か
ら
﹁
至
上
の
権
力
﹂

と
し
て
自
ら
の
秩
序
を
確
立
す
る
過
程
で
あ
り
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
中
世
の
封
建
社
会
が
崩
れ
て
絶
対
主
義
国
家
が
登
場
す

る
時
代
に
、
新
し
い
﹁
法
と
秩
序
﹂
の
体
制
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で

(
)

あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

一
角
を
占
め
る
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
植
民
地
化
さ
れ
た
英
領
イ
ン
ド
で
は
、
ど
の
よ
う
な
形

で
こ
の
国
家
形
成
過
程
が
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
産
業
革
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
源
に
圧
倒
的
に
優
位
す
る
軍
事
力
と
経
済

力
を
資
源
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
遠
く
離
れ
た
イ
ン
ド
亜
大
陸
に
﹁
植
民
地
国
家
︵
colonialstate︶
﹂
を
移
植
し
た
イ
ギ
リ
ス

は
、
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
国
家
に
挑
戦
す
る
社
会
的
な
暴
力
を
駆
逐
し
、
新
し
い
﹁
法
と
秩
序
﹂
を
樹
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
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て
、
植
民
地
国
家
を
引
き
継
い
だ
﹁
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
国
家
︵
postcolonialstate︶
﹂
と
し
て
の
﹁
国
民
国
家
︵
nation-state︶
﹂
に

は
、
ど
の
よ
う
な
体
制
が
引
き
継
が
れ
た
の
だ
ろ

(�
)

う
か
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
近
現
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
盗
賊
に
歴
史
的
な
焦
点
を
あ
て
て
分
析
を
試
み
た
い
。
国
家
的
な

合
法
性
の
境
界
線
を
脅
か
し
、
犯
罪
者
と
し
て
討
伐
や
処
罰
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
存
在
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
な
の
か
。
そ
の
よ
う

な
人
々
の
活
動
に
対
峙
し
た
国
家
と
は
、
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
そ

の
よ
う
な
政
治
過
程
の
下
で
形
成
さ
れ
た
植
民
地
的
な
体
制
と
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
ら
の
特
徴
は
、
独
立

後
、
さ
ら
に
は
今
日
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
章
﹁
独
立
イ
ン
ド
と
盗
賊
﹂
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
初
め
に
注
目
を
浴
び
﹁
盗
賊
の
女
王
︵
B
an
d
it

Q
ueen
︶
﹂
と
呼
ば
れ
た
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
に
焦
点
を
当
て
て
、
盗
賊
の
現
代
的
な
実
像
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
現
代
の
盗

賊
現
象
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
二
章
は
﹁
植
民
地
国
家
と
盗
賊
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
進
出
と
国

家
形
成
の
過
程
で
、
新
し
い
法
制
度
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
い
か
に
多
様
な
人
々
が
﹁
盗
賊
﹂
な
い
し
は
他
の
形
の
﹁
犯
罪
者
﹂

と
し
て
処
罰
さ
れ
、
統
制
さ
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
。﹁
む
す
び
に
か
え
て
﹂
で
は
、
近
代
国
家
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
抑
圧
さ
れ
て
き

た
社
会
的
に
下
層
の
人
々
が
、
現
代
民
主
主
義
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
、
よ
り
制
度
的
な
形
で
自
己
主
張
を
展
開
し
、
政
治
的
な
参

加
を
実
現
し
て
き
た
過
程
を
分
析
す
る
。
こ
う
し
た
動
き
と
関
連
し
て
、﹁
盗
賊
﹂
や
そ
の
他
の
﹁
犯
罪
行
為
﹂
に
関
わ
っ
て
き
た

人
々
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
を
考
え
な
が
ら
、
最
後
に
も
う
一
度
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
を
取
り
上
げ
て
議

論
し
て
み
た
い
。

そ
れ
で
は
ま
ず
、
現
代
イ
ン
ド
の
盗
賊
の
世
界
へ
と
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
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第
一
章

独
立
イ
ン
ド
と
盗
賊

第
一
節

盗
賊
の
女
王
︱
︱
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー

二
〇
〇
一
年
七
月
二
五
日
、
か
つ
て
﹁
盗
賊
の
女
王
﹂
と
い
う
異
名
を
取
っ
た
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
︵
Phoolan
D
evi︶
が
、

首
都
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
の
中
心
に
あ
る
ア
シ
ョ
カ
通
り
四
四
番
地
の
議
員
公
邸
前
で
三
名
の
狙
撃
者
に
射
殺
さ
れ
た
。
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ

デ
ー
シ
ュ
州
選
出
の
サ
マ
デ
ィ
ワ
デ
ィ
党
︵
Sam
adiw
adiParty:Ｓ
Ｐ
、
社
会
党
︶
に
属
す
国
会
議
員
と
し
て
、
開
会
中
の
下
院
︵
Lok

Sabha︶
か
ら
昼
休
み
で
帰
宅
し
た
と
き
を
襲
わ
れ
、
ボ
デ
ィ
ー
ガ
ー
ド
と
も
に
公
用
車
を
降
り
た
途
端
に
銃
弾
六
発
を
浴
び
た
。
病

院
に
運
ば
れ
た
が
、
頭
部
に
三
発
の
銃
弾
が
命
中
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
即
死
だ
っ
た
と
い
う
。
犯
人
は
直
ち
に
緑
色
の
マ
ル
テ
ィ
小
型
車

で
逃
亡

($
)

し
た
。

な
ぜ
殺
害
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
が
流
れ
た
。
近
く
予
定
さ
れ
て
い
た
州
選
挙
を
め
ぐ
る
政
党
間
の
争

い
、
プ
ー
ラ
ン
が
二
〇
年
前
に
関
わ
っ
た
と
さ
れ
て
罪
を
問
わ
れ
て
い
た
ベ
ー
マ
イ
︵
B
ehm
ai︶
村
虐
殺
事
件
の
関
係
者
に
よ
る
復

讐
、
私
的
な
金
銭
を
め
ぐ
っ
て
夫
を
含
む
プ
ー
ラ
ン
周
辺
の
人
々
の
企
み
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
日
後
に
犯
人
が
デ
リ
ー
の
プ
レ

ス
・
ク
ラ
ブ
で
記
者
会
見
を
し
、
殺
害
し
た
こ
と
を
認
め
、
ベ
ー
マ
イ
村
で
プ
ー
ラ
ン
の
盗
賊
団
に
惨
殺
さ
れ
た
上
層
の
カ
ー
ス
ト
で

あ
る
タ
ー
ク
ル
一
族
の
無
念
を
晴
ら
す
た
め
の
復
讐
だ
っ
た
と
語
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
、
こ
の
犯
人
の
裏
で
誰
が
事
件
の
糸
を
引

い
て
い
た
の
か
は
、
た
だ
ち
に
明
ら
か
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

メ
デ
ィ
ア
界
で
は
プ
ー
ラ
ン
の
死
が
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
の
、﹁
殺
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
犯
罪
者
だ
っ

た
﹂
と
い
う
解
釈
が
主
流
で
、
そ
の
意
味
で
は
冷
た
い
取
り
上
げ
ら
れ
方
に
終
始
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
評
論
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家
な
ど
﹁
健
全
な
市
民
社
会
﹂
の
世
論
を
構
成
す
る
都
市
の
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
に
と
っ
て
﹁
盗
賊
団
と
し
て
強
盗
殺
人
を
行
っ
た
プ
ー
ラ

ン
と
そ
の
一
味
が
処
罰
さ
れ
る
べ
き
だ
﹂
と
い
う
見
解
は
あ
ま
り
に
も
当
然
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
国
会
議
員
が
射
殺

さ
れ
た
と
い
う
の
に
イ
ン
ド
人
民
党
の
下
の
中
央
政
府
は
ほ
と
ん
ど
衝
撃
を
受
け
ず
、
興
味
深
い
ほ
ど
平
静
な
対
応
を
示
し
た
。
二
二

人
を
殺
害
し
た
殺
人
集
団
の
指
導
者
と
し
て
刑
事
訴
追
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
人
民
党
の
も
っ
と
も
強
い
基
盤
の
ウ
ッ
タ
ル
・

プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
で
、
野
党
の
政
治
家
と
し
て
大
き
な
人
気
を
博
し
て
い
る
彼
女
が
、
文
字
通
り
﹁
消
え
て
く
れ
る
﹂
こ
と
は
、
選
挙

戦
を
争
う
与
党
に
と
っ
て
頭
の
痛
い
﹁
問
題
﹂
が
解
決
し
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
に
違
い

(%
)

な
い
。

し
か
し
、
プ
ー
ラ
ン
の
死
は
、
単
に
一
人
の
女
性
の
政
治
家
の
死
を
越
え
て
、
イ
ン
ド
の
一
つ
の
時
代
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
象
徴
し

て
い
た
、
と
思
う
。
こ
の
死
は
、
二
〇
年
前
に
﹁
盗
賊
の
女
王
﹂
と
し
て
プ
ー
ラ
ン
が
人
々
の
前
に
姿
を
現
し
た
と
き
か
ら
、
す
で
に

予
想
さ
れ
て
い
た
出
来
事
で
す
ら
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
彼
女
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
時
の
首
相
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
国
民
会
議
派
党
首

の
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
﹁
直
に
取
引
し
て
﹂、
マ
デ
ィ
ヤ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
警
察
長
官
の
前
に
銃
を
持
っ
て
堂
々
と
投

降
し
た
彼
女
は
、
ま
だ
二
〇
代
初
め
の
娘
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
仲
間
の
男
た
ち
を
率
い
て
、
黒
髪
に
サ
フ
ラ
ン
色
の
鉢
巻
き
を
巻
き
、

痩
せ
た
腕
に
ラ
イ
フ
ル
を
握
り
し
め
、
日
に
焼
け
た
肌
の
顔
に
笑
顔
を
浮
か
べ
な
が
ら
、﹁
女
神
︵
devi︶
﹂
は
姿
を
現
し
た
。
メ
デ
ィ

ア
は
プ
ー
ラ
ン
が
美
女
で
は
な
か
っ
た
と
か
、
実
際
に
は
銃
撃
戦
の
頭
で
は
な
か
っ
た
な
ど
と
こ
き
下
ろ
し
た
が
、
野
次
馬
的
で
あ
っ

た
に
せ
よ
、
多
く
の
人
々
は
プ
ー
ラ
ン
を
自
分
た
ち
の
﹁
女
神
﹂
と
し
て
讃

(*
)

え
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
史
家
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
は
、
著
書
﹃
盗
賊
︵
B
andits︶
﹄
の
中
で
、﹁
無
法
者
︵
outlaw
︶
﹂
に
目
を
向
け
て
、
資
本

主
義
的
な
市
場
経
済
や
近
代
的
な
国
家
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
伝
統
的
な
農
村
社
会
の
動
揺
が
始
ま
っ
た
地
域
、
あ
る
い
は
西
欧

大
国
の
帝
国
主
義
的
支
配
の
下
で
の
植
民
地
化
が
進
め
ら
れ
社
会
的
な
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
地
域
で
、﹁
社
会
的
な
盗
賊
︵
social

bandits︶
﹂
が
伝
統
社
会
の
側
の
抵
抗
と
し
て
登
場
し
た
と
論
じ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。﹁
こ
の
種
の
社
会
的
な
盗
賊
は
、

も
っ
と
も
普
遍
的
な
社
会
現
象
﹂
で
あ
り
、﹁
中
国
で
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
、
ペ
ル
ー
で
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
も
﹂、
つ
ま
り
世
界
の
さ
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ま
ざ
ま
な
地
域
で
﹁
同
一
の
現
象
が
見
ら
れ
た
﹂
と
言
い
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

山
や
森
で
、
法
や
政
府
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
一
団
と
な
っ
た
男
た
ち
︵
伝
統
的
に
女
性
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
︶
が
、
武
装
し
て
暴

力
を
使
い
、
略
奪
・
強
盗
・
そ
の
他
の
方
法
で
犠
牲
者
に
自
分
た
ち
の
意
志
を
強
要
す
る
。
同
時
に
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
盗
賊
た
ち
は
経

済
・
社
会
・
政
治
的
な
秩
序
に
挑
戦
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
権
力
や
法
や
資
源
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
と
力
を
持
つ
者
た
ち
に
挑
戦
す

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
国
家
が
支
配
し
階
級
的
に
分
裂
し
た
社
会
に
お
い
て
、
盗
賊
が
担
う
歴
史
的
な
意
義
で
あ
る
。
こ
の
本
の
テ
ー
マ

で
あ
る
﹁
社
会
的
な
盗
賊
﹂
こ
そ
が
、
こ
う
し
た
挑
戦
の
一
面
を
表
し
て
(0
)

い
る
。

ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
の
い
う
﹁
社
会
的
な
盗
賊
﹂
と
は
、
単
な
る
盗
み
を
働
く
犯
罪
者
と
し
て
の
盗
賊
で
は
な
く
て
、
民
衆
の
支
持
を
集

め
て
一
種
の
英
雄
神
話
を
作
り
出
す
よ
う
な
人
々
で
、﹁
貧
し
い
紳
士
強
盗
︵
im
poverished
gentlem
en-robbers︶
﹂﹁
盗
賊
紳
士

︵
bandit
gentry
︶
﹂﹁
強
盗
騎
士
︵
robber
knights︶
﹂
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
。

彼
ら
は
、
農
民
の
無
法
者
で
、
領
主
や
国
家
は
犯
罪
者
と
見
な
す
が
、
農
民
の
社
会
に
生
き
、
そ
の
同
胞
の
人
々
か
ら
は
、
英
雄
・
チ
ャ

ン
ピ
オ
ン
・
報
復
者
・
正
義
の
戦
士
と
見
ら
れ
、
解
放
の
指
導
者
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
々
が
賞
賛
・
援

助
・
支
持
し
て
当
然
の
男
た
ち
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
地
権
力
で
あ
れ
外
国
権
力
で
あ
れ
、
中
央
集
権
的
な
政
府
や
国
家
が
伝
統
的
な

社
会
を
包
囲
し
侵
食
す
る
過
程
で
は
、
土
地
の
領
主
で
す
ら
こ
の
種
の
盗
賊
を
助
け
支
援
す
る
だ
(2
)

ろ
う
。

産
業
革
命
や
植
民
地
化
に
よ
っ
て
、
近
代
的
な
国
家
や
市
場
の
中
心
地
か
ら
農
業
資
本
主
義
︵
agrarian
capitalism
︶
へ
の
変
化
を

促
す
圧
力
が
及
ん
で
、
土
地
の
部
族
社
会
や
血
縁
集
団
の
組
織
が
変
貌
な
い
し
は
解
体
さ
せ
ら
れ
、
伝
統
的
な
農
業
や
採
集
経
済
の
社

会
で
生
き
て
い
た
人
々
は
農
業
労
働
者
や
農
村
の
外
の
鉱
工
業
労
働
者
へ
と
半
ば
強
制
的
に
変
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
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過
程
で
出
現
す
る
現
象
が
、﹁
社
会
的
な
盗
賊
﹂
で
あ
る
。
部
族
社
会
や
血
縁
的
な
農
業
社
会
に
お
い
て
は
、
人
々
が
武
装
し
て
い
る

こ
と
は
暮
ら
し
の
上
で
当
た
り
前
で
あ
っ
た
し
、
と
く
に
狩
猟
や
放
牧
を
主
と
す
る
集
団
の
場
合
に
は
家
同
士
の
宿
根
の
争
い
︵
feud-

ing
︶
や
襲
撃
︵
raiding
︶
は
当
た
り
前
の
も
の
だ
っ
た
。
対
立
す
る
者
同
士
の
紛
争
は
血
族
や
村
の
共
同
体
的
な
話
し
合
い
の
中
で

解
決
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
流
血
の
暴
力
を
使
っ
て
解
決
さ
れ
る
か
で
あ
り
、
仮
に
暴
力
的
な
方
法
を
用
い
て
も
、
正
当
な
根
拠
が
あ

れ
ば
、
犯
罪
者
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
人
々
が
、
資
本
主
義
的
な
変
動
の
波
を
被

り
、
新
た
な
階
級
対
立
に
晒
さ
れ
た
と
き
、
多
く
の
盗
賊
を
輩
出
す
る
集
団
と
な
る
、
と
い
う
仮
説
で

(4
)

あ
る
。

た
だ
し
、
ボ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
は
、
こ
の
よ
う
に
国
家
形
成
と
資
本
主
義
化
の
過
程
で
現
れ
る
﹁
社
会
的
な
盗
賊
﹂
と
、
単
な
る
犯
罪
組

織
と
し
て
の
盗
賊
団
、
あ
る
い
は
盗
賊
を
生
業
と
す
る
部
族
と
は
、
異
な
る
主
体
だ
と
注
意
し
て
い
る
。
と
く
に
、﹁
社
会
的
な
盗
賊
﹂

は
、
自
分
の
仲
間
の
農
民
か
ら
盗
む
と
い
う
盗
賊
行
為
を
行
わ
な
い
。
必
ず
、
国
家
や
新
し
い
商
人
層
や
不
在
地
主
と
い
う
﹁
階
級

敵
﹂
を
襲
う
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
は
、
一
二
世
紀
初
頭
の
シ
チ
リ
ア
地
方
の
盗
賊
に
つ
い
て
記
述
し
た
、
次
の
よ
う
な
ア
ン

ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
の
文
章
を
引
用
す
る
。﹁
階
級
闘
争
は
、
山
賊
行
為
、
恐
喝
、
森
林
地
の
放
火
、
家
畜
殺
し
、
女
性
や
子
ど
も
の

誘
拐
、
役
所
の
襲
撃
と
い
っ
た
行
為
と
混
ざ
り
合
っ
て
展
開
さ

(
)

れ
る
﹂。

10

こ
う
し
た
仮
説
に
照
ら
す
と
、
一
九
七
〇
︱
八
〇
年
代
の
イ
ン
ド
に
登
場
し
た
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
も
ま
た
、
単
な
る
強
盗
団

の
首
領
で
は
な
く
、
政
治
家
・
役
人
・
警
察
、
あ
る
い
は
地
主
・
商
人
・
金
貸
し
、
つ
ま
り
権
力
や
お
金
を
持
つ
﹁
強
き
者
﹂
を
く
じ

き
、
盗
品
を
寺
に
寄
進
し
、
農
村
に
分
け
前
を
ば
ら
ま
い
て
、
貧
し
く
カ
ー
ス
ト
身
分
の
低
い
農
民
と
い
う
﹁
弱
き
者
﹂
を
助
け
る

﹁
盗
賊
﹂、
現
地
で
親
し
ま
れ
て
い
る
言
葉
を
使
え
ば
﹁
ダ
コ
イ
ト
︵
dacoit︶
﹂
と
い
う
伝
説
的
な
﹁
無
法
者
﹂
の
末
裔
と
な
っ
た
と
解

釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
噂
で
知
ら
れ
た
彼
女
の
過
去
は
、
農
民
が
身
に
沁
み
て
知
っ
て
い
る
貧
し
さ
、
い
じ
め
、
差
別
、
児
童
労
働
、
暴

力
的
な
虐
待
、
性
的
虐
待
を
引
き
ず
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
プ
ー
ラ
ン
は
逆
境
に
負
け
ず
に
自
身
の
力
で
生
き
延
び
、﹁
目
に
は
目

を
﹂
と
い
う
べ
き
復
讐
を
敢
行
し
た
。
そ
の
不
敵
な
﹁
女
神
﹂
に
、
人
々
は
喝
采
を
送
り
、﹁
姿
を
拝
む
︵
darshan
︶
﹂
た
め
に
数
千
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の
規
模
で
集
ま

(
)

っ
た
。

11

さ
て
、
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
は
、
筆
者
に
は
特
別
な
存
在
で
あ
る
。
一
九
八
一
年
留
学
先
の
デ
リ
ー
で
、
連
日
新
聞
の
一
面
を

飾
っ
て
い
た
の
が
、﹁
盗
賊
の
女
王
﹂
の
記
事
だ
っ
た
。
一
九
七
七
年
春
、
イ
ン
ド
国
民
会
議
派
党
首
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
の

敷
い
た
非
常
事
態
体
制
を
選
挙
で
倒
し
た
ジ
ャ
ナ
タ
︵
Janata：
人
民
︶
連
合
が
成
立
し
た
が
、
そ
の
第
二
次
内
閣
は
早
々
に
七
九
年

下
野
し
、
再
び
イ
ン
ド
国
民
会
議
派
の
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
政
権
に
返
り
咲
い
て
い
た
。
二
五
パ
イ
サ
︵
日
本
円
で
八
円
く
ら
い
︶
だ
っ
た

﹃
タ
イ
ム
ズ
・
オ
ブ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
︵
T
he
T
im
es
of
India︶
﹄
や
﹃
ス
テ
ー
ツ
マ
ン
︵
T
he
Statesm
an
︶
﹄
な
ど
の
新
聞
に
は
、
植
民

地
時
代
の
頃
か
ら
使
わ
れ
続
け
て
い
る
よ
う
な
小
さ
な
活
字
で
記
事
が
組
ま
れ
て
い
て
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
印
字
は
歪
み
、
古
色
蒼
然
た

る
英
語
表
現
で
理
解
で
き
な
い
記
事
ば
か
り
が
並
ん
で
い
た
。
け
れ
ど
も
、
プ
ー
ラ
ン
の
記
事
が
出
る
と
、
そ
れ
で
も
一
生
懸
命
読
も

う
と
し
た
こ
と
は
憶
え
て
い
る
。
文
中
に
は
、
必
ず
﹁
武
装
勢
力
︵
m
ilitants︶
﹂
と
い
っ
た
言
葉
と
並
ん
で
dacoit
と
か
encounter

と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
日
本
か
ら
持
参
し
た
辞
書
に
は
出
て
い
な
い
の
で
、
dacoit
は
英
語
の
bandit
と
ほ
ぼ
同
じ
現
地
語
で

﹁
盗
賊
﹂
を
意
味
し
、
英
語
の
encounter
は
軍
や
警
察
と
盗
賊
の
武
装
集
団
と
の
﹁
遭
遇
﹂
さ
ら
に
は
﹁
衝
突
﹂
を
意
味
す
る
と
知

る
ま
で
、
ず
い
ぶ
ん
時
間
が
か
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
武
力
衝
突
が
首
都
か
ら
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
場
所
で
日
常
的

に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
筆
者
の
想
像
の
範
囲
を
越
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

後
に
プ
ー
ラ
ン
は
筆
者
と
ほ
ぼ
同
年
代
の
女
性
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
当
時
は
と
も
か
く
ロ
ビ
ン
・
フ
ッ
ド
の
よ
う
に
謎

め
い
た
存
在
で
、
公
に
姿
を
現
さ
ず
、
当
然
写
真
は
な
く
、
報
道
で
伝
え
ら
れ
る
数
々
の
武
勇
伝
が
い
っ
そ
う
の
神
秘
さ
を
醸
し
出
し

て
い
た
。
銃
を
担
い
で
盗
賊
の
男
た
ち
を
率
い
、
金
持
ち
を
襲
っ
て
盗
み
を
は
た
ら
き
、
民
衆
に
は
絶
大
な
人
気
が
あ
る
。
森
の
中
を

駆
け
回
り
、
警
察
の
特
殊
部
隊
の
追
撃
を
出
し
抜
き
続
け
て
い
る
。
テ
レ
ビ
が
普
及
し
て
い
な
い
頃
だ
っ
た
の
で
、
新
聞
報
道
の
み
が

頼
り
だ
っ
た
が
、
記
事
の
見
出
し
を
見
る
だ
け
で
、
昨
日
も
彼
女
は
逃
げ
き
っ
た
ら
し
い
、
と
私
で
さ
え
心
の
中
で
つ
ぶ
や
い
て
い

た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
﹁
現
代
の
盗
賊
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
に
は
関
心
が
あ
っ
た
も
の
の
、
政
治
学
の
議
論
の
中
で
器
用
に
取
り
上
げ
る

立教法学 第 76 号（2009)

74



力
も
な
い
ま
ま
胸
の
中
に
し
ま
い
込
ん
で
い
た
。

し
か
し
、
一
五
年
以
上
経
っ
て
、
今
度
は
政
治
学
者
と
し
て
も
う
一
度
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
を
思
い
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

か
つ
て
の
﹁
盗
賊
の
女
王
﹂
が
一
九
九
三
年
に
恩
赦
で
釈
放
さ
れ
、
九
六
年
総
選
挙
で
は
サ
マ
デ
ィ
ワ
デ
ィ
党
の
候
補
者
と
し
て
圧
倒

的
な
票
を
集
め
て
国
会
議
員
に
当
選
し
た
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
の
﹁
盗
賊
の
女
性
﹂
が
制
度
的
に
国
民
を
代
表
す
る
存
在
に
な
っ
た

と
い
う
事
実
が
、
一
九
九
〇
年
代
の
イ
ン
ド
の
政
治
の
重
要
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

(
)

れ
た
。

12

そ
う
し
た
ナ
イ
ー
ヴ
な
関
心
を
も
と
に
、
彼
女
の
死
の
一
年
前
で
あ
る
二
〇
〇
〇
年
二
月
に
初
め
て
本
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
う

こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
と
き
は
、
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
に
彼
女
自
身
が
購
入
し
た
、
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
以
上
の
豊
か
な
ベ
ン
ガ
ル
人
の
多
く
住

む
チ
ッ
ト
ラ
ン
ジ
ャ
ン
・
パ
ー
ク
の
私
宅
で
、
お
よ
そ
一
時
間
あ
ま
り
の
時
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。
国
会
の
会
期
中
で
、
ア
ポ
イ

ン
ト
メ
ン
ト
は
取
っ
た
も
の
の
、
何
度
も
約
束
の
時
間
と
場
所
を
変
更
さ
せ
ら
れ
た
。
も
う
駄
目
だ
ろ
う
と
諦
め
そ
う
に
な
っ
た
夜
半

に
電
話
を
入
れ
る
と
、
今
な
ら
会
え
る
か
ら
す
ぐ
来
て
く
れ
、
と
い
う
返
事
を
も
ら
い
、
後
輩
と
一
緒
に
駆
け
つ
け
た
。
後
か
ら
振
り

返
る
と
、
そ
う
し
た
会
い
方
は
、
暗
殺
者
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
け
っ
し
て
居
所
を
明
ら
か
に
し
な
い
と
い
う
、
彼
女
の
防
衛
的
な
日

常
行
動
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
一
日
の
終
わ
り
の
、
夕
食
前
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
家
族
団
欒
の
時
間
に
、
し
か
も
自
宅
の

居
間
で
会
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
、
大
変
に
貴
重
な
経
験
だ
っ
た
。
と
は
い
え
、
そ
の
と
き
に
は
、
プ
ー
ラ
ン
と
の
面
接
の
価
値
を
十
分

に
は
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
彼
女
が
基
本
的
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
拒
否
し
て
い
る
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
人
々
に
繰
り

返
し
教
え
ら
れ
て
、
改
め
て
自
分
の
幸
運
を
思
い
知
ら
さ

(
)

れ
た
。

13

プ
ー
ラ
ン
は
︱
︱
そ
し
て
後
に
出
会
っ
た
村
に
住
ん
で
い
た
彼
女
の
母
親
も
︱
︱
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
心
の
底
か
ら
嫌
っ
て
い
た
。

人
生
の
大
半
、
国
内
や
国
外
の
メ
デ
ィ
ア
に
追
い
回
さ
れ
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
無
視
し
た
一
種
の
見
せ
物
に
さ
れ
、
訴
訟
や
政
争
と

も
な
れ
ば
極
悪
非
道
な
人
殺
し
と
し
て
糾
弾
さ
れ
、
本
人
か
ら
す
れ
ば
歪
め
ら
れ
た
﹁
盗
賊
の
女
王
﹂
の
物
語
を
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
て

き
た
た
め
で
あ
る
。
母
親
の
言
葉
を
引
け
ば
、
報
道
記
事
や
本
や
映
画
が
発
表
さ
れ
た
後
、
金
を
儲
け
て
得
を
し
た
の
は
、
プ
ー
ラ
ン
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や
彼
女
の
家
族
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
が
面
会
を
許
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
日
本
か
ら
来
た
と
い
う
こ
と
と
、
大
学
の

教
師
だ
と
い
う
こ
と
を
電
話
で
何
度
も
伝
え
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
プ
ー
ラ
ン
自
身
が
、
自
分
の
自
伝
が
日
本
語
に
訳
さ
れ
、
立
命

館
大
学
に
招
か
れ
た
経
験
を
、
と
て
も
名
誉
に
思
っ
て
い
る
と
嬉
し
そ
う
に
語
っ
て
い
た
。
日
本
で
招
い
た
方
々
も
彼
女
に
会
っ
た

人
々
も
、
た
だ
親
切
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
対
等
な
一
人
の
人
間
と
し
て
、
し
か
も
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
プ
ー
ラ
ン
を
迎
え
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
。
カ
ー
ス
ト
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
理
由
に
差
別
さ
れ
、
無
学
の
者
と
し
て
扱
わ
れ
、
犯
罪
者
と
し
て
罰
せ
ら
れ
て
き
た
彼
女
に
と

っ
て
は
、
食
卓
で
一
緒
に
お
茶
を
飲
ん
で
食
事
を
し
て
も
ら
う
こ
と
だ
け
で
も
価
値
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
際
に
同
席
し
て
時
折
英
語
で
通
訳
も
し
て
く
れ
た
、
彼
女
の
養
子
に
し
た
青
年
が
デ
リ
ー
大
学
の
学
生
だ
と

い
う
こ
と
を
誇
り
に
し
て
い
た
か
ら
、
大
学
で
教
え
て
い
る
私
の
職
業
に
興
味
を
持
っ
て
く
れ
た
の
か
も
し
れ

(
)

な
い
。

14

そ
れ
な
り
に
受
け
入
れ
て
も
ら
っ
た
か
ら
か
、
翌
年
の
三
月
に
も
再
び
プ
ー
ラ
ン
に
面
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
こ
の
と

き
は
住
居
を
国
会
議
員
の
公
邸
の
あ
る
ア
シ
ョ
カ
通
り
に
移
し
て
い
て
、
面
会
の
約
束
は
、
サ
マ
デ
ィ
ワ
デ
ィ
党
の
古
強
者
ら
し
い
秘

書
を
通
し
て
の
み
可
能
だ
っ
た
。
事
務
所
の
応
接
室
で
は
、
こ
の
秘
書
が
大
き
な
机
を
前
に
主
人
の
よ
う
に
座
り
、
プ
ー
ラ
ン
は
ま
る

で
彼
の
下
で
働
か
さ
れ
、
客
の
相
手
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
も
議
会
で
は
予
算
案
を
審
議
中
で
、
暗
殺
さ
れ
た

日
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
女
が
国
会
か
ら
昼
休
み
で
公
邸
に
帰
宅
し
た
と
き
に
出
会
っ
た
。
共
産
党
の
古
い
幹
部
で
あ
っ
た
国
会
議
員
が

死
亡
し
て
、
そ
の
お
葬
式
に
行
く
と
言
っ
て
い
た
。
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
彼
女
が
身
体
の
不
調
を
訴
え
て
い
て
、
国
会
に
通
う
の
も

つ
ら
く
て
医
者
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
話
と
、
常
に
身
辺
に
危
険
を
感
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
中
央
政
府
は
警
備
を
つ
け
て
く
れ
な

い
、
中
央
政
府
だ
け
で
な
く
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
で
も
警
察
や
役
人
は
プ
ー
ラ
ン
を
馬
鹿
に
し
て
取
り
合
っ
て
く
れ
な
い
、

や
は
り
未
だ
に
差
別
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
不
満
の
話
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
よ
う
や
く
、
チ
ッ
ト
ラ
ン
ジ
ャ
ン
・
パ
ー
ク
の
自
宅
に
い

た
獰
猛
そ
う
な
黒
い
大
型
犬
は
、
警
備
の
た
め
に
飼
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
悟
っ
た
。

彼
女
の
信
条
や
主
張
は
本
稿
の
後
半
部
分
で
紹
介
す
る
と
し
て
、
短
い
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
間
の
事
務
所
の
風
景
を
伝
え
て
お
き
た
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い
。
党
の
秘
書
が
監
督
し
て
い
た
の
で
、
政
治
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
サ
マ
デ
ィ
ワ
デ
ィ
党
首
ム
ラ
ヤ
ム
・
シ
ン
・
ヤ
ー
ダ
ヴ
は
偉

い
と
い
う
話
と
、
党
の
公
式
の
政
策
表
明
の
よ
う
な
話
し
か
聞
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
事
務
所
に
は
け
っ
こ
う
人
が
訪
ね
て
き

て
い
て
、
政
治
家
と
し
て
の
プ
ー
ラ
ン
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
ア
ッ
サ
ム
州
か
ら
来
た
大
学
の
教
師
は
、
こ
れ
か
ら
ム
ラ
ヤ

ム
・
シ
ン
・
ヤ
ー
ダ
ヴ
に
頼
っ
て
サ
マ
デ
ィ
ワ
デ
ィ
党
か
ら
立
候
補
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
こ
と
と
、
三
月
八
日
の
国
際
女
性
の
日
に

は
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
に
ア
ッ
サ
ム
に
来
て
講
演
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
を
、
元
気
よ
く
説
明
し
て
い
た
。
プ
ー
ラ
ン

は
耳
を
傾
け
て
、
少
し
ず
つ
口
を
挟
ん
で
い
た
。
小
さ
な
子
ど
も
を
連
れ
て
ビ
ハ
ー
ル
州
か
ら
デ
リ
ー
に
来
た
が
夫
に
捨
て
ら
れ
た
と

い
う
若
い
女
性
は
、
地
元
に
帰
る
お
金
が
な
い
か
ら
助
け
て
ほ
し
い
、
と
訴
え
て
い
た
。
プ
ー
ラ
ン
は
、
い
つ
も
政
治
家
の
と
こ
ろ
を

回
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
て
自
分
の
力
で
働
き
な
さ
い
、
と
懇
々
と
説
教
し
て
い
た
。

ま
た
、
彼
女
の
回
り
に
い
て
何
か
し
ら
仕
事
を
も
ら
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
ら
し
い
、
地
元
か
ら
来
た
中
年
の
男
た
ち
も
い
た
。
チ
ッ

ト
ラ
ン
ジ
ャ
ン
・
パ
ー
ク
の
階
下
の
事
務
所
で
会
っ
た
人
た
ち
も
い
た
。
最
初
は
プ
ー
ラ
ン
と
血
が
繋
が
っ
て
い
る
か
、
公
的
な
役
の

あ
る
人
た
ち
か
と
思
っ
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
親
戚
で

も
な
い
し
、
党
の
人
で
も
な
い
。
単
純
に
、
仕
事
と
お
金

を
持
っ
て
い
る
プ
ー
ラ
ン
の
側
に
た
む
ろ
し
て
、
電
話
番

を
し
た
り
、
彼
女
を
訪
ね
て
く
る
私
の
よ
う
な
人
間
に
関

わ
っ
た
り
し
て
、
彼
女
の
回
り
で
生
計
を
立
て
て
い
る
人

た
ち
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
党
の
秘
書
は
、
部
屋
の
中
の

人
々
の
話
に
聞
き
耳
を
立
て
、
有
力
者
風
に
全
体
を
仕
切

ろ
う
と
し
て

(
)

い
た
。

15

私
は
、
こ
う
し
た
風
景
そ
の
も
の
が
不
思
議
で
あ
る
だ
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け
で
な
く
、
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
と
い
う
人
の
人
生
の
縮
図
だ
と
思
っ
た
。
彼
女
は
、
貧
し
さ
と
暴
力
に
も
打
ち
負
か
さ
れ
ず
、

自
分
の
才
能
と
努
力
だ
け
を
頼
り
に
、
直
観
的
に
道
を
選
び
運
命
を
切
り
開
い
て
き
た
。
し
か
も
、
周
囲
に
は
い
つ
も
弟
や
妹
や
母

親
、
盗
賊
の
仲
間
だ
け
で
な
く
、
彼
女
を
頼
る
人
々
を
数
多
く
抱
え
て
面
倒
を
見
て
き
た
︱
︱
そ
う
い
う
人
間
関
係
の
縮
図
で
あ
る
。

十
代
初
め
の
幼
い
少
女
だ
っ
た
と
き
に
も
、
家
族
の
貧
し
さ
を
背
負
っ
て
自
分
た
ち
を
い
じ
め
る
親
戚
の
叔
父
と
戦
っ
た
し
、
盗
賊
時

代
に
は
、
男
た
ち
を
引
き
連
れ
て
強
盗
を
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
家
族
や
貧
し
い
村
人
を
経
済
的
に
支
援
し
た
。
政
治
家
に
な
っ
た
後

は
、
選
挙
区
や
自
分
の
地
元
の
人
々
、
そ
れ
以
外
に
も
相
談
や
助
け
を
求
め
て
来
る
人
々
の
話
を
聞
き
、
助
言
を
し
、
助
力
を
惜
し
ま

な
い
。
年
齢
と
肉
体
的
な
傷
み
に
苦
し
ん
で
い
る
更
年
期
の
女
性
だ
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
強
烈
で
責
任
の
重
い
生
き
様
に
疲
れ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
た
の
は
、
気
の
せ
い
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
、
ま
さ
に
盗
賊
と
な
っ
て
出
世
し
た
と
も
言
え
る
、
数
奇
な
人
生
を
辿
っ
た
プ
ー
ラ
ン
に
再
会
し
た
後
、
彼
女
の
村
を
訪

ね
よ
う
と
思
い
立
っ
た
。
私
が
彼
女
の
村
に
行
き
た
い
と
い
う
と
、
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
東
部
で
ヴ
ァ
ラ
ー
ナ
シ
ー
に
近
い

﹁
ミ
ル
ザ
プ
ー
ル
の
選
挙
区
が
い
い
か
、
そ
れ
と
も
私
の
生
ま
れ
た
村
が
い
い
か
﹂
と
聞
い
て
く
れ
た
の
で
、
ぜ
ひ
彼
女
の
村
に
行
き
、

で
き
れ
ば
自
伝
に
も
書
か
れ
て
い
た
お
母
さ
ん
に
会
い
た
い
と
答
え
た
。
彼
女
は
喜
ん
で
、
も
ち
ろ
ん
母
は
村
に
い
る
か
ら
、
と
答
え

た
。
だ
い
た
い
の
行
き
方
と
村
の
場
所
を
聞
い
て
日
程
を
打
ち
合
わ
せ
る
と
、
党
の
秘
書
を
し
て
い
た
人
物
が
、﹁
大
丈
夫
、
大
丈
夫
。

彼
女
の
家
は
豪
邸
で
、
も
う
連
絡
を
入
れ
た
か
ら
、
何
日
泊
ま
っ
て
も
大
丈
夫
だ
﹂
と
簡
単
に
請
け
合
っ
て
く
れ
た
。
調
子
良
す
ぎ
る

話
だ
っ
た
が
、
そ
の
場
で
は
彼
の
言
葉
を
信
じ
る
し
か
な
い
。
こ
う
し
て
、
数
日
後
に
は
通
訳
の
女
性
と
二
人
で
出
発
し
た
。
列
車
で

デ
リ
ー
か
ら
近
隣
の
大
き
な
工
業
都
市
カ
ン
プ
ー
ル
に
向
か
い
、
そ
こ
か
ら
知
り
合
い
を
辿
っ
て
タ
ク
シ
ー
で
数
時
間
移
動
し
、
途
中

の
町
で
こ
の
地
区
の
昔
の
行
政
官
で
退
職
し
た
有
力
者
や
ひ
ど
く
怪
し
い
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
僧
も
同
乗
さ
せ
な
が
ら
、
彼
女
の
村
に
向
か
っ

た
。
地
図
に
も
載
っ
て
い
な
い
道
で
あ
る
。
彼
女
の
村
に
着
く
と
、
先
日
の
秘
書
の
話
し
は
で
た
ら
め
だ
と
わ
か
っ
た
。
プ
ー
ラ
ン
の

母
親
と
妹
の
家
族
は
い
ま
だ
に
泥
の
家
に
住
ん
で
い
て
、
電
話
な
ど
な
い
し
、
連
絡
が
付
い
て
い
る
わ
け
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
貧
し
い
村
に
あ
る
彼
女
の
村
を
訪
ね
た
。
プ
ー
ラ
ン
が
﹁
盗
賊
の
女
王
﹂
と
い
う
名
を

馳
せ
た
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
か
ら
遠
く
な
い
、
ガ
ン
ジ
ス
川
が
別
れ
た
ジ
ャ
ム
ナ
川
に
面
し
た
村
で
あ
っ
た
。
次
に
、
盗
賊
の
出
る
地
域

と
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
、
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
と
い
う
場
所
を
説
明
し
て
お
こ
う
。

第
二
節

盗
賊
の
土
地
︱
︱
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷

﹁
渓
谷
︵
valley
︶
﹂
と
か
﹁
峡
谷
︵
ravine︶
﹂
と
い
う
言
葉
を
付
け
て
呼
ば
れ
る
チ
ャ
ン
バ
ル
︵
C
ham
bal︶
地
方
は
、
北
イ
ン
ド
の

中
央
に
あ
る
三
つ
の
州
︱
︱
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
、
マ
デ
ィ
ヤ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
、
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
州
︱
︱
に
ま
た

が
る
乾
燥
し
た
地
域
に
広
が
り
、
ガ
ン
ジ
ス
川
か
ら
別
れ
た
ジ
ャ
ム
ナ
川
や
チ
ャ
ン
バ
ル
川
な
ど
の
支
流
が
走
っ
て
い
る
。

ど
う
い
う
地
域
か
を
表
す
た
め
に
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
国
家
や
社
会
の
﹁
中
心
︵
center︶
﹂
的
な
機
能
を
果
た
す
と
こ
ろ

で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
﹁
辺
境
︵
periphery
︶
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
い
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
空
間
的
に
国
家
や
社
会
の
﹁
周
縁

的
な
︵
m
arginal︶
﹂
領
域
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
本
質
的
に
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
暮
ら
し
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
国
家
や

社
会
の
中
で
は
重
要
な
意
味
を
与
え
ら
れ
ず
、
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
領
域
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
﹁
中

央
﹂
と
﹁
辺
境
﹂
の
間
に
は
次
の
よ
う
な
関
係
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
心
的
な
社
会
に
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
支
障
が
な
け
れ
ば
、

辺
境
地
帯
で
ど
ん
な
に
暴
力
的
な
事
態
が
起
こ
っ
て
い
よ
う
が
ほ
と
ん
ど
認
識
さ
れ
な
い
が
、
中
心
部
の
人
々
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る

よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
何
と
か
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹁
問
題
﹂
と
し
て
関
心
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︱
︱
こ
う
し
た
非

対
称
で
あ
り
な
が
ら
両
者
が
結
び
つ
い
て
い
る
関
係
性
で
あ
る
。
そ
の
基
礎
に
格
差
構
造
が

(
)

あ
る
。

16

さ
て
、
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
に
は
、
砂
漠
や
低
木
の
茂
み
程
度
し
か
生
え
て
い
な
い
よ
う
な
乾
燥
し
た
荒
れ
地
が
広
が
っ
て
い
る
。
降

雨
量
は
少
な
く
、
夏
は
摂
氏
五
〇
度
を
越
え
う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
で
、
冬
は
大
陸
性
の
冷
え
込
み
方
を
す
る
、
寒
暖
の
差
の
激
し
い
、

自
然
の
厳
し
い
土
地
で
あ
る
。
ガ
ン
ジ
ス
川
か
ら
分
か
れ
た
ジ
ャ
ム
ナ
川
や
チ
ャ
ン
バ
ル
川
が
近
く
を
流
れ
て
い
る
が
、
灌
漑
な
ど
の
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イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
整
備
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
お
ら
ず
、
農
業
的

に
は
生
産
力
が
乏
し
い
。
現
在
で
も
村
と
村
の
間
は
、
使
わ
れ
よ
う
の
な
い

土
地
が
荒
涼
と
広
が
り
、
人
々
の
暮
ら
し
は
平
均
し
て
貧
し
い
。
舗
装
さ
れ

て
い
な
い
土
の
道
の
上
を
、
燃
料
と
な
る
枯
れ
木
を
束
に
し
て
頭
の
上
に
載

せ
た
女
性
が
歩
い
て
い
き
、
水

牛

バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー

の
引
く
車
が
干
し
草
を
運
ぶ
よ
う
な
と

こ
ろ
で
あ
る
。
高
校
生
の
少
年
が
走
ら
せ
る
自
転
車
す
ら
、
近
代
的
で
高
価

な
新
し
い
品
物
に
見
え
る
。

こ
う
し
た
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
は
、
も
と
も
と
﹁
辺
境
﹂
と
な
る
よ
う
な
自

然
の
条
件
を
備
え
て
い
た
、
と
考
え
る
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
そ
う
で
は
あ

る
。
偶
然
で
も
な
い
の
だ
が
、
イ
ン
ド
の
盗
賊
が
出
没
す
る
地
域
は
、
ト

ラ
・
ヒ
ョ
ウ
・
ジ
ャ
ッ
カ
ル
な
ど
の
野
獣
や
天
然
記
念
物
の
野
鳥
が
生
息
す

る
森
林
や
灌
木
地
帯
で
、
国
立
の
自
然
公
園
と
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が

(
)

多
い
。
チ
ャ
ン
バ
ル
地
域
も
そ
う
で
、
昔
か
ら
土
着
の
王
族
と
し
て
の
マ
ハ

17
ー
ラ
ー
ジ
ャ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
狩
り
場
と
し
て
使
わ
れ
、
現
在
で
は
役
人

に
賄
賂
を
送
っ
て
密
猟
す
る
者
が
絶
え
な
い
が
、
そ
れ
と
と
も
に
古
代
以
来

の
遺
跡
も
数
多
く
残
っ
て
い
る
。
国
家
や
市
場
の
中
心
か
ら
も
近
く
、
首
都
デ
リ
ー
か
ら
は
車
で
六
時
間
程
度
の
距
離
で
、
ア
グ
ラ
や

ジ
ャ
イ
プ
ー
ル
と
い
っ
た
観
光
客
を
引
き
付
け
る
古
都
、
あ
る
い
は
仕
事
で
人
々
を
集
め
る
政
治
行
政
の
中
心
地
や
人
口
の
密
集
し
た

工
業
都
市
も
近
隣
に
存
在
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
し
た
時
代
か
ら
東
西
南
北
を
結
ぶ
鉄
道
が
建
設
さ
れ
、
列
車
の
本
数
は
際
だ

っ
て
多
い
。
旧
来
の
幹
線
だ
け
で
は
な
く
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
道
路
が
拡
充
・
舗
装
さ
れ
、
鉄
道
以
上
に
短
時
間
に
物
資
と
人
の
輸
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送
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
地
域
は
、
人
や
物
や
金
や
情
報
の
行
き
交
う
幹
線
の
間
に
位
置
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
を
囲
む
地
域
は
、
通
常
発
想
さ
れ
る
よ
う
な
﹁
辺
境
﹂
で
は
な
い
。
盗
賊
地
帯
の
す
ぐ
横
に
あ
る

幹
線
道
路
の
交
差
点
は
一
日
中
渋
滞
し
て
い
て
、
排
気
ガ
ス
が
充
満
し
て
い
る
。
道
路
沿
い
に
は
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
が
新
設
さ

れ
、
長
距
離
電
話
も
か
け
ら
れ
る
食
堂
が
あ
り
、
テ
レ
ビ
も
映
っ
て
い
る
。
工
業
製
品
を
山
の
よ
う
に
積
載
し
た
大
型
ト
ラ
ッ
ク
や
大

勢
の
労
働
者
を
荷
台
に
載
せ
た
ト
ラ
ッ
ク
が
数
珠
繋
ぎ
に
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
広
い
舗
装
道
路
の
横
に
、
背
の
高
い
樹
木

が
並
び
、
そ
こ
か
ら
向
こ
う
は
別
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
。
日
が
暮
れ
た
後
は
、
電
灯
の
つ
い
た
明
る
い
世
界
と
漆
黒
の
闇
の
世
界

の
差
と
な
っ
て
、
そ
の
間
の
境
界
線
が
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
る
。
明
暗
の
違
い
は
、
舗
装
さ
れ
た
幹
線
道
路
と
泥
の
村
道
の
差
と
も

重
な
る
。
幹
線
道
路
か
ら
一
歩
横
に
道
を
入
る
と
、
そ
れ
な
り
に
幅
の
あ
る
道
も
あ
る
が
、
地
元
の
人
が
歩
い
て
通
る
か
せ
い
ぜ
い
自

転
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
し
か
通
れ
な
い
よ
う
な
幅
の
狭
い
道
と
な
る
。
デ
リ
ー
や
ア
グ
ラ
や
ナ
ー
グ
プ
ル
と
い
う
複
数
の
﹁
中
心
﹂
と
の

間
を
行
き
来
す
る
人
々
は
、
こ
の
、
閉
鎖
さ
れ
た
﹁
辺
境
﹂
の
世
界
に
は
け
っ
し
て
足
を
踏
み
入
れ
ず
に
、
た
だ
ス
ピ
ー
ド
を
あ
げ
、

排
気
ガ
ス
だ
け
を
残
し
て
通
り
過
ぎ
て
い
く
。

こ
う
し
て
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
時
進
行
し
て
生
産
や
消
費
を
行
う
経
済
網
が
展
開
さ
れ
て
い
る
世
界
の
す
ぐ
隣
に
、
そ

の
動
き
に
巻
き
込
ま
れ
て
大
き
く
変
貌
し
な
が
ら
も
、
貧
し
さ
の
中
に
取
り
残
さ
れ
た
地
域
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二

一
世
紀
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
も
新
し
い
形
で
再
編
さ
れ
た
﹁
辺
境
﹂
が
、
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
周
辺
の
地
域
が
、
人
・
物
・
金
・
情
報
が
動
く
幹
線
の
脇
に
広
が
る
﹁
辺
境
﹂
だ
と
い
う
性
格
は
、
何
も

今
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
が
始
ま
る
よ
り
も
ず
っ
と
前
か
ら
、
こ
う
し
た
性
格
の
土
地
と
し
て
の
歴
史

を
辿
っ
て
き
た
。
紀
元
前
六
世
紀
の
ナ
ン
ダ
朝
衰
退
後
に
は
、
部
族
や
他
の
集
団
の
暴
力
的
な
対
立
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
、﹃
マ
ハ
ー

バ
ー
ラ
タ
︵
M
ahabharata︶
﹄
や
古
い
伝
承
の
民
話
な
ど
に
は
、
徒
歩
で
旅
行
す
る
人
々
を
襲
う
盗
賊
と
し
て
dasyus
と
い
う
記
述

が
あ
る
と
い
う
。
一
二
世
紀
に
は
以
下
の
よ
う
に
歴
史
記
述
に
も
現
れ
る
。
デ
リ
ー
の
ト
マ
ー
ル
朝
の
ア
ナ
ン
グ
パ
ル
王
が
、
従
弟
の
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プ
リ
ト
ヴ
ィ
ラ
ー
ジ
・
チ
ョ
ー
ハ
ン
に
追
わ
れ
、
チ
ャ
ン
バ
ル
盆
地
に
逃
げ
込
み
、
そ
こ
を
根
拠
地
と
し
て
何
度
も
デ
リ
ー
に
攻
め
込

も
う
と
し
た
。
し
か
し
、
プ
リ
ト
ヴ
ィ
ラ
ー
ジ
を
倒
し
た
ム
ス
リ
ム
の
サ
ル
タ
ナ
ッ
ト
朝
に
よ
っ
て
、
そ
の
野
望
は
断
た
れ
る
こ
と
に

な

(
)

っ
た
。

18
こ
う
し
て
イ
ン
ド
の
中
世
と
も
い
う
べ
き
ム
ス
リ
ム
の
支
配
時
代
が
始
ま
る
と
、
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
︵
R
ajputs︶
と
呼
称
さ
れ
た
デ

リ
ー
周
辺
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
諸
王
族
は
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
に
逃
げ
込
み
、
ド
ー
ル
プ
ル
︵
D
holpur︶
、
エ
タ
ワ
ー
︵
E
taw
ah
︶
、
グ
ワ
リ

オ
ー
ル
︵
G
w
alior︶
と
い
っ
た
王
国
を
形
成
し
た
。
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
族
と
の
血
縁
関
係
を
主
張
す
る
グ
ジ
ャ
ー
ル
︵
G
ujars︶
と
い
う

武
装
部
族
も
、
こ
こ
に
根
拠
地
を
築
い
た
。
前
頁
の
チ
ャ
ン
バ
ル
地
方
の
地
図
に
も
、
こ
う
し
た
諸
王
族
や
部
族
の
名
前
が
、
現
代
の

行
政
区
画
の
名
称
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
ム
ガ
ー
ル
帝
国
は
、
こ
れ
ら
の
武
装
諸
族
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
政
都
を
ア
グ

ラ
か
ら
デ
リ
ー
に
移
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
厳
戒
体
制
を
敷
い
て
も
輸
送
中
の
金
品
が
盗
ま
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
く
、
ボ
ン
ベ
イ

︵
現
代
の
ム
ン
バ
イ
︶
と
ア
グ
ラ
を
結
ぶ
街
道
沿
い
に
は
、
宿
泊
用
の
シ
ェ
ル
タ
ー
や
要
塞
を
点
在
さ
せ
た
多
数
の
道
路
が
建
設
さ
れ

た
。
し
た
が
っ
て
、
歴
代
の
ム
ガ
ー
ル
皇
帝
は
、
こ
う
し
た
人
々
を
敵
に
回
さ
ず
、
か
え
っ
て
味
方
と
し
て
取
り
込
む
た
め
の
政
策
を

展
開
し
た
の
で
あ

(
)

っ
た
。

19

一
八
世
紀
に
な
る
と
、
ム
ガ
ー
ル
帝
国
の
勢
力
が
衰
え
、
そ
れ
に
応
じ
て
西
イ
ン
ド
か
ら
台
頭
し
た
マ
ラ
ー
タ
王
国
が
、
亜
大
陸
の

中
央
部
か
ら
北
に
向
け
て
進
出
を
始
め
た
。
ま
ず
グ
ワ
リ
オ
ー
ル
王
国
の
地
を
獲
得
し
て
勢
力
を
拡
大
し
た
も
の
の
、
新
し
い
勢
力
に

対
し
て
も
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
や
グ
ジ
ャ
ー
ル
と
い
っ
た
地
元
の
武
装
勢
力
の
﹁
抵
抗
︵
baghi︶
﹂
は
止
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
マ
ラ
ー
タ

と
競
い
合
っ
て
東
の
ベ
ン
ガ
ル
地
方
か
ら
影
響
力
を
伸
ば
し
て
い
た
の
が
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
だ
っ
た
が
、
会
社
の
派
遣
し
た
総

督
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
ヘ
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
は
、
グ
ワ
リ
オ
ー
ル
地
方
を
﹁
イ
ン
ド
ス
タ
ン
︵
イ
ン
ド
人
の
国
︶
の
湾
﹂
と
形
容
し
、
デ
リ

ー
か
ら
デ
カ
ン
高
原
へ
と
南
下
す
る
た
め
の
重
要
な
戦
略
的
な
通
路
と
し
て
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。
一
九
世

紀
初
頭
に
は
、
マ
ラ
ー
タ
王
国
と
い
う
強
力
な
現
地
勢
力
を
敗
北
さ
せ
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
地
方
に
本
格
的
に
進
出
を
行
っ
た
が
、
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そ
の
た
め
逆
に
こ
の
地
域
の
伝
統
的
な
無
秩
序
状
態
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。﹁
ピ
ン
ダ
ー
リ
ー
︵
pindaris︶
﹂
と
呼

ば
れ
る
武
装
勢
力
や
﹁
タ
ギ
ー
︵
thugees︶
﹂
と
い
う
殺
人
強
盗
団
が
跋
扈
し
、﹁
ダ
コ
イ
ト
﹂
と
呼
ば
れ
た
盗
賊
も
頻
繁
に
出
没
し

た
た
め
、
本
国
政
府
も
乗
り
出
し
て
本
格
的
な
掃
討
作
戦
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
考
察
し
た
い
。

以
上
か
ら
わ
か
る
の
は
、
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
は
、
紀
元
前
か
ら
続
い
て
い
る
﹁
悪
所
﹂
あ
る
い
は
﹁
邪
悪
な
土
地
﹂
と
呼
ば
れ
る

badland
だ
と
言
え
そ
う
な
場
所
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。﹁
山
あ
り
、
渓
谷
あ
り
、
森
あ
り
、
と
い
う
特
殊
な
地
理
的
な
特
徴
に
よ

っ
て
﹂、
こ
こ
を
根
城
と
す
る
武
装
勢
力
は
﹁
ゲ
リ
ラ
戦
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
な
っ
て
い
て
、
敵
が
体
制
を
立
て
直
す
前
に
攻
撃
し
殲

滅
し
て
し
ま
う
こ
と
に
長
け
て
い
た
﹂、
と

(
)

い
う
。
し
た
が
っ
て
、
亜
大
陸
に
統
一
的
な
秩
序
を
築
こ
う
と
し
た
代
々
の
帝
国
に
と
っ

20

て
は
、
首
都
や
主
な
街
道
に
近
接
し
て
い
な
が
ら
、
け
っ
し
て
制
圧
で
き
な
い
、
権
力
の
限
界
を
示
す
地
域
、
こ
の
論
文
の
初
め
に
述

べ
た
概
念
を
使
え
ば
、
合
法
の
世
界
の
向
こ
う
側
の
世
界
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ

ー
の
﹁
犯
罪
﹂
活
動
も
ま
た
、
独
立
イ
ン
ド
に
お
け
る
国
家
的
な
秩
序
の
限
界
を
明
ら
か
に
示
す
も
の
だ
っ
た
。

第
三
節

盗
賊
現
象
の
分
析

プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
の
活
動
し
た
一
九
八
〇
年
前
後
は
、
ダ
コ
イ
ト
が
人
々
の
関
心
を
集
め
る
だ
け
で
な
く
、
治
安
政
策
を
構

想
す
る
上
で
調
査
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
学
術
的
な
研
究
書
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
わ
り

に
、
警
察
組
織
の
官
僚
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
研
究
書
が
若
干
残
さ
れ
て
い
る
。﹁
ダ
コ
イ
ト
問
題
は
我
が
国
に
と
っ
て
は
新
し
い
も
の

で
は
な
い
が
、
最
近
、
警
察
機
構
が
利
用
で
き
る
技
術
的
な
進
展
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
く
ら
い
に
、
急
速
に
拡
大
し
て
い
る
﹂

か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
、
中
央
イ
ン
ド
に
何
世
紀
も
展
開
し
て
き
た
﹁
組
織
暴
力
と
組
織
犯
罪
の
社

会
学
的
分
析
﹂
と
し
て
、
政
府
の
側
が
﹁
開
放
刑
務
所
︵
open
prisons︶
﹂
に
服
役
中
の
ダ
コ
イ
ト
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
っ
て

収
集
し
た
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。
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﹁
ほ
と
ん
ど
の
ダ
コ
イ
ト
は
、
マ
デ
ィ
ヤ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
チ
ャ
ン
バ
ル
お
よ
び
ブ
ン
デ
ル
カ
ン
ド
地
域
に
属
し
て
い
る
。
平

均
的
に
ビ
ン
ド
県
が
、
こ
の
二
つ
の
地
域
の
中
で
は
、
三
九
％
の
ダ
コ
イ
ト
を
生
み
、
も
っ
と
も
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。
ブ
ン

デ
ル
カ
ン
ド
地
域
の
中
で
は
、
チ
ャ
ッ
タ
ル
プ
ル
県
が
一
七
％
で
も
っ
と
も
割
合
が
高
い
。
す
べ
て
の
ダ
コ
イ
ト
は
、
農
村
の
出
身
で

あ
る
﹂。
そ
し
て
、
季
節
的
に
ダ
コ
イ
ト
を
し
て
い
る
者
も
い
れ
ば
、
季
節
と
関
係
な
く
ダ
コ
イ
ト
に
な
っ
て
い
る
者
も
い
る
。
多
く

の
ダ
コ
イ
ト
は
、
一
五
年
以
下
の
経
験
し
か
な
く
、
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
一
〇
〇
名
の
う
ち
、
三
四
名
が
五
年
以
下
、
三
一
人
が
一

〇
年
以
下
、
二
二
名
が
一
五
年
以
下
で
、
そ
れ
以
上
の
者
は
一
一
名
し
か
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ダ
コ
イ
ト
は
平
均
的
に
若
い
と
思

わ
れ
そ
う
だ
が
、
そ
う
で
も
な
く
、
一
〇
代
の
青
年
層
よ
り
も
壮
年
層
が
主
体
で
あ
る
。
二
〇
︱
三
〇
代
が
二
四
名
、
三
〇
︱
四
〇
代

が
四
〇
名
、
四
〇
︱
五
〇
代
が
二
二
名
で
あ
り
、
最
年
長
の
七
〇
代
を
頭
に
、
五
〇
代
以
上
も
一
四
名
い
る
。
平
均
年
齢
は
、
チ
ャ
ン

バ
ル
地
域
で
三
六
・
四
三
歳
、
ブ
ン
デ
ル
カ
ン
ド
で
三
七
・
四
一
歳
で

(
)

あ
る
。

21

経
歴
と
し
て
は
、﹁
ダ
コ
イ
ト
は
主
に
耕
作
の
民
で
あ
る
。
商
業
階
級
か
ら
ダ
コ
イ
ト
に
な
っ
た
者
は
い
な
い
。
し
か
も
、
興
味
深

い
こ
と
に
、
も
っ
と
も
貧
し
い
農
民
で
は
な
く
て
、
土
地
を
所
有
し
て
い
る
耕
作
民
が
一
〇
〇
名
の
う
ち
五
二
名
を
占
め
る
。
所
有
者

で
小
作
農
が
一
三
名
で
あ
る
。
耕
作
農
で
ジ
ャ
ジ
マ
ー
ニ
ー
︵
jajm
ani
と
は
村
落
内
の
カ
ー
ス
ト
に
基
づ
く
伝
統
的
な
分
業
制
度
︶
の
労

働
を
す
る
者
は
八
名
で
あ
る
。
そ
れ
と
農
業
労
働
者
を
兼
ね
る
者
が
二
四
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
土
地
所
有
者
と
は
い
っ
て
も
そ
の
規

模
は
か
な
り
小
さ
く
、
五
エ
ー
カ
ー
以
下
が
四
〇
名
、
五
︱
一
〇
が
六
名
、
一
〇
︱
一
五
が
一
七
名
、
一
五
︱
二
〇
が
九
名
で
あ
る
。

伝
統
的
に
は
ダ
コ
イ
ト
は
合
同
家
族
︵
joint
fam
ily.
拡
大
家
族
extended
fam
ily
と
も
い
う
が
、
年
長
男
性
を
中
心
に
男
系
の
複
数
の
家

族
が
か
ま
ど
と
土
地
を
と
も
に
し
て
暮
ら
す
大
家
族
制
を
指
す
︶
の
出
自
だ
っ
た
が
、
最
近
で
は
、
六
五
％
が
む
し
ろ
核
家
族
化
し
て

(
)

い
る
﹂。

22ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
サ
ン
プ
ル
と
な
っ
た
ダ
コ
イ
ト
は
す
べ
て
男
性
で
あ
る
。
例
外
を
除
い
て
、
女
性
は
あ
ま
り
ダ

コ
イ
ト
に
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、﹁
男
性
の
ダ
コ
イ
ト
が
ふ
つ
う
高
い
カ
ー
ス
ト
の
出
身
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
女
性
は
、
低
い
社
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会
経
済
的
階
層
か
ら
の
出
身
で
、
し
か
も
不
幸
な
結
婚
の
歴
史
を
負
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
高
い
カ
ー
ス
ト
に
お
い

て
は
性
的
な
禁
忌
が
厳
し
く
、
そ
れ
も
高
カ
ー
ス
ト
の
女
性
が
犯
罪
に
手
を
染
め
る
の
を
引
き
止
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
﹂。
結

婚
に
つ
い
て
見
る
と
、
農
村
地
域
の
幼
児
婚
︵
child
m
arriage
と
は
、
ま
だ
子
ど
も
の
う
ち
に
結
婚
さ
せ
る
慣
習
︶
の
慣
習
を
反
映
し

て
、
五
四
％
の
ダ
コ
イ
ト
が
犯
罪
者
に
な
る
前
に
結
婚
し
て
い
る
。
二
︱
三
人
の
妻
を
め
と
っ
て
い
る
者
も
あ
り
、
ダ
コ
イ
ト
と
し
て

の
活
動
に
彼
女
た
ち
を
連
れ
て
い
る
者
も
あ
り
、
ま
た
一
夫
一
婦
制
を
守
っ
て
い
る
者
も

(
)

い
る
。

23

カ
ー
ス
ト
的
に
は
、
伝
統
的
に
騎
士
階
級
︵
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
︶
に
属
す
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
族
が
最
も
多
い
が
、
必
ず
し
も
集
中
は
し
て

い
な
い
。
高
カ
ー
ス
ト
で
僧
侶
階
級
と
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
か
ら
も
か
な
り
な
割
合
で
ダ
コ
イ
ト
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
戦
闘
的
な
カ
ー
ス
ト
の
歴
史
を
誇
る
グ
ジ
ャ
ー
ル
も
多
い
。
要
す
る
に
、
カ
ー
ス
ト
的
に
は
、
む
し

ろ
高
い
農
民
カ
ー
ス
ト
の
ほ
う
が
ダ
コ
イ
ト
に
な
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
大
変
興
味
深
い
だ
ろ
う
。
社
会
の
最
も
下
層
の

人
々
が
盗
賊
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
上
層
に
位
置
す
る
と
さ
れ
る
者
か
ら
ダ
コ
イ
ト
が
出
て
い
る
の
で

(
)

あ
る
。
こ
う
し
た

24

人
々
の
中
で
、
軍
隊
や
警
察
に
勤
め
た
者
が
村
に
戻
っ
た
後
、
ダ
コ
イ
ト
に
な
る
事
例
も
少
な
く
な
い
。

逆
に
、
低
い
カ
ー
ス
ト
の
人
々
や
部
族
と
呼
ば
れ
る
人
々
、
ま
た
次
章
で
検
討
す
る
﹁
犯
罪
部
族
︵
crim
inaltribes︶
﹂
と
植
民
地

時
代
に
指
定
さ
れ
た
社
会
的
に
最
も
下
層
の
人
々
も
、
ダ
コ
イ
ト
に
は
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
に
最
底
辺
に
置
か
れ
て
い
る

集
団
が
盗
賊
を
出
し
て
い
る
、
と
い
う
の
は
誤
っ
た
先
入
観
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
低
カ
ー
ス
ト
で
も
、
こ
と
に
耕
作
農
の
カ
ー
ス

ト
と
し
て
の
力
を
持
つ
ク
ー
ル
ミ
ー
、
ア
ヒ
ー
ル
、
ヤ
ー
ダ
ヴ
な
ど
が
、
む
し
ろ
弱
小
の
カ
ー
ス
ト
よ
り
も
ダ
コ
イ
ト
を
輩
出
し
て
い

る
。
チ
ャ
マ
ー
ル
の
よ
う
な
か
つ
て
の
ア
ウ
ト
カ
ー
ス
ト
出
身
者
は
、
目
立
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
カ
ー
ス
ト
を
横
断
し
て
言
え
る

こ
と
は
、
教
育
程
度
は
き
わ
め
て
低
く
、
学
校
に
行
っ
た
年
数
が
数
年
以
下
と
い
う
人
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
六
割
以
上
が
満
足
な
識

字
教
育
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
制
度
的
な
組
織
に
お
け
る
就
労
機
会
は
得
に
く
い
人
々
で
あ
り
、
ブ
ラ

ー
フ
マ
ン
や
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
に
も
同
様
な
状
況
が
見
ら

(
)

れ
る
。

25
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イ
ン
ド
社
会
の
貧
富
の
格
差
や
階
級
的
抑
圧
が
制
度
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
カ
ー
ス
ト
制
度
が
指
摘
さ
れ
る
の
は
も
っ
と
も
な
の

だ
が
、
必
ず
し
も
カ
ー
ス
ト
的
な
抑
圧
や
カ
ー
ス
ト
間
の
対
立
ゆ
え
に
ダ
コ
イ
ト
に
な
っ
た
者
は
多
く
な
い
。﹁
カ
ー
ス
ト
社
会
の
特

徴
は
一
定
の
形
で
ダ
コ
イ
ト
の
シ
ス
テ
ム
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
カ
ー
ス
ト
そ
の
も
の
が
ダ
コ
イ
ト
を
生
む
わ
け

で
は
な
い
﹂。
そ
れ
は
、
カ
ー
ス
ト
と
い
う
よ
う
な
血
縁
一
族
全
体
の
利
益
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問
う
よ
う
な
、
比
較
的
大
き
な

集
団
同
士
の
対
立
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
同
じ
村
の
中
の
身
内
や
隣
人
と
の
利
益
対
立
や
権
力
闘
争
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
ほ
と
ん
ど
の
者
は
、﹁
自
分
の
カ
ー
ス
ト
や
血
縁
集
団
の
中
で
の
喧
嘩
・
闘
争
・
不
和
の
た
め
に
﹂
ダ
コ
イ
ト
に
な
っ
て

(
)

い
る
。

26

さ
ら
に
、
ダ
コ
イ
ト
集
団
そ
れ
自
体
は
、
必
ず
し
も
特
定
の
カ
ー
ス
ト
や
血
縁
集
団
に
属
し
て
い
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
出
自
を
持
つ

者
が
、
状
況
や
人
間
関
係
に
よ
っ
て
手
を
つ
な
ぎ
、
盗
賊
団
を
組
ん
で
い
る
。
盗
賊
集
団
間
の
離
合
集
散
や
合
従
連
衡
も
あ
り
、
武
装

闘
争
ま
で
行
っ
て
激
し
く
対
立
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ダ
コ
イ
ト
集
団
そ
れ
自
体
は
、
あ
る
カ
ー
ス
ト
だ
け
で
固
ま
っ
て

は
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
集
団
の
首
領
が
誰
で
あ
る
か
は
、
行
動
の
行
く
末
に
決
定
的
な
違
い
を
も
た
ら
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
言

え
ば
、
長
い
ダ
コ
イ
ト
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
や
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
、
あ
る
い
は
グ
ジ
ャ
ー
ル
出
身
の
人
物
が
首
領
と
し

て
指
導
力
を
握
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ダ
コ
イ
ト
集
団
の
中
で
の
カ
ー
ス
ト
秩
序
が
編
成
さ
れ
て
、
指
導
的
な
地
位

は
上
位
カ
ー
ス
ト
の
出
身
者
が
占
め
、
下
端
の
ダ
コ
イ
ト
や
洗
濯
・
料
理
・
情
報
収
集
な
ど
の
下
働
き
を
す
る
仲
間
は
、
下
位
カ
ー
ス

ト
の
人
々
が
あ
た
っ
て
い
た
。

け
れ
ど
も
、
武
装
闘
争
や
犯
罪
行
動
を
行
う
集
団
な
の
で
、
身
分
よ
り
も
実
力
が
個
人
の
評
価
を
決
め
る
要
素
と
も
な
る
。
だ
が
、

実
力
と
い
っ
て
も
、
個
人
的
な
評
価
の
中
に
は
、
盗
賊
団
を
保
護
す
る
力
を
持
つ
村
の
有
力
者
や
家
族
を
背
景
に
し
て
い
る
な
ど
、
カ

ー
ス
ト
身
分
や
出
身
の
家
の
優
勢
さ
・
富
裕
さ
も
含
ま
れ
る
。﹁
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
ダ
コ
イ
ト
に
な
っ
た
途
端
に
、
自
分
の
カ
ー

ス
ト
や
血
縁
集
団
に
維
持
さ
れ
助
け
ら
れ
る
と
い
う
構
図
が
生
ま
れ
る
﹂
か
ら
で

(
)

あ
る
。
け
れ
ど
も
、
実
戦
部
隊
と
し
て
は
、
組
織

27

力
・
決
断
力
・
攻
撃
力
と
い
っ
た
各
自
の
資
質
の
優
秀
さ
に
よ
っ
て
仲
間
の
信
頼
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
る
。
プ
ー
ラ
ン
・
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デ
ー
ヴ
ィ
ー
の
頃
か
ら
、
新
し
い
現
象
と
し
て
、
身
分
は
低
い
け
れ
ど
も
、
盗
賊
集
団
の
中
で
の
優
秀
さ
に
よ
っ
て
首
領
と
な
る
よ
う

な
ダ
コ
イ
ト
が
め
だ
っ
て
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
﹁
下
克
上
﹂
型
の
ダ
コ
イ
ト
の
場
合
に
は
、
ダ
コ
イ
ト
集
団
が
カ
ー
ス
ト
横
断
的
で
あ
る
こ
と
は
、
か
え
っ

て
組
織
力
を
弱
め
る
可
能
性
も
生
む
。
た
と
え
ば
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
や
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
の
ダ
コ
イ
ト
は
身
分
の
低
い
首
領
に
は
従
属
し

た
が
ら
な
い
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
理
由
に
な
っ
て
組
織
が
分
裂
さ
せ
ら
れ
、
手
下
が
警
察
や
他
の
ダ
コ
イ
ト
集
団
と
組
ん

で
首
領
を
殺
害
し
て
組
織
を
乗
っ
取
る
と
い
っ
た
行
動
も
起
こ
り
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
ダ
コ
イ
ト
集
団
に
お
け
る
カ
ー
ス
ト

秩
序
が
緩
ん
で
く
る
と
、
逆
に
、
同
じ
カ
ー
ス
ト
、
あ
る
い
は
近
接
す
る
カ
ー
ス
ト
集
団
出
身
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
組
織
を
作
ろ
う

と
い
う
動
き
が
強
ま
る
き
っ
か
け
に
な
る
。
こ
と
に
、
ダ
コ
イ
ト
に
な
っ
た
新
米
に
つ
い
て
初
歩
的
な
訓
練
や
忠
誠
心
の
試
練
が
課
さ

れ
る
と
き
に
は
、
カ
ー
ス
ト
的
な
連
帯
感
が
重
視
さ
れ
る
。
苛
酷
な
対
立
競
争
の
中
で
誰
が
信
じ
ら
れ
る
か
と
言
え
ば
、
同
郷
で
同
カ

ー
ス
ト
の
メ
ン
バ
ー
だ
か
ら
で
あ
る
。

﹁
な
ぜ
ダ
コ
イ
ト
に
な
っ
た
の
か
﹂
と
い
う
質
問
に
対
す
る
答
え
を
分
類
す
る
と
、
第
一
の
理
由
は
、
土
地
や
そ
の
他
の
所
有
権
争

い
、
第
二
は
村
の
中
の
派
閥
争
い
、
第
三
に
権
力
を
持
つ
強
者
に
よ
る
弾
圧
、
第
四
は
苛
酷
な
労
働
を
強
い
る
よ
う
な
貧
困
状
況
、
第

五
は
ダ
コ
イ
ト
と
の
つ
き
あ
い
、
第
六
は
警
察
の
抑
圧
な
ど
と
さ
れ
る
。
警
察
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
個
々
の
ダ
コ
イ
ト
の
経
歴
を

見
る
と
、
こ
れ
ら
の
理
由
が
固
有
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
ダ
コ
イ
ト
に
な
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
皮
肉
に
も
、
多
く
の
者
が
、

﹁
警
察
に
ダ
コ
イ
ト
だ
と
指
名
手
配
さ
れ
た
か
ら
ダ
コ
イ
ト
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
﹂
と
答
え
て
い
る
。
対
ダ
コ
イ
ト
作
戦
の
た

め
に
設
け
ら
れ
た

‘m
ilitary’
な
ど
と
通
称
さ
れ
る
特
殊
部
隊
︵
Special
A
rm
ed
F
orce：
Ｓ
Ａ
Ｆ
︶
で
は
な
く
、
通
常
の
県
警
察

︵
D
istrict
E
xecutive
F
orce：
Ｄ
Ｅ
Ｆ
︶
の
評
判
は
き
わ
め
て
悪
い
。
だ
か
ら
、
か
な
り
一
般
的
に
、
村
人
に
は
、﹁
腐
敗
し
た
警
察
こ

そ
が
ダ
コ
イ
ト
を
生
ん
で
い
る
﹂
と
い
う
認
識
が
抱
か
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
村
の
中
で
対
立
す
る
勢
力
の
一
方
が
相
手
方
を
貶
め
る
た
め
に
、
相
手
が
盗
賊
行
為
を
侵
し
た
と
警
察
に
通
報
し
、
警
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察
に
﹁
敵
﹂
を
逮
捕
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
起
こ
る
。
要
す
る
に
、
政
争
や
利
益
争
い
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
る
と
い
う
実

態
が
あ
る
。
ま
た
、
警
察
が
賄
賂
や
女
性
と
の
肉
体
関
係
な
ど
を
不
当
に
要
求
し
て
、
そ
れ
を
叶
え
る
た
め
に
盗
賊
と
し
て
逮
捕
す
る

と
い
う
事
例
も
あ
る
。
逮
捕
の
過
程
や
留
置
さ
れ
て
い
る
間
の
女
性
に
対
す
る
強
姦
は
、
地
元
の
警
察
と
い
う
密
室
の
中
で
行
わ
れ
や

す
い
。
あ
る
い
は
、
地
元
の
有
力
者
や
彼
ら
と
手
を
結
ぶ
警
察
関
係
者
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
個
人
を
、
ダ
コ
イ
ト
と
し
て
逮
捕
さ
せ

て
し
ま
う
。
と
く
に
、
裁
判
で
有
力
者
に
不
利
な
証
言
を
堂
々
と
行
う
と
か
、
明
ら
か
に
警
察
に
逆
ら
っ
た
り
す
る
と
、
そ
う
し
た
憂

き
目
に
会
う
こ
と
が
多
い
。
ひ
ど
い
場
合
に
は
、
政
府
の
ダ
コ
イ
ト
掃
討
作
戦
の
逮
捕
目
標
を
達
成
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
単
純
に

数
を
満
た
す
た
め
に
無
実
の
人
を
逮
捕
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
逆
に
、
地
元
警
察
が
ダ
コ
イ
ト
と
協
力
し
、
盗
賊
行
為
の
分
け
前

を
要
求
し
、
そ
の
代
わ
り
に
特
定
の
集
団
に
保
護
・
情
報
・
武
器
な
ど
を
融
通
す
る
こ
と
は
珍
し
く

(
)

な
い
。

28

こ
う
し
て
、
警
察
と
い
う
国
家
の
暴
力
機
構
を
間
に
挟
ん
だ
農
村
社
会
の
対
立
は
、
警
察
の
協
力
者
、
あ
る
い
は
警
察
を
抱
き
込
む

村
の
有
力
者
と
、
そ
れ
ら
と
敵
外
す
る
側
と
の
暴
力
的
な
対
立
を
招
く
。﹁
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
で
は
、
だ
い
た
い
二
〇
〇
か
ら
四
〇
〇

の
ダ
コ
イ
ト
が
常
に
活
動
し
て
い
る
の
だ
が
、
毎
年
一
〇
〇
人
以
上
を
警
察
が
殺
害
し
た
り
逮
捕
し
た
り
し
て
い
る
の
に
、
一
向
に
減

ら
な
い
と
い
う
統
計
が
あ
る
﹂。
な
ぜ
な
ら
、
警
察
に
﹁
遭
遇
﹂
し
て
惨
殺
さ
れ
た
ダ
コ
イ
ト
の
兄
弟
・
親
戚
・
友
人
仲
間
は
、
警
察

に
情
報
を
流
し
た
輩
に
復
讐
し
た
後
、
新
し
い
ダ
コ
イ
ト
と
し
て
森
に
逃
げ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ダ
コ
イ
ト
を
増

や
す
よ
う
な
連
鎖
の
し
く
み
が
存
在
し
て
い
る
。﹁
チ
ャ
ン
バ
ル
は
、
確
か
に
憎
し
み
と
絶
え
間
な
い
復
讐
の
土
地
で

(
)

あ
る
﹂。

29

農
村
社
会
の
通
常
の
生
活
を
逸
脱
す
る
理
由
と
経
歴
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、﹁
無
法
者
﹂
と
な
る
の
だ
が
、﹁
無
法
者
﹂
の
世
界
が
農
村

社
会
の
あ
り
方
と
断
絶
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
事
態
は
逆
で
、﹁
無
法
者
﹂
に
な
っ
た
途
端
、
合
法
的
な

社
会
と
の
つ
な
が
り
は
き
わ
め
て
重
要
に
な
り
、
合
法
的
な
社
会
の
必
要
を
満
た
し
な
が
ら
、﹁
無
法
者
﹂
と
し
て
の
世
界
を
維
持
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
裏
返
せ
ば
、
合
法
的
と
さ
れ
て
い
る
社
会
の
ほ
う
は
、﹁
無
法
者
﹂
の
存
在
を
必
要
と
す
る
よ
う
な

構
造
を
持
っ
て
い
て
、
政
治
・
経
済
・
社
会
的
な
利
益
を
獲
得
し
、
身
の
安
全
や
財
産
を
保
護
す
る
た
め
に
、﹁
無
法
者
﹂
の
暴
力
と
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脅
し
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
や
グ
ジ
ャ
ー
ル
が
戦
国
時
代
に
誇
っ
た
歴
史
は
、
武
器
を
保
有
す
る
カ
ー
ス
ト
の
伝
統
や
土
地
を
買
わ
ず
に

武
器
を
買
う
気
風
と
し
て
、
今
な
お
美
化
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
た
と
え
ば
﹁
戦
士
の
文
化
﹂
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
﹁
無
法
者
﹂
の
世
界
に
引
き
継
が
れ
、﹁
義
賊
︵
baghi︶
の
文
化
﹂
と
し
て
民
衆
的
に
支
持
さ
れ
、
そ
う
し
た
枠

組
み
の
中
で
﹁
盗
賊
の
文
化
﹂
が
絶
え
間
な
く
維
持
さ
れ
て
い
る
。

以
下
で
は
、
一
人
の
ダ
コ
イ
ト
の
歴
史
と
し
て
、
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
の
誕
生
ま
で
の
軌
跡
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

第
四
節

プ
ー
ラ
ン
の
生
涯

ご
く
あ
り
き
た
り
の
盗
賊
や
強
盗
な
ら
、
逮
捕
さ
れ
た
後
に
、
警
察
・
司
法
の
文
書
に
取
り
調
べ
関
係
の
情
報
が
記
録
さ
れ
る
の
が

せ
い
ぜ
い
で
あ
る
。
こ
う
し
て
最
低
限
の
記
録
が
残
さ
れ
、
刑
が
科
せ
ら
れ
、
そ
の
後
は
、
記
録
自
体
の
保
管
も
危
う
く
、
誰
か
が
後

に
そ
の
記
録
を
読
む
こ
と
さ
え
な
い
だ
ろ
う
。
多
く
の
ダ
コ
イ
ト
の
場
合
に
は
、
逮
捕
や
投
降
以
前
に
、
警
察
や
特
殊
部
隊
と
の
﹁
遭

遇
﹂
に
よ
っ
て
銃
撃
戦
の
最
中
に
殺
害
さ
れ
て
一
生
を
閉
じ
て
し
ま
う
。
死
体
が
転
が
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
ど
こ
の
誰
だ
っ
た
か
も

わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
つ
ま
り
当
た
り
前
の
死
亡
記
録
さ
え
な
い
ま
ま
に
死
ん
で
し
ま
う
犯
人
も
い
る
。

一
昔
前
の
﹁
義
賊
﹂
で
あ
れ
ば
、
地
元
の
人
々
が
民
謡
に
歌
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
と
し
て
周
囲
に
語
り
伝
え
、
そ
う
し
た
噂
や
口

話
が
定
着
し
、
さ
ら
に
口
承
説
話
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
具
体
的
な
事
実
は
そ
れ
ほ
ど
に
長
く
人
々
の
記
憶
に
止
め
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
新
聞
・
雑
誌
・
著
作
と
い
う
印
刷
さ
れ
広
く
読
ま
れ
る
も
の
に
書
か
れ
て
初

め
て
、
そ
う
し
た
話
が
時
代
を
超
え
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
義
賊
と
し
て
有
名
な
ロ
ビ
ン
・
フ
ッ
ド
で
さ
え
、

多
く
の
人
格
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
寄
せ
集
め
の
伝
説
だ
と
言
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ダ
コ
イ
ト
と
は
、
他
の
力
を
持
た
な
い
民
衆
と
と

も
に
、
名
前
も
記
録
さ
れ
ず
、
人
々
に
も
憶
え
ら
れ
ず
、
歴
史
の
闇
の
中
に
消
え
て
い
っ
た
人
々
で
も
あ
る
。
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け
れ
ど
も
、
プ
ー
ラ
ン
の
生
い
立
ち
は
、
自
伝
を
は
じ
め
、
何
冊
も
の
伝
記
、
そ
れ
を
映
画
化
し
た
作
品
、
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
よ

っ
て
か
な
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
貧
し
い
社
会
の
底
辺
に
生
ま
れ
、
権
力
・
富
・
身
分
と
無
縁
な
育
ち
方
を
し
た
人
物
と
し
て
は
、

こ
の
よ
う
な
形
で
そ
の
歴
史
が
公
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
自
体
が
非
常
に
稀
で
あ
る
。
し
か
も
、
男
性
ば
か
り
だ
っ
た
盗
賊
の
中
で
女
性

で
あ
っ
た
点
で
も
め
ず
ら
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
女
に
つ
い
て
は
、
毀
誉
褒
貶
も
あ
り
、
不
明
な
点
や
矛
盾
し
た
点
も
多
い
が
、
そ

れ
で
も
、
一
人
の
少
女
が
盗
賊
に
な
り
、
し
か
も
﹁
盗
賊
の
女
王
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
物
語
に
は
多
く
の
人
々
が
惹

き
付
け
ら
れ
て

(
)

き
た
。

30

以
下
で
は
、
彼
女
の
人
生
の
物
語
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
て
み
よ
う
。
農
村
の
一
人
の
小
さ
な
少
女
を
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
逃
げ
込
ま

せ
、
重
い
銃
を
構
え
て
人
を
殺
す
盗
賊
の
生
き
方
を
送
ろ
う
と
思
い
詰
め
さ
せ
る
よ
う
な
﹁
暴
力
の
構
造
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
、
子
ど
も
が
な
ぜ
﹁
暴
力
の
連
鎖
﹂
の
主
体
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
も
孕
ま
れ
て
い
る
。

�

没
落
し
た
農
家

プ
ー
ラ
ン
は
、
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
ジ
ャ
ロ
ー
ン
県
に
あ
り
、
ガ
ン
ジ
ス
川
か
ら
別
れ
て
デ
リ
ー
に
向
か
う
ジ
ャ
ム
ナ
川

に
面
し
た
グ
ラ
・
カ
・
プ
ル
ワ
︵
G
urha
K
a
Purw
a︶
と
い
う
村
で
、
漁
民
カ
ー
ス
ト
の
一
族
マ
ッ
ラ
ー
︵
M
allah
︶
の
家
に
生
ま
れ

た
。
彼
女
の
家
も
川
の
す
ぐ
側
に
あ
る
。
一
九
五
七
年
生
ま
れ
と
も
、
そ
れ
よ
り
数
年
遅
い
一
九
六
一
年
と
も
言
わ
れ
る
が
、
い
つ
生

ま
れ
た
か
の
正
確
な
年
月
日
の
記
録
は
な
く
、
家
族
に
も
き
ち
ん
と
し
た
記
憶
は
な
い
。
明
確
な
の
は
、
彼
女
の
上
に
は
ル
ク
ミ
ニ
と

い
う
姉
が
お
り
、
プ
ー
ラ
ン
の
下
に
は
二
人
の
妹
と
弟
シ
ヴ
・
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ン
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

父
親
デ
ー
ヴ
ィ
ー
デ
ィ
ー
ン
は
、
ま
じ
め
で
優
し
い
が
、
不
器
用
で
臆
病
な
質
の
農
民
だ
っ
た
。
読
み
書
き
が
出
来
ず
、
家
業
を
発

展
さ
せ
る
才
も
な
か
っ
た
。
プ
ー
ラ
ン
の
不
幸
は
、
こ
の
父
親
が
十
分
な
土
地
を
所
有
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
、
と
い
ず
れ
の

伝
記
も
記
し
て
い
る
。
プ
ー
ラ
ン
の
祖
父
に
あ
た
る
人
物
が
所
有
し
て
い
た
土
地
は
、
何
事
も
な
け
れ
ば
デ
ー
ヴ
ィ
ー
デ
ィ
ー
ン
と
弟
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の
ビ
ハ
ー
リ
ー
の
二
人
が
分
け
て
相
続
す
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
農
民
と
し
て
経
営
の
才
が
あ
っ
て
教
育
も
あ
る
弟
が
兄
を
出
し
抜
い
て

独
り
占
め
し
て
し
ま
っ
た
。
彼
は
町
の
役
所
に
行
っ
て
土
地
の
登
記
を
行
い
、
す
べ
て
の
土
地
を
自
分
の
所
有
地
と
し
て
申
告
し
た
。

あ
る
日
、
プ
ー
ラ
ン
も
す
で
に
物
心
付
い
て
い
る
頃
、
叔
父
の
ビ
ハ
ー
リ
ー
は
村
中
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
デ
ー
ヴ
ィ
ー
デ
ィ
ー
ン
に

向
か
っ
て
、﹁
お
ま
え
の
母
親
は
、
お
ま
え
の
手
を
引
っ
張
り
な
が
ら
親
父
の
家
に
嫁
い
で
き
た
の
さ
﹂
と
怒
鳴
っ
た
と
い
う
。
だ
か

ら
、
私
生
児
で
父
親
の
正
当
な
子
ど
も
で
は
な
い
デ
ー
ヴ
ィ
ー
デ
ィ
ー
ン
に
は
土
地
の
所
有
権
は
な
い
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
兄
弟
と
は
言
っ
て
も
、
母
親
は
違
い
、
ビ
ハ
ー
リ
ー
の
母
親
の
ほ
う
に
家
族
の
中
で
よ
り
正
当
で
優
勢
な
権
力
が
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
話
か
ら
も
、
一
夫
多
妻
制
や
子
ど
も
の
血
統
に
つ
い
て
の
複
雑
な
家
族
関
係
が
、
土
地
を
め
ぐ
る
争
い
の

背
景
に
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
ビ
ハ
ー
リ
ー
の
息
子
で
プ
ー
ラ
ン
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
マ
ー
ヤ
ー
デ
ィ
ー
ン
と
い
う
人
物
も
タ
フ

で
業
突
張
り
だ
っ
た
ら
し
く
、
父
親
の
土
地
は
自
分
の
所
有
だ
と
主
張
し
、
デ
ー
ヴ
ィ
ー
デ
ィ
ー
ン
に
は
所
有
権
が
な
い
の
に
、
不
当

に
マ
ー
ヤ
ー
デ
ィ
ー
ン
の
土
地
か
ら
作
物
を
盗
ん
で
い
る
と
責
め
立
て
、
暴
力
的
な
嫌
が
ら
せ
を
行

(
)

っ
た
。

31

農
民
に
は
﹁
土
地
︵
zam
in
︶
﹂
が
生
活
す
べ
て
の
基
本
だ
と
言
わ
れ
る
。
プ
ー
ラ
ン
が
な
ぜ
盗
賊
に
な
っ
た
の
か
を
理
解
す
る
上
で

は
、
繰
り
返
し
こ
の
原
点
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
土
地
が
生
産
の
す
べ
て
の
基
礎
を
な
す
よ
う
な
農
民
の
世
界
で
、
土
地

が
あ
る
か
な
い
か
は
、
人
生
と
日
々
の
暮
ら
し
を
変
え
る
。
所
有
地
を
耕
し
た
後
の
収
穫
物
は
自
分
の
も
の
で
あ
る
。
収
穫
物
か
ら
借

金
の
支
払
い
が
差
し
引
き
さ
れ
る
と
し
て
も
、
収
穫
物
を
商
品
と
し
て
売
る
に
せ
よ
、
自
分
の
家
で
食
す
に
せ
よ
、
自
分
の
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
自
分
の
土
地
が
な
け
れ
ば
、
他
人
の
土
地
で
農
作
業
の
労
働
者
と
し
て
働
い
て
収
入
を
稼
ぐ
し
か
な
い
。
こ
う
し
て
地

主
に
従
属
的
な
雇
用
関
係
が
生
ま
れ
る
。
十
分
な
農
耕
道
具
も
与
え
ら
れ
ず
に
厳
し
い
労
働
を
課
せ
ら
れ
て
も
文
句
は
言
え
な
い
し
、

正
規
の
請
負
契
約
な
ど
取
り
交
わ
し
て
い
な
い
か
ら
、
報
酬
が
妥
当
な
額
だ
け
支
払
わ
れ
る
か
ど
う
か
も
地
主
次
第
で
あ
る
。
何
日
も

働
い
た
挙
げ
句
に
、
賃
金
も
作
物
も
支
払
わ
れ
な
い
こ
と
が
多
々
あ
る
。
強
制
的
な
た
だ
働
き
で
あ
る
。
結
局
、
人
を
使
え
る
ほ
ど
十

分
な
土
地
を
持
つ
農
民
は
﹁
地
主
﹂
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
者
は
水
呑
百
姓
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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兄
弟
の
土
地
争
い
で
勝
っ
た
プ
ー
ラ
ン
の
父
の
弟
は
、
マ
ッ
ラ
ー
と
い
う
底
辺
の
カ
ー
ス
ト
の
生
ま
れ
で
も
、
か
な
り
な
広
さ
の
土

地
を
保
有
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
村
で
一
角
の
人
物
に
な
っ
た
。
プ
ー
ラ
ン
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、﹁
渓
谷
地
帯
の
上
を
旋
回
す
る
鷹
の

よ
う
な
風
貌
の
持
ち
主
﹂
の
彼
は
、
ま
る
で
上
層
の
地
主
カ
ー
ス
ト
で
あ
る
﹁
タ
ー
ク
ル
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
た
﹂。

要
す
る
に
、﹁
土
地
を
所
有
し
て
い
な
が
ら
自
分
は
手
を
汚
し
て
土
地
を
耕
す
こ
と
は
夢
に
も
考
え
な
い
よ
う
な
、
権
力
を
持
つ
重
要

人
物
﹂
と
し
て
、
暮
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
プ
ー
ラ
ン
は
、﹁
彼
は
金
持
ち
だ
か
ら
、
ま
る
で
タ
ー
ク
ル
と
同
じ
よ
う
に

力
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
け
れ
ど
も
、
結
局
は
私
た
ち
と
同
じ
マ
ッ
ラ
ー
に
す
ぎ
な
か
っ
た
﹂
と
、
自
伝
で
回
想
し
て

(
)

い
る
。

32

け
れ
ど
も
反
対
に
、
プ
ー
ラ
ン
の
父
の
家
族
は
、
村
の
中
で
最
も
貧
し
い
階
層
に
貶
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
マ
ー
ヤ
ー
デ
ィ
ー
ン
と
プ

ー
ラ
ン
の
父
親
は
﹁
伯
父
﹂﹁
甥
﹂
の
関
係
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ー
ヤ
ー
デ
ィ
ー
ン
は
伯
父
に
対
し
て
、
ま
る
で
地
主
が

土
地
無
し
農
民
に
行
う
﹁
追
い
立
て
︵
eviction
︶
﹂
の
よ
う
な
扱
い
を
続
け
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
話
は
、
土
地
所
有
制
度
と
資
本
主
義
的
な
階
級
関
係
が
農
村
に
変
化
を
も
た
ら
す
過
程
で
、
一
世
代
の
間
に
貧
富
の
大
き
な

差
が
生
ま
れ
る
と
い
う
、
何
千
万
も
あ
る
事
例
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。

あ
る
日
、
父
は
私
に
こ
う
言
っ
た
。﹁
ビ
ハ
ー
リ
ー
さ
ん
を
敬
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
よ
。
あ
の
人
は
お
ま
え
の
叔
父
さ
ん
だ
か
ら
﹂
と
。

私
は
父
の
言
葉
が
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
あ
ん
な
に
金
持
ち
の
人
が
叔
父
さ
ん
だ
な
ん
て
。
召
使
い
が
居
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
出
来
た
何

階
建
て
も
の
家
を
持
っ
て
い
る
人
が
。
本
当
の
叔
父
さ
ん
な
ら
、
私
た
ち
を
助
け
よ
う
と
し
て
く
れ
る
は
ず
で
し
ょ
う
。
殴
っ
た
り
侮
っ
た

り
す
る
の
で
は
な
く
て
！

ビ
ハ
ー
リ
ー
は
私
た
ち
を
軽
蔑
し
て
い
た
。
小
さ
い
と
き
、
何
も
着
な
い
で
走
り
回
っ
て
い
た
私
と
妹
を
、
い

つ
も
鼻
で
せ
せ
ら
笑
っ
て
い
た
。﹁
こ
の
子
た
ち
を
見
ろ
よ
、
裸
だ
ぞ
﹂
と
私
の
母
に
怒
鳴
っ
て
い
た
。﹁
無
様
だ
﹂
と
。
彼
は
村
中
に
、

﹁
い
つ
も
問
題
を
起
こ
す
の
は
こ
の
家
族
だ
﹂
と
言
い
ふ
ら
し
て
(
)

い
た
。

33

盗賊のインド史（1）（竹中千春）

93



国
家
と
市
場
経
済
の
影
響
が
農
村
を
不
断
に
変
え
て
い
っ
た
二
〇
世
紀
の
イ
ン
ド
で
は
、
一
世
代
間
の
浮
き
沈
み
は
珍
し
い
話
で
は

な
か
っ
た
。
少
し
前
ま
で
人
類
学
者
や
宗
教
学
者
が
必
ず
指
摘
し
た
の
は
、
イ
ン
ド
社
会
に
お
け
る
﹁
合
同
家
族
﹂
の
存
在
だ
っ
た
。

つ
ま
り
、
カ
ー
ス
ト
と
結
び
つ
き
な
が
ら
男
系
の
世
襲
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
血
縁
的
な
集
団
が
、
社
会
的
秩
序
と
と
も
に
扶
養
の
し

く
み
と
し
て
機
能
す
る
伝
統
的
な
組
織
で
あ
る
。
し
か
し
、
プ
ー
ラ
ン
の
話
は
、
こ
う
し
た
﹁
合
同
家
族
﹂
が
機
能
し
な
い
ば
か
り

か
、
同
じ
家
族
の
中
か
ら
土
地
所
有
を
め
ぐ
っ
て
分
裂
と
対
立
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
、
一
方
が
止
め
ど
も
な
く
没
落
し
て
い
く
様
を
描

い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
お
父
さ
ん
に
才
覚
と
運
が
あ
る
か
ど
う
か
で
、
一
つ
の
家
族
に
と
っ
て
天
国
と
地
獄
が
分
け
ら
れ
て
し
ま
う
よ

う
な
、
競
争
の
時
代
が
到
来
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
村
の
親
類
は
、
昔
の
よ
う
に
は
簡
単
に
は
助
け
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か

り
か
、
土
地
の
細
分
化
を
促
進
す
る
法
制
度
の
下
で
、
狭
い
土
地
の
所
有
権
を
争
う
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
と
な
り
、
血
の
つ
な
が
り
の
な
い
他

人
以
上
に
弱
者
を
残
酷
に
虐
め
る
側
に
回
っ
て
し
ま
う
。

け
れ
ど
も
、
人
の
良
い
デ
ー
ヴ
ィ
ー
デ
ィ
ー
ン
す
ら
、
簡
単
に
は
土
地
を
諦
め
ず
、
権
利
回
復
を
求
め
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
。﹁
大

工
仕
事
を
し
て
稼
い
だ
お
金
を
す
べ
て
裁
判
所
に
行
く
費
用
に
つ
ぎ
込
ん
で
﹂、
近
く
の
町
カ
ル
ピ
︵
K
alpi︶
の
裁
判
所
に
通
っ
た
。

そ
の
結
果
、
デ
ー
ヴ
ィ
ー
デ
ィ
ー
ン
が
一
旦
勝
訴
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は
家
族
一
同
が
喜
び
、﹁
神
様
た
ち
の
像
の
足
下
に

花
輪
を
備
え
に
お
寺
に
詣
っ
た
﹂
と
い
う
。
し
か
し
、
ビ
ハ
ー
リ
ー
は
直
ち
に
上
位
の
裁
判
所
︱
︱
も
っ
と
遠
く
の
町
オ
ー
ラ
イ

︵
O
rai︶
の
裁
判
所
︱
︱
に
訴
え
を
起
こ
し
て
し
ま
い
、
結
局
土
地
に
つ
い
て
は
何
も
変
化
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
の
日
々
、

プ
ー
ラ
ン
の
﹁
父
は
一
日
を
か
け
て
オ
ー
ラ
イ
の
裁
判
所
ま
で
歩
い
て
い
き
、
す
ご
く
が
っ
か
り
し
て
戻
っ
て
き
た
。
た
め
息
を
つ
い

て
、
新
し
い
弁
護
士
を
雇
う
た
め
に
は
ま
た
お
金
を
見
つ
け
な
い
と
、
と
話
す
の
だ

(
)

っ
た
﹂。

34

あ
る
日
、
デ
ー
ヴ
ィ
ー
デ
ィ
ー
ン
は
村
の
議
会
、
パ
ン
チ
ャ
ー
ヤ
ッ
ト
︵
P
anchayat︶
に
呼
ば
れ
た
。
す
で
に
独
立
後
な
の
で
、

伝
統
的
な
村
や
カ
ー
ス
ト
の
長
老
五
人
衆
で
は
な
く
、
憲
法
上
規
定
さ
れ
た
自
治
の
単
位
と
し
て
の
村
議
会
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
実

質
的
に
は
ま
だ
長
老
の
集
ま
り
の
性
格
が
強
い
時
代
で
あ
り
、
そ
の
長
で
あ
る
サ
ル
パ
ン
チ
︵
Sarpanch
︶
に
プ
ー
ラ
ン
の
父
は
訴
訟
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を
取
り
下
げ
る
よ
う
に
言
い
含
め
ら
れ
る
。
自
伝
の
記
載
に
よ
れ
ば
、﹁
娘
た
ち
の
こ
と
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
の
か
。
ど
う
や
っ
て

結
婚
さ
せ
る
と
い
う
ん
だ
。
四
人
も
娘
が
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。
訴
訟
を
し
て
い
た
ら
、
娘
た
ち
の
結
婚
の
持
参
金
︵
daw
ry
ダ
ウ
リ
ー
︶

は
払
え
な
い
ぞ
﹂、
と
言
わ
れ
た
。﹁
裁
判
所
の
決
定
を
待
ち
ま
す
﹂
と
言
う
だ
け
が
や
っ
と
の
気
の
弱
い
父
親
を
、
村
の
長
老
た
ち
は

冷
淡
に
突
き
放
し
た
と
、
プ
ー
ラ
ン
は
書
い
て
い
る
。﹁
み
ん
な
ビ
ハ
ー
リ
ー
の
友
達
だ
っ
た
﹂
か
ら
だ
、
と
。

裁
判
所
に
行
く
予
定
だ
っ
た
日
、
ビ
ハ
ー
リ
ー
は
デ
ー
ヴ
ィ
ー
デ
ィ
ー
ン
に
会
っ
て
﹁
訴
訟
を
取
り
下
げ
れ
ば
六
〇
ビ
ガ
︵
一

bigha
は
約
四
分
の
一
へ
ク
タ
ー
ル
な
の
で
、
六
〇
ビ
ガ
は
約
一
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
︶
の
土
地
を
や
る
﹂
と
口
約
束
し
、
デ
ー
ヴ
ィ
ー
デ
ィ
ー

ン
は
そ
れ
を
信
じ
て
裁
判
所
に
行
か
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
裁
判
は
終
了
し
、
デ
ー
ヴ
ィ
ー
デ
ィ
ー
ン
に
は
土
地
の
権
利
は
一
切
与

え
ら
れ
な
か
っ
た
。
プ
ー
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
ビ
ハ
ー
リ
ー
は
、
父
が
﹁
自
分
の
訴
訟
の
時
に
裁
判
所
に
い
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と

空
と
ぼ
け
た
と
い
う
。
訴
訟
が
終
わ
る
か
終
わ
ら
な
い
か
の
う
ち
に
、
叔
父
は
早
々
と
プ
ー
ラ
ン
の
父
が
所
有
権
を
主
張
し
て
い
た
土

地
を
売
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
収
入
で
井
戸
の
付
い
た
大
き
な
家
を
建
て
た
。
他
の
土
地
は
早
々
に
息
子
の
マ
ー
ヤ
ー
デ
ィ
ー
ン
に
譲

り
、
さ
ら
に
マ
ー
ヤ
ー
デ
ィ
ー
ン
は
自
分
の
娘
の
名
義
で
土
地
を
登
録
し
た
と

(
)

い
う
。

35

一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
社
会
主
義
国
家
イ
ン
ド
の
土
地
政
策
の
中
で
、
大
地
主
が
国
家
に
対
す
る
徴
税
請
負

人
、
す
な
わ
ち
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
リ
ー
︵
zam
indari︶
と
し
て
君
臨
す
る
よ
う
な
社
会
構
造
を
変
革
す
る
た
め
に
、
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
リ

ー
制
が
廃
止
さ
れ
、
土
地
所
有
規
模
の
上
限
を
規
制
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
土
地
改
革
を
謳
っ
た
制
度
的
変

化
の
下
で
は
、
隣
同
士
や
親
戚
同
士
の
農
民
が
、
死
に
も
の
ぐ
る
い
で
競
合
す
る
よ
う
な
状
況
が
作
り
出
さ
れ
て
い
た
。
農
民
が
た
だ

単
に
ま
じ
め
で
正
直
な
だ
け
で
は
生
き
延
び
ら
れ
な
い
時
代
が
、
プ
ー
ラ
ン
の
生
ま
れ
た
よ
う
な
辺
境
の
村
で
も
始
ま
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
プ
ー
ラ
ン
か
ら
見
れ
ば
、
国
家
の
﹁
法
と
秩
序
﹂
は
、
お
金
と
権
力
を
持
つ
叔
父
の
不
当
な
要
求
を
認
め
、
貧
し
く

て
弱
い
父
を
蹴
散
ら
す
も
の
で
あ

(
)

っ
た
。

36

た
だ
し
、
プ
ー
ラ
ン
の
暮
ら
し
は
本
当
に
村
の
ど
ん
底
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
彼
女
の
家
族
よ
り
も
厳

盗賊のインド史（1）（竹中千春）

95



し
い
暮
ら
し
を
す
る
マ
ッ
ラ
ー
の
人
々
が
い
た
こ
と
は
、
自
伝
の
中
で
食
べ
物
を
恵
ん
だ
隣
人
の
話
で
出
て
く
る
。
彼
女
の
眼
中
に
は

入
っ
て
す
ら
い
な
い
、
も
っ
と
下
層
の
カ
ー
ス
ト
、
と
く
に
か
つ
て
の
ア
ウ
ト
カ
ー
ス
ト
の
人
々
も
い
た
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

土
地
も
な
く
病
気
が
ち
で
ふ
が
い
な
い
父
親
し
か
頼
り
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
娘
が
、
富
裕
な
従
弟
の
生
活
を
眼
の
当
た
り
に
し

て
、
ど
ん
底
感
を
か
み
し
め
て
生
き
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。﹁
あ
の
土
地
が
あ
っ
た
な
ら
﹂
と
い
う
、
貧
し
い
農
民
な
ら

心
底
身
に
沁
み
る
繰
り
言
と
と
も
に
、
プ
ー
ラ
ン
は
成
長
し
た
。

�

飢
え
て
虐
待
さ
れ
た
子
ど
も

プ
ー
ラ
ン
は
、
物
心
付
い
た
と
き
か
ら
、﹁
お
ま
え
は
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
ほ
う
が
良
か
っ
た
﹂
と
い
う
母
親
の
言
葉
を
聞
か
さ

れ
な
が
ら
育
っ
た
。
自
伝
で
も
他
の
伝
記
に
お
い
て
も
、
母
親
の
叱
咤
の
言
葉
と
し
て
、
そ
れ
が
残
さ
れ
て
い
る
。
窮
乏
の
中
で
子
ど

も
を
安
心
し
て
育
て
ら
れ
な
い
親
は
、
思
わ
ず
そ
う
し
た
言
葉
を
口
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
長
女
ル
ク
ミ
ニ
と
違
っ
て
、

次
女
の
プ
ー
ラ
ン
は
、
誕
生
の
瞬
間
か
ら
余
分
な
存
在
と
な
っ
た
。
両
親
は
跡
継
ぎ
の
男
の
子
を
待
望
し
て
い
た
の
に
、
母
親
の
胎
内

か
ら
出
て
き
た
の
は
女
の
子
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

私
は
母
の
怒
り
と
と
も
に
生
ま
れ
た
。﹁
お
ま
え
が
お
腹
に
い
た
と
き
、
食
べ
た
も
の
は
全
部
吐
い
た
よ
﹂
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。﹁
私

の
せ
い
で
そ
ん
な
に
気
持
ち
が
悪
か
っ
た
な
ら
、
な
ん
で
生
ま
れ
た
途
端
に
首
を
絞
め
て
殺
さ
な
か
っ
た
の
﹂
と
聞
い
た
覚
え
が
あ
る
。
私

が
女
の
子
だ
か
ら
、
私
が
母
の
気
分
を
害
し
た
か
ら
、
私
が
母
に
心
配
ば
か
り
さ
せ
て
い
る
と
、
母
が
嘆
く
度
に
、
泣
き
出
し
た
く
な
っ

た
。
け
れ
ど
も
、
泣
き
は
し
な
か
っ
た
。
黙
っ
て
い
た
ず
ら
を
し
た
。
だ
か
ら
母
は
私
を
叩
い
て
、
男
の
子
を
一
人
し
か
授
け
て
く
れ
な
か

っ
た
神
様
の
前
で
悲
嘆
に
暮
れ
た
も
の
だ
(
)

っ
た
。

37
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先
に
長
老
の
言
葉
を
引
い
た
よ
う
に
、
こ
の
地
方
で
は
伝
統
的
な
慣
習
が
厳
し
く
、
女
の
子
は
育
て
あ
げ
た
後
、
持
参
金
を
付
け
て

夫
の
家
に
送
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
女
の
子
で
あ
る
限
り
、
嫁
ぎ
先
を
見
つ
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
家
計
を
圧
迫
す
る
だ
け
で
、
将
来
の
頼
り
に
は
な
ら
な
い
と
見
な
さ
れ
る
女
の
子
の
誕
生
は
、
貧
し
い
家
に
お
い
て
は

神
に
見
放
さ
れ
る
よ
う
な
悲
劇
で
あ
る
。
そ
し
て
、
貧
乏
人
の
子
沢
山
と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
、
貧
し
い
家
庭
で
も
女
性
が
子
ど
も
を
生

み
続
け
る
重
要
な
要
因
は
、
跡
継
ぎ
の
男
の
子
を
必
ず
生
む
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
プ
ー
ラ
ン
の
母
親
は
な
か
な
か
男
の
子
を
授
か
ら
ず
、
プ
ー
ラ
ン
の
下
に
は
二
人
の
妹
が
い
た
。
母
親
の
お
腹
が
ま
た

大
き
く
な
っ
た
と
き
、
姉
妹
二
人
で
興
奮
し
た
こ
と
が
、
自
伝
で
描
か
れ
て
い
る
。
め
っ
た
に
お
祈
り
を
し
な
い
母
親
が
、﹁
神
様
、

ど
う
ぞ
男
の
子
を
く
だ
さ
い
﹂
と
願
い
を
掛
け
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
誕
生
し
た
の
は
ま
た
女
の
子
で
、
母
親
は
母
乳
で
は
育
て
な
い

と
宣
言
し
、
幼
い
姉
妹
が
世
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。﹁
よ
そ
様
の
山
羊
の
乳
を
盗
ん
で
で
も
、
赤
ん
坊
に
乳
を
見
つ
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
﹂
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
に
生
ま
れ
た
二
人
の
赤
ん
坊
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
母
親
は
﹁
神
様
に
連
れ
て
行
っ

て
も
ら
っ
て
良
か
っ
た
よ
﹂
と
言
っ
た
。
夜
に
星
が
出
る
と
、﹁
妹
た
ち
は
あ
そ
こ
に
い
る
よ
…
…
空
の
星
に
な
っ
た
ん
だ
よ
﹂
と
。

プ
ー
ラ
ン
は
、﹁
い
つ
か
自
分
も
死
ん
で
夜
空
の
星
に
な
る
の
か
と
思
っ
て
怖
か
っ
た
﹂
と
書
い
て

(
)

い
る
。

38

私
た
ち
は
、﹁
女
の
子
を
育
て
て
何
に
な
る
っ
て
い
う
の
。
誰
が
こ
の
子
た
ち
と
結
婚
し
て
く
れ
る
の
﹂
と
怒
り
嘆
く
母
を
恐
れ
て

い
た
。﹁
満
足
に
食
べ
る
も
の
さ
え
な
い
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
女
の
子
を
産
ん
だ
の
か
し
ら
﹂。
プ
ー
ラ
ン
に
は
、
母
の

言
葉
が
、
自
分
た
ち
子
ど
も
が
家
の
中
の
食
べ
物
を
盗
む
泥
棒
だ
と
非
難
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
た
、
と
い
う
。

あ
る
と
き
、
母
は
私
た
ち
の
腕
を
も
ぎ
取
ら
ん
ば
か
り
に
引
っ
張
っ
て
、﹁
も
う
井
戸
の
中
に
飛
び
込
ん
で
や
る
。
こ
の
子
た
ち
を
先
に

投
げ
入
れ
て
、
そ
の
後
に
自
分
が
飛
び
込
む
わ
﹂
と
父
に
向
か
っ
て
叫
ん
だ
。
私
は
怖
じ
気
づ
き
、︵
妹
の
︶
チ
ョ
ー
テ
ィ
ー
は
怖
さ
で
ふ

る
え
だ
し
た
。﹁
お
母
さ
ん
、
私
を
井
戸
に
投
げ
込
ま
な
い
で
﹂
と
、
チ
ョ
ー
テ
ィ
ー
は
泣
い
て
頼
ん
だ
。﹁
お
願
い
。
も
し
も
投
げ
込
ま
れ
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た
ら
、
死
ん
じ
ゃ
う
か
ら
﹂
と
。
寒
い
季
節
で
、
私
た
ち
が
何
も
食
べ
る
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
け
れ
ど
も
叔
父
の
ビ
ハ
ー

リ
ー
は
何
で
も
持
っ
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
(
)

あ
る
。

39

気
丈
な
母
モ
ー
ラ
は
、
気
が
弱
く
て
神
に
頼
ん
で
た
め
息
を
つ
く
だ
け
で
、
自
分
で
は
土
地
問
題
を
打
開
で
き
な
い
ほ
ど
甲
斐
性
の

な
い
夫
に
心
底
苛
立
ち
、
食
べ
物
の
な
い
貧
し
い
生
活
に
も
絶
望
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
辛
さ
を
ぶ
つ
け
る
相
手
は
、
夫
以
外
に

は
幼
い
女
の
子
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

自
伝
で
書
か
れ
た
子
ど
も
時
代
の
記
述
の
ほ
と
ん
ど
は
、
飢
え
と
母
親
の
怒
り
と
子
ど
も
へ
の
折
檻
に
つ
い
て
で
あ
る
。
食
べ
物
が

な
い
。
お
母
さ
ん
は
怖
い
。
お
腹
が
空
い
て
も
、
他
人
様
の
も
の
は
食
べ
て
は
い
け
な
い
。
大
人
並
み
に
労
働
し
て
も
、
食
事
に
あ
り

つ
け
る
と
は
限
ら
な
い
。
泳
い
で
捕
ま
え
た
川
の
魚
と
は
違
っ
て
、
木
に
成
る
果
物
や
畑
の
作
物
、
徘
徊
し
て
い
る
山
羊
の
乳
は
、
必

ず
誰
か
の
も
の
に
属
し
て
い
て
、
勝
手
に
食
べ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ど
う
し
て
も
欲
し
く
て
思
わ
ず
食
べ
た
ら
、
泥
棒
呼
ば
わ
り

さ
れ
て
引
き
ず
り
回
さ
れ
、
打
擲
さ
れ
、
村
中
か
ら
一
家
が
辱
め
を
受
け
る
。
そ
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
プ
ー
ラ
ン
は
、
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
虐
待
さ
れ
た
、
暴
力
を
受
け
て
育
っ
た
子
ど
も
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
間
違
い

で
は
な
い
。
親
に
は
保
護
さ
れ
ず
、
姉
と
し
て
妹
た
ち
の
世
話
を
し
、
畑
仕
事
や
火
事
を
手
伝
う
毎
日
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
に
は
、
牛

を
追
わ
ず
に
遊
ん
で
い
た
の
で
、
母
親
に
ひ
ど
く
叱
ら
れ
て
棒
で
叩
か
れ
た
の
が
祟
っ
て
、
背
中
が
腫
れ
て
化
膿
し
、
ほ
と
ん
ど
寝
た

き
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
事
件
が
書
か
れ
て
い
る
。
医
者
の
治
療
も
受
け
ず
、
母
親
が
暖
か
い
泥
を
貼
り
付
け
た
り
、
薬
効
の
あ
る
樹

木
ニ
ー
ム
︵
neem
︶
の
葉
か
ら
作
っ
た
湿
布
を
貼
っ
た
り
、
ミ
ル
ク
を
飲
ん
だ
り
し
た
だ
け
で
、
数
週
間
苦
し
ん
だ
と
い
う
。
古
代

叙
事
詩
﹃
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
﹄
に
ち
な
み
、
シ
ー
タ
妃
を
連
れ
て
凱
旋
し
た
ラ
ー
マ
王
子
の
帰
郷
を
祝
う
秋
の
デ
ィ
ワ
リ
祭
り
の
日
に
、

留
守
宅
に
一
人
で
寝
か
さ
れ
て
い
た
ら
、
化
膿
し
た
と
こ
ろ
が
裂
け
て
出
血
し
て
流
れ
出
し
た
。
そ
の
た
め
大
き
な
穴
が
背
中
に
空
い

た
が
、
そ
の
後
徐
々
に
回
復
し
た
と
書
か
れ
て

(
)

い
る
。

40
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も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
子
ど
も
の
育
ち
方
自
体
は
、
貧
し
い
家
族
の
中
で
は
け
っ
し
て
例
外
的
で
は
な
か
っ
た
。

殴
ら
れ
た
と
き
に
は
、
一
人
で
川
に
行
っ
て
泣
い
た
。
そ
し
て
、
動
物
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
て
く
だ
さ
い
と
神
様
に
祈
っ
た
。
動
物
に
は

金
持
ち
も
貧
乏
人
も
な
い
、
食
べ
物
を
も
ら
っ
て
世
話
を
し
て
も
ら
え
る
、
勉
強
し
な
く
て
も
何
が
必
要
か
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
私
た
ち

の
穀
物
を
盗
む
ネ
ズ
ミ
で
さ
え
、
私
た
ち
よ
り
も
賢
か
(
)

っ
た
。

41

﹁
生
ま
れ
て
こ
な
い
ほ
う
が
良
か
っ
た
﹂
と
言
わ
れ
て
育
っ
た
プ
ー
ラ
ン
は
、
最
低
限
の
食
事
を
し
て
い
る
だ
け
で
、
貴
重
な
食
糧

を
盗
む
よ
う
な
存
在
だ
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
お
父
さ
ん
の
土
地
だ
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
自
分
の
手
で
植
え
た
作
物
を
取
れ

ば
、
盗
人
だ
と
罵
倒
さ
れ
た
。
子
ど
も
時
代
を
語
る
語
彙
と
し
て
、
驚
く
べ
き
頻
度
で
﹁
盗
む
﹂
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
し

か
し
、
自
分
が
盗
人
だ
と
呼
ば
れ
た
、
あ
る
い
は
盗
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
と
裏
腹
に
、
次
第
に
正
当
な
権
利
を
自
分
の

ほ
う
が
奪
わ
れ
て
い
た
と
い
う
認
識
が
芽
生
え
て
い
っ
た
。
父
の
土
地
を
盗
ん
だ
の
は
、
叔
父
で
あ
る
。
父
と
自
分
が
働
い
た
賃
金
を

払
い
渋
っ
て
盗
み
取
っ
た
の
は
、
雇
い
主
の
地
主
や
商
人
で
あ
る
。
よ
り
大
き
な
盗
人
は
叔
父
や
雇
い
主
で
あ
り
、
自
分
た
ち
は
被
害

者
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
認
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
盗
む
こ
と
が
正
義
に
つ
な
が
る
と
い
う
認
識
に
は
、
ま
だ
距
離
が
あ
っ

た
。こ

の
、
プ
ー
ラ
ン
な
り
の
﹁
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
︵
m
oraleconom
y
︶
﹂
の
論
理
は
、
断
固
と
し
て
正
当
な
取
り
分
を
主
張
す
る

と
い
う
姿
勢
に
現
れ
た
。
雇
い
主
に
賃
金
を
も
ら
え
な
く
て
も
、
泣
く
泣
く
引
き
下
が
っ
て
し
ま
う
父
親
を
横
目
で
見
な
が
ら
、
妹
と

自
分
が
草
刈
り
の
労
働
で
た
だ
働
き
さ
せ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
強
圧
的
に
相
手
を
脅
し
て
支
払
わ
せ
た
と
い
う
話
が
出
て

く
る
。
強
く
な
け
れ
ば
舐
め
ら
れ
る
。
舐
め
ら
れ
た
ら
食
べ
て
い
け
な
い
。
暴
力
や
知
恵
で
相
手
を
従
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
賢

く
て
勇
気
が
あ
り
、
家
族
に
対
し
て
強
い
責
任
感
を
負
っ
た
生
気
に
溢
れ
た
少
女
が
、
厳
し
い
貧
し
さ
に
学
ん
だ
の
は
、
こ
の
ジ
ャ
ン
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グ
ル
の
よ
う
な
掟
だ

(
)

っ
た
。

42

�

幼
児
婚
と
夫
の
暴
力

子
ど
も
で
あ
っ
て
子
ど
も
で
な
か
っ
た
、
そ
う
し
た
プ
ー
ラ
ン
の
子
ど
も
時
代
は
、
ま
さ
に
子
ど
も
で
あ
っ
て
子
ど
も
で
あ
る
こ
と

を
許
さ
れ
な
い
結
婚
慣
習
に
よ
っ
て
、
早
々
と
終
わ
ら
さ
れ
た
。
通
説
で
は
、
一
一
才
の
と
き
に
結
婚
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
だ
初
潮
も

な
い
、
身
体
的
に
は
子
ど
も
の
年
齢
だ
っ
た
。

一
九
世
紀
前
半
以
来
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
幼
児
婚
の
慣
習
は
、
社
会
改
革
派
の
批
判
や
国
家
に
よ
る
統
制
政
策
の
対
象
と
さ
れ
て
き

た
。
幼
児
と
す
ら
呼
べ
る
よ
う
な
女
児
に
、
結
婚
相
手
と
し
て
カ
ー
ス
ト
的
に
適
切
な
男
性
を
見
つ
け
て
結
婚
を
約
束
し
、
一
〇
歳
前

後
の
少
女
と
呼
べ
る
よ
う
な
年
頃
に
な
る
と
家
同
士
の
正
式
の
結
婚
式
を
行
う
。
一
八
二
九
年
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
下
で
結
婚
年
齢
が
法

律
で
制
定
さ
れ
て
以
後
、
長
い
間
か
け
て
徐
々
に
合
法
的
な
結
婚
年
齢
は
引
き
上
げ
ら
れ
、
一
九
七
三
年
の
憲
法
改
正
で
は
、
結
婚
可

能
年
齢
が
男
性
二
一
歳
、
女
性
一
八
歳
と
な
っ
た
。
日
本
よ
り
も
高
い
年
齢
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ー
ラ
ン
が
一
一
歳
で
結
婚
し

た
こ
と
は
違
法
だ
が
、
実
際
に
結
婚
し
た
当
事
者
や
家
族
が
罰
則
を
受
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
社
会
慣
習
と
し
て
は
今
な
お
十

代
初
め
で
結
婚
す
る
例
は
な
く
な
っ
て
い

(
)

な
い
。

43

娘
の
結
婚
は
、
資
金
を
要
す
る
大
事
件
で
は
あ
る
が
、
良
縁
で
玉
の
輿
と
も
な
れ
ば
、
娘
を
送
り
出
し
た
実
家
も
安
心
で
き
る
。
プ

ー
ラ
ン
の
父
は
、
姉
ル
ク
ミ
ニ
の
結
婚
の
た
め
に
、
近
隣
の
村
の
候
補
者
と
会
い
、
他
の
村
ま
で
行
っ
て
土
地
を
担
保
に
持
参
金
と
結

婚
式
の
た
め
に
二
〇
〇
〇
ル
ピ
ー
を
借
り
て
き
た
と
、
伝
記
の
著
者
は
記
録
し
て
い
る
。
結
婚
式
の
当
日
に
な
っ
て
、
新
郎
の
一
行
が

来
な
い
の
で
ど
う
し
た
の
か
と
危
ぶ
ん
で
い
る
と
、
マ
ー
ヤ
ー
デ
ィ
ー
ン
と
村
長
が
警
察
を
連
れ
て
き
て
、
父
親
が
貸
し
た
金
の
片
に

娘
を
嫁
に
や
ろ
う
と
し
て
い
る
と
訴
え
た
と
い
う
。
村
長
は
金
を
渡
せ
ば
許
し
て
や
る
と
言
い
、
父
親
は
結
婚
の
た
め
に
調
達
し
た
資

金
を
渡
し
、
マ
ー
ヤ
ー
デ
ィ
ー
ン
は
結
婚
式
に
用
意
し
た
牛
を
警
察
署
長
に
贈
り
物
と
し
て
し
ま
っ
た
、
と
。
少
な
く
と
も
、
プ
ー
ラ
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ン
は
こ
の
よ
う
に
事
件
を
記
憶
し
て
い
た
。
借
金
の
あ
る
父
親
が
、
マ
ー
ヤ
ー
デ
ィ
ー
ン
と
争
っ
て
い
る
土
地
を
担
保
に
嘘
を
言
っ
て

金
を
借
り
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
、
幼
児
婚
を
取
り
締
ま
る
法
律
は
、
村
の
実
力
者
が
弱
い
者
を
虐
め
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
ほ
う
が
多
く

な
る
。
結
果
と
し
て
破
談
に
な
っ
た
ル
ク
ミ
ニ
の
場
合
、
す
ぐ
に
他
の
近
隣
村
の
、
大
変
に
貧
し
い
家
の
青
年
ラ
ン
パ
ー
ル
と
結
婚
す

る
よ
う
取
り
決
め
ら
れ
た
。
姉
は
し
ば
ら
く
親
元
で
暮
ら
し
た
後
、
夫
の
待
つ
村
へ
と
嫁
ぎ
、
す
ぐ
に
子
ど
も
を
生
ん
だ
。
彼
女
も
ま

た
十
代
で
子
供
を
持
っ
た
母
親
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

プ
ー
ラ
ン
も
姉
の
後
を
追
う
よ
う
に
、
縁
談
が
進
め
ら
れ
た
。
従
弟
の
マ
ー
ヤ
ー
デ
ィ
ー
ン
が
両
親
に
紹
介
し
た
相
手
は
、
川
を
渡

っ
た
向
こ
う
岸
の
村
の
、
と
う
に
三
十
路
を
越
え
た
人
物
だ
っ
た
。
プ
ー
ラ
ン
の
両
親
が
決
め
る
よ
り
も
、
村
の
長
老
た
ち
が
こ
の
縁

談
に
つ
い
て
議
論
し
て
決
め
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
プ
ー
ラ
ン
の
母
親
も
、
気
性
が
強
く
て
と
て
も
無
事
に
片
づ
き
そ
う
も
な
い
娘
を

も
ら
っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
な
ら
、
と
結
婚
の
手
続
き
を
進
め
た
。
あ
る
日
、
従
弟
が
相
手
の
男
を
連
れ
て
き
て
、
そ
の
男
は
プ
ー
ラ

ン
を
見
定
め
て
条
件
を
交
渉
し
た
。
父
親
は
﹁
処
女
で
す
﹂﹁
誰
も
ま
だ
手
を
か
け
て
い
な
い
生
娘
で
す
﹂
と
言
い
、
相
手
は
﹁
そ
ん

な
の
は
当
然
だ
が
、
持
参
金
は
ど
う
し
た
い
か
﹂
と
切
り
出
し
て
、
父
親
は
現
金
で
の
支
払
い
を
望
ん
だ
が
、
こ
の
婿
は
﹁
乳
牛
と
自

転
車
で
い
い
な
﹂
と
答
え
た
。
母
親
は
慣
習
に
従
っ
て
結
婚
氏
の
後
も
三
年
間
は
娘
が
実
家
に
い
ら
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
が
、
夫
は
そ

れ
を
認
め
る
か
わ
り
に
、
持
参
金
を
一
〇
〇
ル
ピ
ー
引
き
上
げ
た
。
そ
れ
で
も
、
姉
の
と
き
よ
り
も
見
落
と
り
が
し
た
と
言
わ
れ
な
が

ら
も
、
両
親
は
ま
た
精
一
杯
の
借
金
で
結
婚
式
を
執
り
行
っ
た
。

こ
う
し
て
プ
ー
ラ
ン
の
家
族
の
よ
う
に
、
女
の
子
が
四
人
も
い
て
一
番
末
の
子
が
男
の
子
だ
と
す
る
と
、
親
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か

ら
四
人
と
も
き
ち
ん
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
不
安
を
抱
い
て
暮
ら
し
て
い
る
。
よ
ほ
ど
豊
か
な
家
で
な
い
限
り
、
四
人

の
娘
を
嫁
が
せ
る
た
め
に
借
金
を
し
て
持
参
金
を
用
意
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
借
金
を
返
す
見
込
み
が
な
い
ほ
ど
貧
し
い
と
、
最
初
か

ら
足
下
を
見
ら
れ
て
、
良
い
縁
談
は
来
な
い
し
、
金
を
貸
す
人
も
い
な
い
。
上
の
姉
妹
二
人
は
、
貧
し
さ
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
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ず
に
、
運
命
的
に
夫
を
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

幼
児
婚
と
は
言
い
な
が
ら
、
通
常
は
、
プ
ー
ラ
ン
の
母
が
望
ん
だ
よ
う
に
、
結
婚
式
で
夫
婦
が
結
ば
れ
た
後
、
妻
が
十
分
に
成
熟
し

て
初
潮
を
迎
え
る
ま
で
は
親
元
で
暮
ら
す
こ
と
が
慣
習
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
中
途
半
端
な
地
位
だ
け
れ
ど
も
、
自
分
の
親
の
下
で

子
ど
も
と
し
て
の
生
活
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
身
体
の
小
さ
か
っ
た
プ
ー
ラ
ン
の
場
合
に
は
、
ま
だ
数
年
は
両
親
と
一
緒
に

生
活
す
る
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
結
婚
式
か
ら
数
ヶ
月
後
、
夫
は
突
然
彼
女
を
自
分
の
家
に
連
れ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
着
い
て
こ
な

い
な
ら
離
縁
す
る
と
い
う
脅
し
と
と
も
に
。

そ
の
後
の
プ
ー
ラ
ン
は
、
身
体
が
小
さ
い
こ
と
を
夫
に
責
め
ら
れ
、
暴
力
を
振
る
わ
れ
、
性
的
虐
待
を
受
け
た
。
彼
の
最
初
の
妻

は
、
一
四
歳
で
最
初
の
出
産
を
し
て
、
命
を
落
と
し
た
と
聞
か
さ
れ
た
。
親
元
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
プ
ー
ラ
ン
は
、
夫
の
家
で
奴
隷
の

よ
う
に
働
か
さ
れ
、
満
足
な
食
事
も
与
え
ら
れ
ず
、
日
常
的
に
暴
力
を
受
け
、
強
姦
と
監
禁
す
ら
耐
え
忍
ん
だ
結
果
、
重
い
病
気
に
か

か
っ
た
。
娘
が
死
に
か
け
て
い
る
と
い
う
噂
を
聞
い
て
、
父
親
が
連
れ
に
来
る
が
、
夫
は
﹁
だ
ま
さ
れ
た
の
は
自
分
の
ほ
う
だ
﹂
と
言

っ
て
、
一
万
ル
ピ
ー
払
わ
な
い
と
返
さ
な
い
ぞ
と
脅
し
た
と
い
う
。
そ
れ
で
も
父
が
逃
げ
る
よ
う
に
娘
を
医
者
に
連
れ
て
行
く
と
、
は

し
か
だ
と
診
断
さ
れ
て
、
結
局
一
〇
ル
ピ
ー
の
薬
を
買
っ
て
自
分
た
ち
の
村
へ
バ
ス
で
帰
っ
た
。

プ
ー
ラ
ン
は
、
こ
う
し
て
実
家
に
戻
っ
た
の
だ
が
、
出
戻
り
は
家
族
の
恥
で
あ
り
、
夫
の
方
は
妻
を
放
り
出
し
た
と
言
い
ふ
ら
し
て

離
縁
し
て
も
い
な
い
の
で
、
も
う
二
度
と
結
婚
も
で
き
ず
、
女
性
と
し
て
の
将
来
は
な
い
も
同
然
と
な
っ
た
。
従
弟
の
マ
ー
ヤ
ー
デ
ィ

ー
ン
は
村
長
と
と
も
に
や
っ
て
き
て
、
こ
の
書
類
に
サ
イ
ン
す
れ
ば
、
夫
が
プ
ー
ラ
ン
を
追
い
出
し
て
い
な
い
と
証
明
で
き
る
ぞ
と
誘

っ
た
が
、
そ
れ
は
土
地
の
権
利
を
最
終
的
に
放
棄
す
る
よ
う
な
内
容
の
文
書
だ
っ
た
の
で
、
母
が
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
プ
ー
ラ

ン
、
一
三
︱
一
四
歳
の
頃
で
あ
る
。
そ
の
後
、
も
う
一
度
夫
の
元
に
戻
さ
れ
た
が
、
す
で
に
新
し
い
妻
が
居
て
、
そ
の
人
の
奴
隷
の
よ

う
に
働
か
さ
れ
、
食
事
も
も
ら
え
ず
に
虐
待
さ
れ
た
場
面
が
、
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。

貧
し
い
両
親
の
元
を
去
り
、
そ
れ
な
り
に
食
べ
て
い
け
る
ほ
ど
頼
れ
る
農
民
に
嫁
い
で
い
れ
ば
、
プ
ー
ラ
ン
も
、
し
っ
か
り
し
た
働
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き
者
の
お
嫁
さ
ん
、
気
の
強
い
お
母
さ
ん
と
し
て
、
何
人
も
の
子
ど
も
を
育
て
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
幼
児
婚
に
よ
っ

て
痛
め
つ
け
ら
れ
、
女
性
に
と
っ
て
は
唯
一
人
生
に
保
障
を
与
え
て
く
れ
る
制
度
と
し
て
の
結
婚
と
い
う
道
を
閉
ざ
さ
れ
、
自
分
の
村

に
も
親
元
に
も
ま
と
も
な
形
で
は
帰
れ
な
い
よ
う
な
状
態
に
陥
っ
て
し
ま

(
)

っ
た
。

44

�

誘
拐
か
ら
盗
賊
の
首
領
へ

と
は
い
え
、
結
婚
後
の
ひ
ど
い
生
活
か
ら
逃
げ
戻
っ
た
プ
ー
ラ
ン
は
、
ま
だ
十
代
半
ば
の
少
女
だ
っ
た
が
、
父
親
の
労
働
を
助
け
る

右
腕
と
し
て
の
力
を
発
揮
し
て
い
た
。
気
の
弱
い
父
親
に
代
わ
っ
て
村
の
中
で
一
家
の
権
利
を
主
張
す
る
強
く
賢
い
プ
ー
ラ
ン
が
、
結

婚
の
破
綻
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
も
甘
受
す
る
覚
悟
で
戻
っ
て
き
た
こ
と
は
、
従
弟
の
マ
ー
ヤ
ー
デ
ィ
ー
ン
に
と
っ
て
大
き
な
誤
算
だ

っ
た
ら
し
い
。
そ
の
結
果
、
子
ど
も
時
代
に
は
プ
ー
ラ
ン
に
対
す
る
暴
力
的
な
折
檻
や
両
親
へ
の
嫌
が
ら
せ
で
済
ん
で
い
た
迫
害
が
、

警
察
を
巻
き
込
む
よ
う
な
大
き
な
騒
動
に
拡
大
し
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
ニ
ー
ム
の
木
は
、
イ
ン
ド
で
は
ミ
ン
ト
の
よ
う
な
ハ
ー
ブ
と
し
て
歯
磨
き
や
薬
や
虫
除
け
に
使
わ
れ
る
。
こ
の

大
事
な
樹
木
だ
け
は
ま
だ
父
親
の
家
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
あ
る
日
、
叔
父
の
マ
ー
ヤ
ー
デ
ィ
ー
ン
は
腕
っ
節
の
強
い
者
を
従
え
て
こ
れ

を
切
り
倒
し
に
き
た
。
し
か
も
、
止
め
よ
う
と
し
た
プ
ー
ラ
ン
は
騒
動
を
起
こ
し
た
者
と
し
て
警
察
署
に
拘
留
さ
れ
、
そ
れ
は
複
数
の

警
官
に
よ
る
強
姦
を
も
意
味
し
た
。
母
親
は
二
万
ル
ピ
ー
も
の
保
釈
金
を
支
払
っ
て
プ
ー
ラ
ン
を
釈
放
し
て
も
ら
う
が
、
村
の
中
に
も

居
場
所
が
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
彼
女
は
姉
の
嫁
ぎ
先
の
村
に
身
を
潜
め
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
間
に
叔
父
の
家
が
盗
賊
に
襲
わ
れ
、

プ
ー
ラ
ン
が
盗
賊
の
影
で
糸
を
引
い
て
い
た
と
い
う
噂
が
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
実
際
に
は
、
盗
賊
の
襲
撃
が
あ
っ
た
日
に
は
姉
に
付
き

添
っ
て
病
院
に
行
き
、
書
類
に
指
紋
で
サ
イ
ン
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
プ
ー
ラ
ン
は
自
分
の
村
に
い
な
か
っ
た
こ
と
が
公
的
に
証
明
さ

れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
、
村
に
戻
っ
た
プ
ー
ラ
ン
は
再
び
逮
捕
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
警
察
で
の
強
姦
と
取
り
調
べ
を
受
け
、
三
週

間
も
留
め
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
七
九
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。

盗賊のインド史（1）（竹中千春）

103



母
親
が
訴
え
て
無
実
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
が
、
地
元
の
警
察
は
貧
し
い
低
カ
ー
ス
ト
の
言
う
こ
と
は
聞
い
て
く
れ
な
い
。
警
官
に

脅
さ
れ
て
、﹁
何
も
言
う
な
﹂
と
言
わ
れ
る
の
で
、
プ
ー
ラ
ン
は
裁
判
で
一
旦
は
有
罪
を
認
め
た
が
、
暴
行
の
跡
が
あ
ま
り
に
も
露
骨

だ
っ
た
た
め
、
裁
判
官
が
無
罪
の
判
決
を
下
し
て
彼
女
を
釈
放
し
た
。
こ
の
と
き
も
ま
た
、
両
親
は
借
金
を
し
て
弁
護
士
費
用
を
工
面

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
親
戚
同
士
の
対
立
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
、
村
の
会
議
だ
け
で
な
く
司
法
や
警
察
を
巻
き
込
ん

で
悪
化
の
一
途
を
辿
っ
た
。
従
弟
の
強
圧
的
か
つ
暴
力
的
な
脅
し
に
対
し
て
、
母
親
の
知
恵
で
プ
ー
ラ
ン
の
一
家
も
近
隣
の
村
の
地
主

で
有
力
者
の
タ
ー
ク
ル
に
相
談
を
し
に
行
く
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
抗
す
る
よ
う
に
、
従
弟
の
側
も
タ
ー
ク
ル
の
強
い
男
た
ち
を
味
方
に

つ
け
て
プ
ー
ラ
ン
一
家
を
襲
っ
た
。
母
娘
が
町
ま
で
出
て
警
察
に
訴
え
に
行
っ
て
も
、
警
官
は
せ
せ
ら
笑
っ
て
守
っ
て
く
れ
る
ど
こ
ろ

で
は
な
か

(
)

っ
た
。

45

こ
う
し
て
、
あ
る
日
、
プ
ー
ラ
ン
は
タ
ー
ク
ル
の
率
い
る
盗
賊
団
に
誘
拐
さ
れ
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
連
れ
て
行
か
れ
る
。
幼
い
頃
﹁
背

の
低
い
茂
み
が
生
え
て
い
て
、
ト
ラ
・
ヒ
ョ
ウ
・
ジ
ャ
ッ
カ
ル
・
フ
ク
ロ
ウ
・
蛇
の
よ
う
な
野
生
の
動
物
が
た
く
さ
ん
い
る
ジ
ャ
ン
グ

ル
が
あ
っ
て
、
夜
に
な
る
と
太
陽
が
眠
っ
て
し
ま
う
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
向
こ
う
で
は
、
世
界
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
﹂
と
恐
れ
て
い
た
﹁
チ

ャ
ン
バ
ル
渓
谷
﹂
に
、
こ
う
し
て
プ
ー
ラ
ン
も
強
制
的
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で

(
)

あ
る
。

46

し
か
し
、
盗
賊
団
の
首
領
は
、
殺
す
は
ず
だ
っ
た
プ
ー
ラ
ン
を
仲
間
の
前
で
強
制
的
に
強
姦
し
た
上
で
、
自
分
の
愛
人
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
に
し
た
。
首
領
は
タ
ー
ク
ル
で
あ
り
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
盗
賊
団
も
ま
た
未
だ
に
カ
ー
ス
ト
的
な
上
下
関
係
を
基
礎
に

成
り
立
っ
て
い
て
、
下
層
の
カ
ー
ス
ト
か
ら
入
っ
て
き
た
メ
ン
バ
ー
が
下
働
き
や
危
険
な
仕
事
を
す
る
と
い
う
組
織
だ
っ
た
。
プ
ー
ラ

ン
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
漁
民
カ
ー
ス
ト
の
マ
ッ
ラ
ー
族
の
出
身
だ
っ
た
が
、
首
領
の
い
い
よ
う
に
強
姦
さ
れ
虐
待
さ
れ
続
け

る
プ
ー
ラ
ン
に
、
同
じ
マ
ッ
ラ
ー
・
カ
ー
ス
ト
出
身
で
こ
の
盗
賊
団
に
加
わ
っ
て
い
た
ヴ
ィ
ク
ラ
ム
が
思
い
を
寄
せ
、
つ
い
に
首
領
を

殺
害
し
て
彼
女
を
救
い
、
二
人
で
逃
げ
出
し
て
自
ら
が
率
い
る
盗
賊
団
を
形
成
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
ヴ
ィ
ク
ラ
ム
=
プ
ー
ラ
ン

盗
賊
団
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
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盗
賊
の
世
界
は
、
メ
ン
バ
ー
の
集
団
へ
の
忠
誠
が
な
い
と
生
き
延
び
ら
れ
な
い
の
で
、
厳
し
い
規
律
が
課
さ
れ
る
が
、
同
時
に
離
合

集
散
、
同
盟
や
裏
切
り
に
よ
っ
て
日
々
闘
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
世
界
で
も
あ
る
。
と
く
に
政
府
に
よ
っ
て
盗
賊
掃
討
作
戦
が
強

化
さ
れ
る
と
、
盗
賊
の
間
の
争
い
も
加
速
し
、
組
織
的
な
分
裂
・
提
携
・
合
併
が
生
じ
、
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
の
失
脚
を
狙
っ
た
り
復
讐
劇
を

演
じ
た
り
と
、
警
察
組
織
を
捲
き
込
ん
だ
慌
た
だ
し
い
動
き
が
起
こ
り
や
す
い
。
プ
ー
ラ
ン
の
周
辺
で
は
、
一
旦
は
決
裂
し
た
は
ず

の
、
タ
ー
ク
ル
一
族
に
属
す
元
の
盗
賊
の
首
領
が
、
親
戚
の
者
が
警
察
か
ら
釈
放
さ
れ
る
の
を
契
機
に
、
ヴ
ィ
ク
ラ
ム
に
助
け
を
求
め

て
き
た
。
こ
れ
は
罠
で
は
な
い
か
と
い
う
緊
張
が
プ
ー
ラ
ン
=
ヴ
ィ
ク
ラ
ム
の
盗
賊
団
に
走
り
、
プ
ー
ラ
ン
は
反
対
し
た
が
、
結
局
ヴ

ィ
ク
ラ
ム
は
こ
の
求
め
を
拒
否
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
一
連
の
展
開
は
、
裏
切
っ
た
盗
賊
団
と
警
察
の
仕
組
ん
だ
作
戦
だ
と
言
わ
れ
、

ヴ
ィ
ク
ラ
ム
は
警
察
と
の
﹁
遭
遇
﹂
で
射
殺
さ
れ
た
と
い
う
噂
が
伝
え
ら
れ
た
が
、
実
は
、
ヴ
ィ
ク
ラ
ム
の
部
下
で
マ
ッ
ラ
ー
よ
り
少

し
身
分
の
高
い
カ
ー
ス
ト
の
グ
ジ
ャ
ー
ル
に
属
し
て
い
た
ラ
ー
ラ
・
ラ
ー
ム
と
シ
ュ
リ
・
ラ
ー
ム
が
、
首
領
の
彼
を
殺
し
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。
一
九
八
〇
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ク
ラ
ム
亡
き
後
、
プ
ー
ラ
ン
は
捉
え
ら
れ
、
首
領
の
愛
人
の
地
位
も
他
の
女
性
に
奪
わ
れ
た
挙
げ
句
、
タ
ー
ク
ル
の
人
々
の
住

む
ベ
ー
マ
イ
村
で
辱
め
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
も
な
く
、
プ
ー
ラ
ン
は
、
ム
ス
リ
ム
の
盗
賊
団
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
こ

の
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
周
辺
の
地
域
で
当
時
も
っ
と
も
恐
れ
ら
れ
た
ム
ス
タ
ク
ィ
ー
ム
︵
M
ustaqueem
︶
に
救
出
さ
れ
、
彼
の
一
団
に

加
わ
っ
た
。
ム
ス
タ
ク
ィ
ー
ム
は
女
性
に
対
し
て
﹁
紳
士
﹂
と
し
て
振
る
舞
う
と
い
う
評
判
が
高
く
、
彼
の
下
で
体
力
を
回
復
し
た
プ

ー
ラ
ン
は
、
再
び
指
導
者
と
し
て
立
ち
直
っ
た
。
こ
う
し
て
成
立
し
た
ム
ス
タ
ク
ィ
ー
ム
=
プ
ー
ラ
ン
盗
賊
団
は
、
ヴ
ィ
ク
ラ
ム
暗
殺

へ
の
報
復
の
た
め
に
、
ラ
ー
ラ
・
ラ
ー
ム
と
シ
ュ
リ
・
ラ
ー
ム
が
立
ち
寄
っ
た
と
い
う
情
報
の
あ
っ
た
ベ
ー
マ
イ
村
を
襲
撃
し
た
の

が
、
一
九
八
一
年
二
月
一
四
日
で
あ
っ
た
。

こ
の
日
は
、
盗
賊
掃
討
作
戦
の
た
め
に
展
開
さ
れ
て
い
た
警
察
組
織
と
州
武
装
警
察
隊
︵
ProvincialA
rm
ed
C
onstabulary：
Ｐ
Ａ

Ｃ
︶
が
、
州
境
ま
で
農
民
デ
モ
に
対
す
る
警
備
の
た
め
に
移
動
し
た
た
め
、
警
備
が
手
薄
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
好
機
を
捕
え
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て
、
警
察
署
長
︵
Ｓ
Ｐ
︶
の
バ
ッ
ジ
を
付
け
た
女
性
、
す
な
わ
ち
プ
ー
ラ
ン
に
率
い
ら
れ
て
警
察
の
制
服
を
着
た
四
〇
名
ほ
ど
の
男
た

ち
が
ベ
ー
マ
イ
村
を
襲
っ
た
。
彼
ら
は
、
ラ
ー
ラ
・
ラ
ー
ム
と
シ
ュ
リ
・
ラ
ー
ム
を
連
れ
出
す
よ
う
に
命
令
し
、
貴
重
品
か
ら
台
所
の

料
理
道
具
に
至
る
ま
で
す
べ
て
を
引
き
渡
せ
と
要
求
し
た
。
抵
抗
す
れ
ば
殺
す
と
脅
さ
れ
て
、
村
人
は
家
か
ら
出
さ
れ
て
川
辺
に
並
ば

さ
れ
、
最
後
に
は
銃
殺
さ
れ
た
と
い
う
。
二
二
名
が
殺
さ
れ
た
が
、
た
ま
た
ま
生
き
残
っ
た
男
性
が
現
場
の
様
子
を
証
言

(
)

し
た
。

47

自
伝
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
戦
に
は
周
到
な
準
備
を
行
い
、
町
や
村
の
協
力
者
か
ら
警
察
の
警
戒
作
戦
や
敵
の
ダ
コ
イ
ト
の
動
き
に
つ

い
て
の
情
報
を
入
手
し
、
資
金
を
使
っ
て
警
察
の
制
服
・
十
分
な
武
器
・
移
動
手
段
を
確
保
し
て
、
襲
撃
計
画
を
進
め
た
ら
し
い
。
村

人
が
警
察
を
信
用
し
な
い
理
由
は
多
々
あ
る
が
、
ダ
コ
イ
ト
は
武
器
や
弾
薬
と
と
も
に
制
服
も
警
察
か
ら
買
っ
て
い
る
、
と
言
わ
れ
て

い
る
。
泊
ま
る
こ
と
な
く
逃
げ
回
る
盗
賊
に
と
っ
て
は
、
と
く
に
靴
が
重
要
で
、
警
察
や
軍
隊
の
配
給
物
が
も
っ
と
も
質
の
高
い
も
の

で
あ
る
。
ダ
コ
イ
ト
は
町
で
警
察
の
制
服
を
調
達
し
て
着
用
し
、
警
官
の
よ
う
に
堂
々
と
活
動
し
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
村

人
は
信
用
で
き
な
い
警
察
に
で
は
な
く
、
怖
い
け
れ
ど
も
頼
り
に
な
る
ダ
コ
イ
ト
に
対
し
て
﹁
保
護
料
﹂
を
払
い
、
安
全
保
障
を
買
っ

て
い
た
と
い
う
。﹁
警
察
は
村
人
を
犬
扱
い
し
た
が
、
ダ
コ
イ
ト
は
私
た
ち
を
人
間
的
に
扱
っ
て
く
れ
た
﹂。
盗
賊
か
ら
す
れ
ば
、
地
元

に
暮
ら
す
人
々
か
ら
情
報
・
食
糧
・
隠
れ
家
な
ど
を
供
給
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
彼
ら
を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事

情
が
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
合
法
の
世
界
と
違
法
の
世
界
の
間
の
相
互
に
依
存
し
あ
う
関
係
は
、
一
九
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
人
官
僚
が
書
い
た
文
書
を

読
ん
で
も
昔
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
だ
が
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
以
前
ま
で
と
は
異
な
る
も
の
に
再
編
さ
れ

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
ダ
コ
イ
ト
は
特
定
の
カ
ー
ス
ト
集
団
と
し
て
は
組
織
さ
れ
ず
、
上
層

の
カ
ー
ス
ト
の
者
か
ら
下
層
の
カ
ー
ス
ト
の
者
ま
で
を
網
羅
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
の
村
社
会
が
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン

や
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
だ
け
で
は
機
能
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
、
盗
賊
社
会
で
も
、
指
導
的
な
上
層
の
カ
ー
ス
ト
が
従
属
的
な
下
層
の
カ
ー

ス
ト
の
よ
り
卑
し
い
と
さ
れ
た
労
働
を
必
要
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
上
層
の
カ
ー
ス
ト
出
身
の
盗
賊
な
ら
、
村
の
有
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力
者
を
親
戚
に
持
ち
、
警
察
と
の
交
渉
力
な
ど
下
層
の
カ
ー
ス
ト
の
ダ
コ
イ
ト
に
は
な
い
リ
ソ
ー
ス
を
使
え
て
、
首
領
と
し
て
優
位
に

立
て
た
か
ら
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
民
主
主
義
と
開
発
の
も
た
ら
し
た
社
会
変
動
ゆ
え
に
、
カ
ー
ス
ト
的
な
秩
序
も
安
定
的
な
も
の
で
は
な
く
な
り
、
下
層

の
カ
ー
ス
ト
が
上
層
の
カ
ー
ス
ト
と
よ
り
対
等
に
自
己
主
張
す
る
時
代
が
始
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
身
分
的
に
差
別
さ
れ
て
き
た
人
々

が
、
政
治
・
経
済
・
社
会
的
な
上
昇
を
遂
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
顕
著
な
動
き
が
、
上
層
の
カ
ー
ス
ト
が
支
配
し
て
き

た
イ
ン
ド
国
民
会
議
派
に
不
満
を
持
ち
、
下
層
の
カ
ー
ス
ト
を
主
体
と
す
る
多
数
派
の
人
々
が
、
反
会
議
派
を
掲
げ
た
ジ
ャ
ナ
タ
運
動

の
諸
政
党
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
一
九
七
七
年
に
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
政
権
の
失
墜
を
も
た

ら
し
、
国
家
的
に
も
ジ
ャ
ナ
タ
連
合
政
権
を
成
立
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
政
権
の
最
も
重
要
な
検
討
課
題
が
、﹁
指
定
カ
ー
ス
ト
・
指
定

部
族
︵
Scheduled
C
astes/Scheduled
T
ribes︶
﹂
と
し
て
憲
法
的
に
保
護
さ
れ
て
き
た
か
つ
て
の
ア
ウ
ト
カ
ー
ス
ト
や
先
住
民
の

人
々
よ
り
も
上
に
位
置
す
る
が
、
や
は
り
カ
ー
ス
ト
的
な
身
分
が
低
く
経
済
的
に
も
恵
ま
れ
な
い
人
々
の
多
い
集
団
を
﹁
他
の
後
進
諸

階
級
︵
O
ther
B
ackw
ard
C
lasses：
Ｏ
Ｂ
Ｃ
︶
﹂
と
法
的
に
規
定
し
て
、
政
府
が
優
遇
政
策
を
行
う
と
い
う
新
し
い
優
遇
措
置
の
導
入

で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
﹁
下
克
上
﹂
が
起
こ
れ
ば
、
当
然
、
そ
れ
に
対
す
る
反
動
も
引
き
起
こ
す
。
当
時
、
ビ
ハ
ー
ル
州
や
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
で

は
、
大
学
の
入
学
試
験
を
め
ぐ
っ
て
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
や
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
な
ど
の
上
層
カ
ー
ス
ト
の
若
者
が
Ｓ
Ｃ
の
若
者
を
襲
撃
す
る
と

い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
農
村
地
域
で
は
、
低
い
カ
ー
ス
ト
の
人
々
や
山
の
先
住
民
た
ち
に
対
す
る
見
せ
し
め
的
な
焼
き
討
ち
や

レ
イ
プ
・
暴
行
事
件
な
ど
が
頻
発
し
た
。
依
然
と
し
て
行
政
や
警
察
の
権
力
を
握
っ
て
い
た
地
元
の
高
い
カ
ー
ス
ト
の
地
主
や
商
人
な

ど
は
、
暴
力
的
な
集
団
を
雇
っ
て
私
的
な
リ
ン
チ
を
行
っ
た
だ
け
で
な
く
、
役
所
や
警
察
や
裁
判
所
を
味
方
に
つ
け
て
貧
し
い
下
層
の

人
々
を
強
圧
的
に
押
さ
え
付
け
る
こ
と
が
目
立
っ
て
増
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
、
下
層
の
カ
ー
ス
ト
に
属
し
て
い
た

人
々
も
、
自
分
た
ち
の
自
警
団
を
求
め
、
カ
ー
ス
ト
的
に
親
密
な
ダ
コ
イ
ト
が
そ
れ
を
提
供
し
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
カ
ー
ス
ト
を
軸
と
し
た
﹁
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
政
治
﹂
と
﹁
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
暴
力
﹂
の

連
鎖
が
始
ま
っ
た
時
代
に
、
盗
賊
と
い
う
無
法
者
の
集
団
も

新
た
に
カ
ー
ス
ト
的
な
編
成
を
促
さ
れ
、
出
身
の
血
縁
集
団

や
村
落
と
の
緊
密
な
相
互
補
助
関
係
を
形
成
す
る
と
い
う
現

象
が
見
ら
れ
た
と
し
て
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。
タ
ー
ク
ル

の
支
配
を
打
ち
破
っ
て
下
層
カ
ー
ス
ト
の
マ
ッ
ラ
ー
で
あ
る

ヴ
ィ
ク
ラ
ム
=
プ
ー
ラ
ン
盗
賊
団
が
台
頭
し
た
意
味
も
、
ヴ

ィ
ク
ラ
ム
が
タ
ー
ク
ル
や
グ
ジ
ャ
ー
ル
と
い
う
上
層
の
カ
ー

ス
ト
と
警
察
に
殺
害
さ
れ
た
意
味
も
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の

大
き
な
流
れ
の
中
で
捉
え
直
す
こ
と
が
可
能
だ

(
)

ろ
う
。

48

プ
ー
ラ
ン
は
、
ベ
ー
マ
イ
村
の
虐
殺
事
件
か
ら
一
年
半
余
り
、
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
の
一
帯
で
仲
間
と
逃
走
を
続
け
た
が
、
や
が
て
資

金
も
部
下
も
失
い
、
中
央
政
府
か
ら
の
指
示
を
受
け
て
仲
介
し
た
マ
デ
ィ
ヤ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
警
察
長
官
に
対
し
て
投
降
す
る
こ

と
を
決
断
す
る
。
彼
女
は
、
こ
の
投
降
に
つ
い
て
、
当
時
の
イ
ン
ド
で
最
強
の
権
力
を
誇
っ
て
い
た
女
性
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー

首
相
と
交
渉
し
て
対
等
な
立
場
で
武
器
を
置
い
た
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
し
か
も
地
主
た
ち
の
タ
ー
ク
ル
や
叔
父
の
味
方
に
立
ち
、
プ

ー
ラ
ン
の
一
家
と
盗
賊
団
を
苦
し
め
続
け
、
ヴ
ィ
ク
ラ
ム
を
殺
し
た
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
当
局
で
は
な
く
、
盗
賊
も
尊
敬

せ
ざ
る
え
な
い
規
律
を
も
っ
た
マ
デ
ィ
ヤ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
警
察
に
服
す
と
決
め
た
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
重
要
な
理
由
は
、

マ
デ
ィ
ヤ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
グ
ワ
リ
オ
ー
ル
の
刑
務
所
に
服
役
す
れ
ば
、
プ
ー
ラ
ン
に
恨
み
を
抱
く
﹁
敵
﹂
だ
ら
け
の
ウ
ッ
タ
ル
・

プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
と
は
違
っ
て
、
取
調
中
や
刑
務
所
の
中
で
殺
さ
れ
る
こ
と
は
免
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
が
強
く
あ
っ
た
と
い
う
こ
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と
で
あ
る
。
無
法
者
は
、
取
り
締
ま
る
軍
隊
や
警
察
の
縄
張
り
の
違
い
を
利
用
し
て
生
き
延
び
る
。
州
境
の
向
こ
う
に
行
け
ば
生
き
延

び
ら
れ
る
確
率
が
高
ま
る
な
ら
、
州
境
を
越
え
る
。
武
力
の
み
に
よ
っ
て
身
を
守
っ
て
き
た
野
生
動
物
の
よ
う
な
ダ
コ
イ
ト
が
武
器
を

捨
て
る
か
ら
に
は
、
そ
う
し
た
安
全
保
障
上
の
計
算
が
不
可
欠
だ

(
)

っ
た
。

49

投
降
し
た
日
に
記
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
れ
た
プ
ー
ラ
ン
は
、
な
ぜ
ベ
ー
マ
イ
村
を
襲
撃
し
た
の
か
と
い
う
質
問
に
﹁
当
然
の
復
讐

だ
﹂
と
答
え
た
。
な
ぜ
投
降
し
た
の
か
と
い
う
問
い
に
は
、﹁
バ
グ
ワ
テ
ィ
・
マ
ー
タ
ー
︵
B
hagw
atiM
ata︶
を
信
じ
て
マ
ー
タ
ー
の

声
だ
け
を
聞
い
て
い
る
か
ら
、
マ
ー
タ
ー
が
命
を
投
げ
出
せ
と
言
え
ば
、
投
げ
出
す
か
ら
だ
﹂
と
答
え
て

(
)

い
る
。
死
刑
を
含
む
有
罪
判

50

決
を
前
に
し
て
い
る
な
ら
ば
、
い
か
に
無
学
で
あ
っ
て
も
迂
闊
な
発
言
を
す
る
わ
け
が
な
い
が
、
こ
の
二
つ
の
答
え
は
と
も
に
プ
ー
ラ

ン
が
信
じ
て
い
た
こ
と
に
違
い
な
い
。﹁
母
﹂
を
も
意
味
す
る
﹁
マ
ー
タ
ー
﹂
は
、
こ
の
地
域
で
慕
わ
れ
て
き
た
女
神
の
こ
と
で
あ
る
。

プ
ー
ラ
ン
は
、
盗
賊
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
、
血
な
ま
ぐ
さ
い
襲
撃
に
出
か
け
る
前
に
は
、
必
ず
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
い
た
道
路
脇

の
聖
な
る
場
所
を
選
ん
で
、
女
神
に
供
え
物
を
し
、
静
か
な
祈
り
の
儀
式
を
行
っ
て
か
ら
出
発
し
た
。
復
讐
は
プ
ー
ラ
ン
に
と
っ
て

は
、
神
に
か
わ
っ
て
正
義
を
下
す
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
常
に
死
の
影
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
無
法
者
に
と
っ
て
、
神
の
加
護
は
大

切
な
拠
り
ど
こ
ろ
だ
っ
た
。

�

貧
し
き
者
に
と
っ
て
の
﹁
法
﹂

以
上
、
プ
ー
ラ
ン
と
い
う
一
人
の
女
性
の
盗
賊
と
し
て
の
生
き
様
を
辿
っ
て
き
た
。
彼
女
に
と
っ
て
国
家
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
法

と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
独
立
イ
ン
ド
の
民
主
主
義
や
経
済
発
展
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

逮
捕
さ
れ
た
と
き
、
誕
生
し
た
日
に
つ
い
て
の
公
的
な
記
録
の
な
い
彼
女
の
正
確
な
年
齢
は
判
明
し
な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
は
二

五
歳
か
二
六
歳
と
さ
れ
た
。
そ
ん
な
若
さ
の
彼
女
は
、
す
で
に
小
さ
な
と
き
か
ら
、
国
家
や
法
が
い
か
に
冷
た
く
残
酷
で
、
彼
女
や
親

の
﹁
敵
﹂
た
ち
の
手
の
中
に
あ
る
の
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
き
た
。
一
家
の
貧
窮
化
の
発
端
で
も
あ
り
結
果
で
も
あ
っ
た
土
地
問
題
だ
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っ
た
が
、
国
家
の
登
記
制
度
や
裁
判
制
度
は
、
無
学
で
要
領
も
悪
い
父
親
か
ら
教
育
も
受
け
て
目
端
の
利
く
よ
り
若
い
異
母
弟
が
土
地

の
所
有
権
を
奪
っ
て
い
く
た
め
に
利
用
さ
れ
た
。﹁
文
書
︵
paper︶
﹂
も
ろ
く
に
読
め
ず
、
言
わ
れ
る
ま
ま
に
署
名
す
る
し
か
な
く
、

弁
護
士
に
支
払
う
報
酬
す
ら
工
面
で
き
な
い
貧
し
い
農
民
に
と
っ
て
は
、﹁
法
の
前
の
平
等
﹂
は
限
り
な
く
架
空
の
も
の
で
あ
り
、
法

制
度
は
本
来
な
ら
ば
自
分
た
ち
の
も
の
で
あ
る
土
地
を
﹁
盗
む
﹂
こ
と
を
正
当
化
す
る
し
く
み
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

プ
ー
ラ
ン
と
妹
は
小
さ
な
子
ど
も
だ
っ
た
と
き
か
ら
、
近
く
の
カ
ル
ピ
と
い
う
町
ま
で
出
て
き
て
商
家
な
ど
の
家
の
掃
除
を
し
て
お

金
を
稼
い
で
い
た
と
い
う
話
も
、
こ
の
地
域
の
県
の
役
人
を
し
て
い
た
老
人
に
聞

(
)

い
た
。
自
伝
に
出
て
く
る
よ
う
に
子
ど
も
た
ち
は
学

51

校
に
も
行
か
ず
に
、
毎
日
、
自
分
の
家
だ
け
で
な
く
、
他
家
の
農
作
業
や
家
事
労
働
を
手
伝
っ
て
僅
か
な
お
金
を
稼
い
で
い
た
。
け
れ

ど
も
、
失
敗
を
し
た
り
、
口
答
え
を
し
た
り
、
お
腹
が
す
い
て
何
か
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
雇
い
主
の
機
嫌
を
損
ね
れ
ば
、
の
の

し
ら
れ
、
叩
か
れ
、
泥
棒
呼
ば
わ
り
さ
れ
、
ひ
ど
い
場
合
に
は
村
の
議
会
に
親
と
と
も
に
引
き
出
さ
れ
て
裁
か
れ
た
。
暴
力
的
な
処
罰

や
法
外
な
罰
金
が
課
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
や
二
度
で
は
な
か
っ
た
。
彼
女
の
証
言
が
ど
こ
ま
で
確
実
な
も
の
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る

と
し
て
も
、
こ
う
し
た
出
来
事
は
農
村
地
域
で
は
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
の
光
景
だ
っ
た
。

責
め
が
自
分
に
あ
る
場
合
は
ま
だ
し
も
、
雇
い
主
の
ほ
う
の
気
分
や
事
情
の
た
め
に
労
働
者
の
ほ
う
に
何
ら
か
の
損
害
の
責
め
が
帰

せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
め
ず
ら
し
く
な
い
。
よ
く
あ
る
の
は
、
働
い
た
者
は
﹁
盗
み
﹂
を
し
て
い
な
い
の
に
、
何
か
が
な
く
な
っ

た
と
き
に
﹁
盗
み
﹂
を
し
た
と
責
め
ら
れ
、
大
げ
さ
に
裁
か
れ
て
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
﹁
え
ん
罪
﹂
は
、

驚
く
ほ
ど
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
い
く
ら
正
直
に
一
生
懸
命
働
い
て
も
、
け
ち
で
意
地
悪
な
雇
い
主
に
仕
事
の

や
り
方
に
つ
い
て
文
句
を
付
け
ら
れ
て
、
約
束
し
た
金
額
の
労
賃
が
支
払
わ
れ
な
い
と
か
、
い
つ
ま
で
も
支
払
い
を
延
ば
さ
れ
る
と
い

う
ト
ラ
ブ
ル
は
よ
く
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
相
手
は
豊
か
な
地
主
や
商
人
な
の
で
、
盾
突
い
た
だ
け
で
明
日
か
ら
雇
っ
て
も
ら
え
な
い
か

も
し
れ
な
い
か
ら
、
雇
わ
れ
た
側
が
仕
方
な
く
頭
を
下
げ
、
差
し
引
か
れ
た
賃
金
で
満
足
し
た
り
、
挙
げ
句
の
果
て
に
賃
金
を
踏
み
倒

さ
れ
て
も
黙
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
勇
気
を
出
し
て
抗
議
を
す
れ
ば
、
プ
ー
ラ
ン
の
よ
う
に
、
根
も
葉
も
な
い
﹁
嘘
﹂
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を
つ
く
嘘
つ
き
だ
と
糾
弾
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
警
察
に
連
れ
て
行
か
れ
て
﹁
犯
罪
者
﹂
扱
い
さ
れ
て
、
暴
行
も
受
け
た
上
に
、
有
罪

判
決
を
受
け
る
怖
れ
す
ら
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
ん
な
負
け
戦
を
挑
む
よ
り
、
面
従
腹
背
を
し
な
が
ら
、
雇
い
主
の
目
を
盗
み
な
が
ら
、

畑
の
収
穫
物
を
く
す
ね
、
庭
の
木
か
ら
果
実
を
黙
っ
て
盗
ん
だ
ほ
う
が
、
割
も
よ
い
し
、
小
気
味
が
よ
い
。
資
本
主
義
が
身
分
差
別
を

伴
っ
て
展
開
し
て
い
る
社
会
で
は
、
自
由
で
平
等
な
市
民
社
会
の
﹁
法
﹂
は
意
味
を
持
た
な
い
。
文
書
に
も
訴
訟
に
も
労
働
争
議
に
も

な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
静
か
に
﹁
日
常
的
な
抵
抗
︵
everyday
resistance︶
﹂
が
階
級
闘
争
と
し
て
続
け
ら
れ
て

(
)

い
る
。

52

け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
止
ま
ら
な
い
事
態
と
な
っ
た
と
き
、
弱
い
者
は
問
答
無
用
の
理
不
尽
な
暴
力
に
よ
っ
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
罪
を
犯
し
て
も
い
な
い
の
に
、
プ
ー
ラ
ン
は
警
察
に
突
き
出
さ
れ
、
拷
問
の
よ
う
な
取
り
調
べ
を
受
け
、
警
官
に
陵
辱
さ
れ

た
。
し
か
も
、
不
当
な
暴
力
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
警
察
に
訴
え
に
言
っ
て
も
、
警
察
は
事
件
を
取
り
上
げ
て
く
れ
な
い
。
ま
し
て

警
察
が
行
う
暴
力
事
件
な
ら
、
訴
え
に
行
く
可
能
性
す
ら
な
い
。
イ
ン
ド
で
は
、
警
察
が
事
件
と
し
て
扱
っ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
を

﹁
事
件
を
フ
ァ
イ
ル
し
て
も
ら
う
︵
to
file
the
case︶
﹂
と
い
う
が
、
貧
し
い
者
が
訴
え
て
も
フ
ァ
イ
ル
し
て
く
れ
な
い
ば
か
り
か
、
へ

た
に
町
や
村
の
有
力
者
や
役
人
や
警
察
官
を
敵
に
回
す
と
、
で
っ
ち
上
げ
だ
と
非
難
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
警
察
の
不
当
な
暴
力
や
彼

ら
の
雇
っ
た
盗
賊
や
暴
力
団
に
襲
わ
れ
る
こ
と
を
覚
悟
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
正
な
法
の
裁
き
や
国
家
の
保
護
を
求
め

よ
う
と
す
る
権
利
す
ら
持
た
な
い
人
々
が
、
国
民
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
か
つ
て
テ
ィ
リ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
国
家
は
最
強
の
﹁
組
織
犯
罪
︵
organized

crim
e︶
﹂
と
い
う
べ
き
様
相
を
帯
び
、
逆
に
、
そ
れ
に
抵
抗
し
な
が
ら
生
き
よ
う
と
す
る
人
々
の
一
部
は
、
合
法
の
世
界
か
ら
は
じ
き

出
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
自
ら
出
て
行
っ
て
、
盗
賊
と
な
っ
て
犯
罪
的
な
方
法
で
生
活
の
糧
を
稼
ぎ
、
合
法
的
な
手
段
で
は
実
現
で
き

な
い
正
義
を
執
行
し
よ
う
と
す
る
。
す
で
に
、
国
家
は
暴
力
の
一
元
的
な
支
配
に
失
敗
し
、
政
治
的
か
つ
法
的
な
正
統
性
す
ら
保
持
し

て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
延
長
線
上
に
は
、
違
法
な
集
団
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
有
力
な
盗
賊
が
一
種
の
﹁
法
と
秩
序
﹂
を
提

供
し
、﹁
も
う
一
つ
の
政
府
︵
alternative
governm
ent︶
﹂
の
よ
う
な
存
在
と
な
る
と
い
っ
た
事
態
も
生
ま
れ
る
。
表
の
世
界
の
政
治
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や
経
済
や
社
会
が
、
裏
の
世
界
を
基
盤
と
す
る
盗
賊
団
が
支
援
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
円
滑
に
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
住
民

の
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
る
。
チ
ャ
ン
バ
ル
地
域
と
は
異
な
る
が
、
二
〇
〇
六
年
に
調
査
し
た
マ
デ
ィ
ヤ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
と
ウ

ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
州
境
の
地
域
で
は
、﹁
あ
そ
こ
は
強
力
な
ダ
コ
イ
ト
の
首
領
が
い
る
か
ら
安
全
だ
﹂
と
い
う
声
を
多
く

の
人
か
ら
聞
い
た
。
弱
小
の
盗
賊
団
も
こ
の
大
手
の
盗
賊
に
は
戦
い
を
仕
掛
け
な
い
し
、
警
察
も
手
を
出
さ
な
い
。
盗
賊
の
首
領
の
息

子
が
議
員
と
な
っ
て
い
て
、
ま
さ
に
盗
賊
の
下
で
地
方
の
平
和
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で

(
)

あ
る
。

53

し
か
し
、
戦
国
時
代
的
な
流
動
期
に
盗
賊
の
指
導
者
と
な
っ
た
プ
ー
ラ
ン
に
は
、
そ
う
し
た
安
定
的
な
政
治
も
経
済
は
与
え
ら
れ
な

か
っ
た
。﹁
弱
き
を
助
け
、
強
き
を
く
じ
く
﹂
盗
賊
と
し
て
、
地
域
を
牛
耳
る
権
力
者
や
そ
の
親
戚
に
反
抗
し
た
プ
ー
ラ
ン
に
と
っ
て
、

国
家
の
法
こ
そ
無
法
で
あ
り
、
そ
れ
を
正
す
た
め
の
復
讐
が
使
命
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
、
プ
ー
ラ
ン
の
﹁
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
﹂
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
プ
ー
ラ
ン
の
味
方
は
﹁
マ
ー
タ
ー
﹂
と
い
う
﹁
母
﹂
の
名
前
を
持
つ
﹁
女
神
﹂
だ
っ
た
。﹁
マ
ー
タ
ー
﹂

は
、
破
壊
と
創
造
の
す
さ
ま
じ
い
力
を
持
つ
黒
い
肌
の
女
神
カ
ー
リ
ー
︵
K
ali︶
や
ド
ゥ
ル
ガ
ー
︵
D
urga︶
の
変
化
し
た
も
の
と
も

考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
、
天
然
痘
や
コ
レ
ラ
な
ど
の
恐
ろ
し
い
伝
染
病
が
広
ま
る
と
、
村
人
た
ち
が
村
は
ず
れ
に
食
べ
物
を
備
え
て

こ
の
神
を
村
に
招
き
入
れ
て
、
病
気
を
治
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
、
優
し
い
﹁
癒
し
の
神
﹂
で
も
あ
る
。﹁
マ
ー
タ
ー
﹂
が
﹁
女
神
﹂

で
あ
る
こ
と
と
、
プ
ー
ラ
ン
が
﹁
女
神

デ
ー
ヴ
ィ
ー

﹂
と
呼
ば
れ
た
こ
と
に
は
、
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
逃
げ
隠
れ
し
て
い
る
は
ず
の

プ
ー
ラ
ン
が
、
参
拝
す
る
人
々
に
紛
れ
て
地
元
の
大
き
な
寺
の
魅
力
的
な
女
神
の
神
像
に
高
価
な
宝
石
を
飾
っ
て
立
ち
去
っ
た
と
い
う

話
は
、﹁
盗
賊
の
女
王
﹂
に
つ
い
て
流
布
し
た
神
話
の
中
で
も
も
っ
と
も
輝
か
し
い
も
の
で
あ

(
)

っ
た
。

54

三
〇
年
ほ
ど
前
、
命
が
け
で
警
察
や
軍
隊
に
追
わ
れ
る
身
と
な
り
な
が
ら
、
合
法
的
な
世
界
で
は
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
﹁
自
由
﹂

を
手
に
し
、﹁
悪
者
た
ち
﹂
を
成
敗
し
た
﹁
盗
賊
の
女
王
﹂
に
、
民
衆
は
惜
し
み
な
く
喝
采
を
送
っ
た
。
当
時
、
独
立
か
ら
三
〇
年
を

経
過
し
た
イ
ン
ド
で
は
あ
っ
た
が
、
国
家
の
周
縁
は
ま
だ
闇
の
奥
に
深
く
沈
み
、
合
法
と
違
法
の
境
界
線
を
行
き
来
す
る
こ
と
で
盗
賊
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た
ち
は
生
き
延
び
、
民
衆
が
そ
れ
を
支
え
た
。
同
じ
頃
、
毛
沢
東
主
義
を
掲
げ
た
ナ
ク
サ
ラ
イ
ト
と
呼
ば
れ
る
左
翼
的
な
武
装
集
団
が

各
地
の
農
村
地
域
で
組
織
さ
れ
て
活
動
を
活
発
化
さ
せ
た
が
、
彼
ら
と
盗
賊
と
の
間
に
は
、
指
導
者
の
掲
げ
る
公
式
的
な
言
葉
の
目
的

に
は
違
い
が
あ
っ
て
も
、
主
体
と
な
っ
た
農
民
た
ち
の
国
家
や
法
に
対
す
る
認
識
や
暮
ら
し
方
に
は
、
そ
こ
ま
で
の
隔
た
り
は
な
か
っ

た
。
貧
し
い
農
民
出
身
の
武
装
す
る
人
々
が
示
し
て
い
た
の
は
、
と
も
に
﹁
原
初
的
な
反
抗
︵
prim
itive
rebel︶
﹂
の
原
点
で
あ
っ
た
。

そ
の
力
が
国
家
的
な
規
模
の
社
会
革
命
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
は
許
さ
れ
な
い
犯
罪
と
し
て
国

家
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
た
の
で

(
)

あ
る
。

55

(�
)
竹
中
千
春
﹁
序
章

周
縁
か
ら
の
国
際
政
治
﹂﹃
国
際
政
治
一
四
九
号

周
縁
か
ら
の
国
際
政
治
﹄︵
日
本
国
際
政
治
学
会
編
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
︶。

(
)
T
illy,C
harles,sW
ar
M
aking
and
State
M
aking
as
O
rganized
C
rim
e”,Peter
E
vans
et.al.,B
ringing
the
State
B
ack
In
︵
C
am
bridge:C
am
bridge

U
niversity
Press,1985︶,p.181.

(�
)
﹁
国
民
国
家
︵
nation-state︶﹂
と
対
比
す
る
概
念
と
し
て
の
﹁
植
民
地
国
家
︵
colonialstate︶﹂、
お
よ
び
そ
れ
を
継
承
し
た
独
立
後
の
国
家
を
、
あ
え
て
﹁
国
民

国
家
﹂
と
は
呼
ば
な
い
概
念
と
し
て
の
﹁
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
国
家
︵
postcolonialstate︶﹂
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
文
献
が
あ
る
が
、
C
hattejee,Partha,

T
he
N
ation
and
Its
Fragm
ents:C
olonialand
P
ostcolonialH
istories︵
Princeton:Princeton
U
niversity
Press,1993︶.
な
お
、
拙
稿
﹁
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ

ア
ル
批
評
﹂﹃
南
ア
ジ
ア
を
知
る
事
典
﹄︵
平
凡
社
、
二
〇
〇
二
年
︶
参
照
。
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D
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Pam
ela
Philpose,colum
nist,T
he
Indian
E
xpress,A
ugust24,2001,N
ew
D
elhi;sProtestin
Phoolan’s
C
onstituency”,T
he
T
im
es
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K
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a
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T
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esofIndia︵
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28,2001).な
お
、
プ
ー
ラ
ン
暗
殺
は
話
題
を
呼
び
、

日
本
で
も
黒
田
龍
彦
﹃
女
盗
賊
プ
ー
ラ
ン
は
誰
が
殺
し
た
の
か
﹄︵
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ
、
二
〇
〇
一
年
︶
が
刊
行
さ
れ
た
。

(*
)
sPhoolan
D
evi:T
he
Surrender,E
nd
ofthe
T
rail”,India
T
oday︵
F
ebruary
28,1983︶,pp.150-157.

(0
)
H
obsbaw
m
,E
ric
J.,T
he
B
andits︵
N
ew
Y
ork:T
he
N
ew
Press,2000),p.7.

(2
)
Ibid.,p.20.

(4
)
Ibid.,p.8.

(
)
Ibid.,p.9.

10(
)
神
的
な
人
の
姿
を
﹁
拝
む
︵
seeing
︶﹂
こ
と
は
﹁
ダ
ル
シ
ャ
ン
を
い
た
だ
く
こ
と
︵
darshan
lena︶﹂
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
が
エ
ン
パ
ワ
ー
さ
れ
る
こ
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と
を
意
味
す
る
。
日
常
的
に
も
僧
侶
︵
sadhu
︶
や
修
業
僧
︵
sannyasi︶
な
ど
も
ま
た
宗
教
的
な
存
在
と
し
て
人
々
の
拝
む
対
象
と
な
る
が
、
た
と
え
ば
、﹁
マ
ハ
ー

ト
マ
︵
M
ahatm
a
大
い
な
る
魂
︶﹂
と
し
て
神
的
な
存
在
と
受
け
止
め
ら
れ
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
行
く
先
々
で
こ
の
﹁
ダ
ル
シ
ャ
ン
﹂
を
求
め
る
多
数
の
民
衆
を
惹
き

付
け
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
乗
っ
て
い
る
汽
車
を
拝
む
だ
け
の
た
め
に
、
た
く
さ
ん
の
人
々
が
集
ま
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
ダ
コ
イ
ト
と
し
て
神
話
的
な
存
在
と
な
っ
た
プ

ー
ラ
ン
に
は
、
毀
誉
褒
貶
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
カ
リ
ス
マ
が
与
え
ら
れ
、
後
に
政
治
的
な
宣
伝
の
た
め
に
使
わ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

(
)
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
政
治
的
な
展
開
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
後
半
部
で
取
り
上
げ
た
い
が
、
簡
単
な
要
約
は
、
後
述
の
注
︵

︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。

12

48

(
)
Interview
w
ith
V
enkitesh
R
am
akrishnan,correspondent,Frontline,N
ew
D
elhi,M
arch
11,2000.

13(
)
Interview
w
ith
Phoolan
D
evi,N
ew
D
elhi,M
arch
14,2000.

14(
)
こ
れ
は
、
同
行
し
た
通
訳
の
N
ina
Singh
の
指
摘
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
光
景
は
イ
ン
ド
政
治
の
現
場
と
し
て
の
議
員
の
事
務
所
や
選
挙
本
部
な
ど
至
る
と
こ

15
ろ
で
観
察
さ
れ
る
。

(
)
﹁
辺
境
﹂
お
よ
び
﹁
周
縁
﹂
概
念
に
つ
い
て
は
、﹁
序
章

周
縁
か
ら
の
国
際
政
治
﹂
参
照
。

16(
)
ネ
パ
ー
ル
に
近
く
、
や
は
り
盗
賊
の
活
動
す
る
チ
ャ
ン
パ
ー
ラ
ン
地
域
の
大
地
主
に
ビ
ハ
ー
ル
州
パ
ト
ナ
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
が
、
彼
は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
取
材
に
来
た

17
と
き
に
﹁
ト
ラ
が
見
た
い
か
、
ダ
コ
イ
ト
が
見
た
い
か
﹂
と
聞
い
て
、
ダ
コ
イ
ト
に
話
を
付
け
て
﹁
出
没
さ
せ
た
﹂
と
語
っ
た
。
休
暇
に
は
弟
と
チ
ャ
ン
バ
ル
地
域
に

密
猟
に
出
か
け
る
と
い
う
話
も
し
て
く
れ
た
。
こ
の
写
真
家
の
弟
が
出
し
た
イ
ン
ド
の
自
然
動
物
に
つ
い
て
の
写
真
集
ま
で
見
せ
て
く
れ
た
が
、
こ
の
人
の
家
は
狩
り

の
写
真
や
ト
ラ
な
ど
捕
獲
し
た
動
物
の
毛
皮
で
飾
ら
れ
て
い
た
。
ネ
パ
ー
ル
の
王
族
と
象
に
乗
っ
て
狩
り
に
出
か
け
た
父
親
の
写
真
も
あ
っ
た
︵
二
〇
〇
〇
年
三
月
三

日
︶。

(
)
Singh,R
am
G
opal,T
error
to
R
eform
:A
Study
ofD
acoits
ofC
entralIndia︵
N
ew
D
elhi:IntellectualB
ook
C
orner,1980︶,pp.71-72.

18(
)
Ibid.,pp.72-73;G
om
m
ans,Jos,M
ughalW
arfare:Indian
Frontiersand
H
igh
R
oadsto
E
m
pire,1500-1700
︵
London
and
N
ew
Y
ork:R
outledge,

19
2002︶,pp.39-42.

(
)
Singh,op.cit.,p,72.

20(
)
Ibid.,p.3.

21(
)
Ibid.,p.31.

22(
)
Ibid.,p.30.

23(
)
T
able
5.02:sShow
ing
the
R
eligion/C
aste
ofthe
Subjects
and
their
A
ge-G
roup”,K
han,M
oham
m
ad
Zahir,D
acoity
in
C
ham
balV
alley︵
N
ew

24
D
elhi:N
ational,1981︶,pp.101-103.ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
︵
英
領
時
代
は
統
合
州
︶
に
お
け
る
カ
ー
ス
ト
の
構
成
は
、
一
九
三
一
年
セ
ン
サ
ス
︵
C
ensus

国
勢
調
査
︶
で
は
一
一
六
頁
の
表
�
の
よ
う
に
調
査
さ
れ
て
い
る
。

独
立
後
は
、
政
府
は
カ
ー
ス
ト
差
別
を
認
め
な
い
と
い
う
意
味
か
ら
、
セ
ン
サ
ス
で
は
カ
ー
ス
ト
を
調
査
し
な
く
な
っ
た
の
で
、
一
般
的
に
植
民
地
時
代
の
デ
ー
タ
が

参
照
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
一
九
四
七
年
八
月
の
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
分
離
独
立
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
人
口
移
動
の
た
め
、
ム
ス
リ
ム
の
人
口
は
減
少
し
た
が
、
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ヒ
ン
ド
ゥ
ー
側
に
つ
い
て
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
は
こ
の
よ
う
な
構
成
だ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
都
市
化
の
影
響
も
現
れ
て
、
さ
ら
に

カ
ー
ス
ト
社
会
は
変
化
し
て
い
る
。

(
)
Singh,op.cit.,pp.33-34.

25(
)
Ibid.,p.65.

26(
)
Ibid.

27(
)
K
ahn,pp.134-35;Singh,p.42.

28(
)
Ibid.,p.42.

29(
)
学
校
教
育
を
受
け
て
お
ら
ず
、
字
の
読
み
書
き
が
で
き
な
い
プ
ー
ラ
ン
は
、
獄
中
に
あ
る
と
き
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
来
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け

30
て
、
自
伝
の
発
行
を
認
め
た
。
そ
れ
が
、
D
evi,Phoolan
w
ith
M
arie-T
herese
C
uny
and
PaulB
am
bali,I,P
hoolan
D
evi:T
he
A
utobiography
ofIndia’s

B
andit
Q
ueen
︵
London:W
arner
B
ooks,1996︶
で
、
邦
訳
は
、
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ヴ
ィ
﹃
女
盗
賊
プ
ー
ラ
ン
﹄︵
全
二
巻
、
武
者
圭
子
訳
、
草
思
社
、
一
九
九
七

年
︶。
プ
ー
ラ
ン
自
身
は
あ
ま
り
認
め
て
い
な
い
が
、
Sen,M
ala,India�s
B
andit
Q
ueen:
the
T
rue
Story
of
P
hoolan
D
evi︵
London
and
San
F
rancisco:

Pandora,1993︶、
邦
訳
は
マ
ラ
・
セ
ン
﹃
イ
ン
ド
女
盗
賊
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ヴ
ィ
ー
の
真
実
﹄︵
鳥
居
千
代
香
訳
、
未
来
社
、
一
九
九
八
年
︶。
映
画
も
作
ら
れ
、
日
本
で

も
一
時
は
評
判
に
な
っ
た
。
T
he
B
anditQ
ueen,directed
by
Shekhar
K
apur,produced
by
B
obby
B
edi,1994.邦
題
は
﹃
女
盗
賊

プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ

ー
﹄。
こ
の
映
画
に
つ
い
て
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
雑
誌
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
も
の
は
、
K
ishw
ar,M
adhu,sT
he
B
andit
Q
ueen”,M
anushi︵
Sept.-O
ct.1994︶,no.84,

pp.34-37.

(
)
D
evi,Phoolan,op.cit.,pp.16-17.

31(
)
Ibid.,p.17.

32(
)
Ibid.,p.16.

33(
)
Ibid.,p.17.

34(
)
Ibid.,p.18.

35(
)
独
立
後
に
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
と
な
っ
た
植
民
地
時
代
の
統
合
州
は
、
ガ
ン
ジ
ス
川
の
よ
り
下
流
域
に
位
置
す
る
ビ
ハ
ー
ル
地
方
や
ベ
ン
ガ
ル
地
方
と
並

36
ん
で
、
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
に
よ
る
大
土
地
所
有
の
顕
著
な
地
域
だ
っ
た
。
独
立
時
に
は
、﹁
約
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
農
業
世
帯
が
州
全
体
の
土
地
を
所
有
し
﹂、
そ
の
う
ち

の
﹁
九
八
パ
ー
セ
ン
ト
は
二
五
〇
ル
ピ
ー
以
下
の
地
税
し
か
納
入
し
な
い
小
規
模
な
土
地
所
有
の
世
帯
で
あ
り
﹂、
裏
返
せ
ば
﹁
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー

ル
が
土
地
の
五
分
の
三
を
所
有
し
て
い
た
﹂。
し
た
が
っ
て
、﹁
二
〇
〇
万
人
を
越
え
る
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
の
う
ち
、
わ
ず
か
三
九
〇
人
の
み
が
地
税
全
体
の
二
三
パ
ー

セ
ン
ト
を
納
入
す
る
﹂
と
い
う
状
況
だ
っ
た
。
Zoya,H
asan,op.cit.,p.152.

(
)
D
evi,Phoolan,op.cit.,p.12.

37(
)
Ibid.,p.13.
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＊ 独立前は「統合州(the United Provinces)」と呼ばれた。

＊＊ 「上層カースト」は，カーストの階層秩序の中で支配的だという意味で，社会学的に「支配

カースト（dominant castes）」という概念も当てられる。このカーストに属す人々は，古代より

「再生カースト」と呼ばれ，死後もう一度人間に生まれ変わる尊い人々と考えられてきた。ブラー

フマンは僧侶階級，タークルは騎士階級，バニアは商人階級に属す。聖なる文字としてのサンス

クリット語を学ぶことが許され，寺に参詣できる。ブラーフマンやタークルはザミーンダール

として土地を所有し，バニアは商業や金貸し業を担い，社会経済的な支配力を持って，手を汚す

農耕作業は行わなかった。多くのカヤスタは役人の仕事に就いた。

＊＊＊ 「中間カースト」は「上層カースト」より下だが，土地を所有して有力な農民が多かった。

＊＊＊＊ 「後進カースト」は 1970 年代後半より政治的・行政的に使用されるようになった名称。

古くは「シュードラ」とされた，身分が低く貧しい農民が多い。後述するように，1980 年代以降

は，本文 107頁および注48で説明するように，法的な優遇措置を求めて政治的な要求を始めた。
︵

︶
＊＊＊＊＊ 「指定カースト」はかつての「アウトカースト（Outcastes）」「不可触民（Untouchables）」

と呼ばれた人々で，不浄の存在とされ人間的には扱われなかった。清掃・洗濯・死体処理など汚

れた仕事を割り当てられ，その意味では生活上は必要不可欠な存在であった。しかし，村の井戸

の使用や寺への参詣は禁じられ，彼らの触れたものに触れると汚れるとされて，厳しい差別と抑

圧を受けてきた。しかし，注48で簡単に説明するように，1930 年代に展開したアウトカースト
︵

︶
の反差別運動の結果，独立後の憲法ではカースト差別は撤廃され，とくに「アウトカースト」の

人々は「指定カースト（Scheduled Castes）」とされ，「部族（Tribes）」として差別されてきた森

の先住民である「指定部族（ScheduledTribes）」と並んで，政治的・行政的に優遇措置を受けら

れる主体となった。現在，前者はＳＣ，後者はＳＴと略称される。また，反差別運動をする人々

は，古代以来の蔑称をあえて転用し，ＳＣの人々は「ダリット（Dalits 抑圧された人々）」，ＳＴ

の人々は「アーディヴァシー（Adivasis 森に住む人々）」とも自称するようになり，そのような

呼ばれ方も今日では一般化している。

＊＊＊＊＊＊ ムスリム（Muslims）は，イスラーム教徒を指す。11世紀以後，アフガニスタン系・

ペルシャ系・モンゴル系・トルコ系などのイスラーム勢力がインド亜大陸の北西部より侵入し，

数世紀にわたってガンジス川流域にいくつもの王朝を築いたため，この地方には多くのイスラー

ム住民が暮らしてきた。王族として身分の高い大領主や彼らに使える職人・商人がいたととも

に，ヒンドゥー社会で差別されてきた身分の低い集団が平等を唱えるイスラームに改宗した結

果，社会の底辺にもムスリムの人々が存在した。



(
)
Ibid.,p.20.

39(
)
Ibid.,pp.42-44.

40(
)
Ibid.,p.25.
イ
ン
ド
社
会
に
お
け
る
子
ど
も
を
取
り
囲
む
環
境
の
悪
さ
、
子
ど
も
の
虐
待
や
ネ
グ
レ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
深
刻
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
。

41
と
く
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
差
別
が
あ
り
、
女
児
に
つ
い
て
は
新
生
児
の
殺
害
や
ネ
グ
レ
ク
ト
に
よ
る
致
死
な
ど
、
公
の
事
件
に
な
ら
な
い
人
権
侵
害
が
多
数
引
き
起
こ

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
人
口
の
男
女
比
で
は
女
性
が
少
な
く
、
女
性
に
対
す
る
差
別
や
抑
圧
の
慣
習
が
強
い
北
イ
ン
ド
に
は
と
く
に
そ
う
し
た
議
論
が
妥
当
す
る
。

プ
ー
ラ
ン
の
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
は
、
そ
う
し
た
保
守
的
な
環
境
の
た
だ
中
に
あ
る
。
プ
ー
ラ
ン
が
盗
賊
と
し
て
活
動
し
た
時
代
の
女
児
へ
の
虐
待
に
つ
い
て
、
B
ar-

dhan,Pranab,sLittle
G
irls
and
D
eath
in
India”,E
onom
ic
and
P
oliticalW
eekly︵
Septem
ber
4,1982︶,pp.1448-1450.国
際
社
会
で
﹁
児
童
労
働
︵
child

labor︶﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
子
ど
も
の
労
働
と
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
B
urra,N
eera,B
orn
to
W
ork:C
hild
L
abor
in
India︵
D
elhi:O
xford
U
niversity

Press,1995︶.

(
)
﹁
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
︵
m
oraleconom
y
︶﹂
と
い
う
概
念
は
、
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ソ
ン
が
使
っ
た
概
念
で
あ
る
。
共
同
体
的
な
社
会
に
お
い
て
、
地
主
と
農
民
、

42
職
人
親
方
と
弟
子
、
教
会
と
信
徒
、
国
王
と
領
民
、
夫
と
妻
や
子
ど
も
の
間
な
ど
で
、
経
済
的
な
利
益
の
や
り
と
り
を
め
ぐ
っ
て
、
不
均
等
な
主
体
の
間
で
保
護
と
奉

仕
の
義
務
の
バ
ラ
ン
ス
が
確
保
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
正
当
で
道
徳
的
な
感
覚
が
、
伝
統
・
慣
習
・
宗
教
規
範
な
ど
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
議
論
で
あ

る
。
ト
ム
ソ
ン
自
身
は
、
中
世
の
森
林
や
共
有
地
が
次
第
に
近
代
的
な
国
家
の
所
有
地
と
し
て
囲
い
込
ま
れ
、
そ
れ
と
併
行
し
て
自
由
に
活
動
し
て
都
合
の
悪
い
人
々

を
﹁
法
と
秩
序
﹂
の
下
に
取
り
締
ま
っ
た
絶
対
主
義
国
家
の
時
代
を
描
い
て
い
る
。
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hom
pson,E
.P.,W
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and
H
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O
rigin
of
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B
lack
A
ct

︵
London:A
llen
and
Labe,1975︶.ま
た
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｃ
・
ス
コ
ッ
ト
は
、
二
〇
世
紀
の
東
南
ア
ジ
ア
の
農
民
運
動
に
つ
い
て
、
伝
統
的
な
社
会
で
の
規
範
に
基

づ
く
反
抗
の
契
機
と
し
て
﹁
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
﹂
を
論
じ
た
。
Scott,Jam
es
C
.,T
he
M
oral
E
conom
y
of
the
P
easant:
Subsistence
and
R
ebellion
in

SoutheastA
sia︵
N
ew
H
aven:Y
ale
U
niversity
Press,1974︶.な
お
、
プ
ー
ラ
ン
の
世
代
の
盗
賊
に
も
ロ
ビ
ン
・
フ
ッ
ド
の
よ
う
な
義
賊
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い

た
マ
ル
カ
ー
ン
と
い
う
盗
賊
に
つ
い
て
、
M
ukherjee,
K
alyan
and
Sigh,
B
rij
R
aj,
M
alkhan:
T
he
Story
of
a
B
andit
K
ing︵
N
ew
D
elhi:
Lancer

International,1985︶.

(
)
生
後
ま
も
な
く
婚
約
者
が
決
め
ら
れ
、
初
潮
を
迎
え
る
前
の
完
全
に
処
女
で
あ
る
段
階
で
結
婚
を
執
り
行
う
と
い
う
イ
ン
ド
の
慣
習
は
、
一
九
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
の

43
統
治
が
始
ま
っ
て
以
来
、﹁
幼
時
婚
︵
child
m
arriage︶﹂
と
し
て
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
植
民
地
政
府
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
団
体
や
近
代
的

な
西
欧
教
育
を
学
ん
だ
イ
ン
ド
の
社
会
改
革
主
義
者
は
、
国
民
的
な
課
題
と
し
て
幼
児
婚
の
慣
習
を
廃
止
し
、
法
的
に
可
能
な
結
婚
年
齢
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
女
子

を
保
護
し
適
切
な
教
育
を
与
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
最
近
の
社
会
変
化
の
中
で
、
農
村
に
お
い
て
も
女
性
の
結
婚
年
齢
は
明
ら
か
に
上
昇
し
て
お
り
、
事
態
は
か

な
り
変
わ
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
開
発
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
宗
教
的
に
保
守
的
な
地
域
に
お
い
て
は
、
ま
だ
幼
時
婚
の
慣
習
が
な
く
な
っ
て
は
い
な
い
。

女
性
に
対
す
る
厳
し
い
差
別
・
抑
圧
と
、
最
近
で
あ
れ
ば
﹁
家
庭
内
暴
力
︵
D
om
estic
V
iolence:D
V
︶﹂
と
総
称
さ
れ
る
近
親
者
か
ら
の
暴
力
に
つ
い
て
は
、
一
九

七
〇
年
代
後
半
か
ら
イ
ン
ド
の
女
性
運
動
や
フ
ェ
ニ
ミ
ス
ト
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
一
九
九
〇
︱
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
保
護
的
な
立
法
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
弱
い
立
場
に
置
か
れ
た
女
性
の
人
権
侵
害
は
現
在
で
も
深
刻
で
あ
る
。
プ
ー
ラ
ン
と
同
時
代
の
女
性
の
状
況
に
つ
い
て
の
当
時
の
新
し
い
著
作
と
し
て
、
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K
ishw
ar,M
adhu
and
V
anita,R
uth
eds.,In
Search
ofA
nsw
ers:Indian
W
om
en’s
V
oices
from
M
anushi︵
London:Zed
B
ooks,1984︶.

(
)
D
evi,Phoolan,op.cit.,C
hapters
9-11.

44(
)
Ibid.,C
hapters
15-16.
レ
イ
プ
が
一
般
的
な
容
疑
者
よ
り
も
警
察
や
軍
隊
と
い
う
国
家
の
法
執
行
機
関
の
一
員
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
紛
争
地

45
域
、
盗
賊
地
帯
の
よ
う
な
荒
廃
し
た
過
疎
地
域
、
マ
フ
ィ
ア
的
な
暴
力
組
織
が
根
を
張
る
大
都
会
の
闇
社
会
に
お
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
だ
が
、
こ
う
し
た
問

題
に
つ
い
て
も
、
ち
ょ
う
ど
プ
ー
ラ
ン
が
盗
賊
と
し
て
活
動
し
た
時
代
、
つ
ま
り
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
強
権
政
治
が
ジ
ャ
ナ
タ
勢
力
に
対
抗
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
時
代
に
は
、
下
か
ら
の
民
主
化
を
求
め
る
勢
力
に
よ
っ
て
問
題
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
そ
う
し
た
動
き
が
女
性
を
主
体
と
し
た
運
動
と
な
り
、

相
前
後
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
と
も
重
な
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
ア
ン
ド
ラ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
ハ
イ
デ
ラ
バ
ー
ド
で
起
こ
っ
た
警
察

官
に
よ
る
レ
イ
プ
事
件
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
当
時
の
共
産
党
系
の
団
体
に
よ
る
資
料
と
し
て
、
People’s
U
nion
F
or
C
ivilLiberties
and
D
em
ocratic
R
ights︵
D
elhi︶,R
ape
Society
and

State︵
D
elhi,1979︶
で
は
、
次
の
よ
う
な
報
告
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
プ
ー
ラ
ン
の
出
身
地
と
同
じ
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
﹁
バ
ラ
ー
バ
ー
ン
キ
ー
の
ク

ル
シ
ー
警
察
署
の
警
察
官
と
署
長
が
ハ
リ
ジ
ャ
ン
︵
harijan
﹁
神
の
子
﹂
と
い
う
意
味
で
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
差
別
撤
廃
運
動
の
中
で
使
っ
た
言
葉
だ
が
、
か
つ
て
の
ア

ウ
ト
カ
ー
ス
ト
、
現
在
の
指
定
カ
ー
ス
ト
で
あ
る
Ｓ
Ｃ
の
人
々
を
指
す
︶
の
村
の
女
性
を
レ
イ
プ
し
て
殺
害
し
た
。
軽
罪
を
理
由
に
夫
を
逮
捕
し
に
警
官
た
ち
が
村
を

訪
れ
た
が
、
夫
が
逃
げ
出
し
た
後
だ
っ
た
の
で
、
か
わ
り
に
妻
を
捉
え
、
レ
イ
プ
・
拷
問
・
殺
害
し
た
後
、
自
殺
に
見
せ
か
け
て
死
体
を
ぶ
ら
さ
げ
た
﹂。
あ
る
い
は
、

﹁
ラ
イ
プ
ー
ル
の
ク
ン
ダ
村
の
森
林
区
の
役
人
四
人
が
、
若
い
女
性
の
家
で
レ
イ
プ
し
た
。
こ
れ
は
彼
女
の
家
が
森
林
保
護
区
の
中
に
あ
る
と
い
う
理
由
で
壊
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
役
所
が
宣
告
し
て
き
た
の
で
、
彼
女
の
父
親
が
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
の
首
相
の
下
ま
で
陳
情
に
行
っ
て
い
る
間
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
﹂。

地
方
の
役
人
や
警
官
は
公
務
員
と
し
て
恵
ま
れ
た
地
位
に
あ
り
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
高
い
カ
ー
ス
ト
の
子
弟
だ
っ
た
か
ら
、
農
村
の
地
主
や
商
人
と
役

人
や
警
官
が
手
を
つ
な
い
で
貧
し
い
小
作
や
農
業
労
働
者
、
低
い
カ
ー
ス
ト
の
人
々
、
森
に
住
む
先
住
民
系
の
﹁
部
族
﹂
な
ど
を
迫
害
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
起
こ
っ

た
。
そ
う
し
た
カ
ー
ス
ト
差
別
、
貧
富
の
格
差
と
階
級
対
立
を
め
ぐ
っ
て
、
地
方
権
力
や
国
家
権
力
が
絡
み
合
い
、
国
家
の
法
執
行
機
関
に
携
る
人
々
に
よ
っ
て
女
性

に
対
す
る
暴
力
が
犯
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ビ
ハ
ー
ル
州
シ
ン
グ
ム
県
で
軍
事
警
察
が
部
族
の
一
四
名
の
女
性
を
レ
イ
プ
し
殺
害
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
”T
ribals:

W
om
en
in
D
istress”,India
T
oday︵
Septem
ber
30,1982︶.

警
察
に
よ
る
レ
イ
プ
へ
の
追
及
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
国
家
と
法
が
レ
イ
プ
と
い
う
犯
罪
に
目
を
向
け
ず
、
事
件
を
隠
蔽
し
、
容
疑
者
を
保
護
す
る
特
徴
を
持
っ
て
い

る
こ
と
を
鋭
く
批
判
す
る
女
性
運
動
が
起
こ
っ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
R
adha,K
um
ar,T
he
H
istory
ofD
oing:A
n
Illustrated
A
ccountofM
ovem
ents
for

W
om
en’s
R
ights
and
Fem
inism
in
India,1800-1990
︵
N
ew
D
elhi:K
alifor
W
om
en,1993︶,sC
hapter
8:T
he
A
gitation
A
gainst
R
ape”,127-142.

さ
ら
に
、
紛
争
地
域
で
も
反
政
府
勢
力
を
掃
討
し
取
り
締
ま
る
軍
隊
や
警
察
に
よ
っ
て
女
性
に
対
す
る
レ
イ
プ
や
残
虐
な
暴
行
事
件
が
起
こ
り
や
す
い
。
イ
ン
ド
で

は
、
た
と
え
ば
そ
う
し
た
紛
争
地
域
の
一
つ
で
あ
る
カ
シ
ミ
ー
ル
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
犯
罪
が
、
警
察
に
は
ま
っ
た
く
刑
事
事
件
と
し
て
﹁
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
な
い
﹂

ま
ま
、
国
際
的
な
人
権
団
体
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
告
発
さ
れ
て
き
た
。
竹
中
千
春
﹁
武
力
紛
争
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︱
︱
国
際
政
治
の
中
の
南
ア
ジ
ア
﹂
日
本
国
際
政
治
学

会
編
﹃
国
際
政
治
﹄
第
一
三
〇
号
︵
二
〇
〇
二
年
五
月
︶、
一
九
二
︱
二
〇
一
頁
。
ま
た
、
こ
う
し
た
政
治
的
な
暴
力
と
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
竹

盗賊のインド史（1）（竹中千春）
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中
千
春
﹁
女
の
平
和
︱
︱
犠
牲
者
か
ら
変
革
の
主
体
へ
﹂﹃
講
座

戦
争
と
現
代

第
%
巻

平
和
秩
序
形
成
の
課
題
﹄︵
大
月
書
店
、
二
〇
〇
四
年
︶、
三
一
七
︱
三
六

二
頁
。

(
)
D
evi,Phoolan,op,cit,p.16.

46(
)
ベ
ー
マ
イ
村
の
虐
殺
事
件
の
前
後
に
つ
い
て
の
当
時
の
優
れ
た
取
材
は
、

‘D
ay
ofR
eckoning’,India
T
oday︵
M
arch
1-15,1981︶,pp.30-33.

47(
)
ジ
ャ
ナ
タ
連
合
政
権
が
成
立
し
た
一
九
七
七
年
以
後
、
政
治
的
な
支
持
層
を
確
保
す
る
た
め
に
下
層
カ
ー
ス
ト
の
待
遇
改
善
を
め
ざ
す
﹁
後
進
諸
階
級
委
員
会

48︵
the
B
ackw
ard
C
lasses
C
om
m
ission
で
、
委
員
長
の
名
前
を
取
っ
て
マ
ン
ダ
ル
M
andal委
員
会
と
も
通
称
さ
れ
る
︶﹂
が
設
立
さ
れ
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
に
報

告
書
を
出
し
た
。
こ
れ
は
、
憲
法
で
優
遇
措
置
が
認
め
ら
れ
た
か
つ
て
の
ア
ウ
ト
カ
ー
ス
ト
、
独
立
後
の
行
政
概
念
で
は
﹁
指
定
カ
ー
ス
ト
・
指
定
部
族
︵
Ｓ
Ｃ
／
Ｓ

Ｔ
︶﹂
に
次
い
で
、﹁
他
の
後
進
諸
階
級
︵
Ｏ
Ｂ
Ｃ
︶﹂
に
つ
い
て
も
法
律
的
な
優
遇
措
置
を
実
施
す
る
よ
う
に
勧
告
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
R
adhakrishnan,P.,

sB
ackw
ard
C
lasses:In
D
efence
ofM
andalC
om
m
ission”,July
3,E
conom
ic
and
P
oliticalW
eekly,July
3,1982,p.1094.

当
時
の
農
民
の
行
動
力
は
、
地
方
の
農
民
が
何
千
何
万
と
集
結
し
て
首
都
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
頻
繁
に
行
わ
れ
た
﹁
農
民
行
進
︵
kisan
rally
︶﹂
に
表
現
さ
れ
て
い

た
。
”K
isan
R
ally:A
Show
ofStrength”,India
T
oday︵
A
pril1-15,1981︶.

プ
ー
ラ
ン
自
身
は
、
二
〇
〇
〇
年
筆
者
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
貧
し
い
農
民
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
女
性
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
語
り
、

と
く
に
Ｏ
Ｂ
Ｃ
と
し
て
の
強
い
自
覚
を
持
ち
、
同
じ
下
層
カ
ー
ス
ト
と
言
っ
て
も
Ｓ
Ｃ
と
の
区
別
は
明
確
に
指
摘
し
て
い
た
。
政
府
の
優
遇
措
置
を
受
け
て
き
た
Ｓ
Ｃ

に
つ
い
て
は
、
彼
ら
は
容
易
に
補
助
金
を
獲
得
し
て
き
た
の
で
、﹁
村
で
も
Ｓ
Ｃ
だ
か
ら
り
っ
ぱ
な
家
が
建
っ
て
い
る
﹂
と
語
っ
た
。
ま
た
、
プ
ー
ラ
ン
の
村
で
は
、
村

長
が
Ｓ
Ｃ
出
身
で
彼
女
と
は
政
党
が
違
っ
て
お
り
、
プ
ー
ラ
ン
家
の
母
親
は
彼
を
嫌
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
プ
ー
ラ
ン
自
身
は
、
Ｏ
Ｂ
Ｃ
と
Ｓ
Ｃ
は
と
も
に
貧
し
い
農

民
だ
と
考
え
て
、
対
立
関
係
と
は
捉
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

自
宅
や
議
員
宿
舎
に
は
、
戦
間
期
よ
り
ア
ウ
ト
カ
ー
ス
ト
の
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
、
独
立
後
は
憲
法
制
定
委
員
会
の
委
員
長
を
務
め
た
ア
ン
ベ
ド
カ
ル
の
ポ
ス
タ
ー

を
貼
り
、
カ
ー
ス
ト
制
度
か
ら
の
脱
却
を
め
ざ
し
て
Ｓ
Ｃ
の
人
々
が
改
宗
し
て
い
る
新
仏
教
を
意
味
す
る
仏
像
を
飾
り
、
古
代
の
ア
ウ
ト
カ
ー
ス
ト
の
英
雄
神
話
の
ポ

ス
タ
ー
を
飾
っ
て
、
そ
の
意
味
を
丁
寧
に
説
明
し
て
く
れ
た
。
そ
う
し
た
彼
女
の
思
い
と
も
関
連
し
て
、
所
属
政
党
の
サ
マ
デ
ィ
ワ
デ
ィ
党
は
、
Ｏ
Ｂ
Ｃ
を
党
の
中
核

的
な
支
持
母
体
と
し
つ
つ
、
Ｓ
Ｃ
層
と
ム
ス
リ
ム
を
含
め
た
﹁
虹
の
連
合
﹂
と
し
て
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
て
い
た
。
す
で
に
議
員
で
あ
っ
た
プ
ー
ラ
ン
は
、

当
然
、
党
首
の
そ
う
し
た
考
え
を
学
習
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
イ
ン
ド
国
民
会
議
派
は
ほ
と
ん
ど
議
席
を
失
い
、
反
動
的
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主
義
を
宣
伝
す
る

イ
ン
ド
人
民
党
︵
B
haratiya
Janata
Party：
Ｂ
Ｊ
Ｐ
︶
と
、
プ
ー
ラ
ン
と
同
じ
よ
う
な
Ｏ
Ｂ
Ｃ
の
支
持
を
得
る
サ
マ
デ
ィ
ワ
デ
ィ
党
︵
Ｓ
Ｐ
︶、
最
後
に
一
九
九
〇

年
代
以
後
に
Ｓ
Ｃ
を
支
持
層
と
し
て
急
速
に
勢
力
を
拡
大
し
た
バ
フ
ー
ジ
ャ
ン
・
サ
マ
ジ
党
︵
B
ahujan
Sam
ajParty：
Ｂ
Ｓ
Ｐ
︶
の
三
党
が
し
の
ぎ
を
削
っ
た
。
人

民
党
優
勢
の
一
九
九
〇
年
代
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
Ｂ
Ｓ
Ｐ
が
勝
利
し
、
女
性
党
首
マ
ヤ
ワ
テ
ィ
ー
が
州
首
相
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
ど
の
政
党
も
単
独
で
は
政

権
が
取
れ
な
い
た
め
、
必
ず
二
党
以
上
の
政
党
の
連
合
政
権
と
な
っ
て
い
る
。

(
)
D
evi,Phoolan,op.cit.,p.459.
選
挙
で
再
選
さ
れ
て
権
力
に
返
り
咲
い
た
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
改
め
て
女
帝
の
よ
う
な
扱
わ
れ
方
で
報
道
さ
れ

49
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た
。
”A
D
ecisive
C
hange”,India
T
oday︵
A
pril1-15,1981︶,pp.32-40.

(
)
India
T
oday︵
F
ebruary
28,1983︶,p.155.

50(
)
Interview
w
ith
M
r.and
M
rs.Singh,retired
district
officer
and
his
w
ife
at
their
house
in
K
alpi,U
ttar
Pradesh,M
arch
4,2001.

51(
)
Scott,Jam
es
C
.,W
eapons
ofthe
W
eak:E
veryday
From
s
ofP
easantR
esistance︵
N
ew
H
aven:Y
ale
U
niversity
Press,1985︶.ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｃ
・

52
ス
コ
ッ
ト
﹁
日
常
型
の
抵
抗
﹂、
坂
本
義
和
編
﹃
岩
波
講
座
・
世
界
政
治
の
構
造
変
動

第

巻
﹄︵
藤
原
帰
一
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
︶。

3

(
)
Interview
at
V
anangana︵
N
G
O
for
A
dvocacy
and
Self-H
elp
ofW
om
en
︶,C
hitrakoot,U
ttar
Pradesh,Septem
ber
4,2006.

53(
)
K
han,op.cit.,pp.52-53.﹃
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
﹄
に
ち
な
ん
だ
古
代
の
理
想
の
王
子
ラ
ー
マ
へ
の
信
仰
が
篤
い
地
域
で
、
同
じ
女
神
が
、﹁
大
女
神
﹂
の
意
味
の
﹁
マ

54
ハ
ー
デ
ー
ヴ
ィ
ー
︵
M
ahadevi︶﹂
や
﹁
偉
大
な
母
﹂
の
意
味
の
﹁
マ
ハ
ー
マ
タ
ー
︵
M
aham
ata︶﹂
と
も
呼
ば
れ
、
も
っ
と
親
し
み
を
込
め
た
﹁
お
母
さ
ん
﹂
の
意

味
の
﹁
マ
ー
イ
ー
︵
M
ai︶﹂
と
も
呼
ば
れ
る
。﹁
戦
う
女
神
﹂
の
意
味
を
帯
び
て
、
ビ
ン
ド
県
で
は
﹁
女
神
騎
士
団
︵
バ
ジ
ラ
ン
グ
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
、
B
ajrang
D
evi︶﹂

﹁
勝
利
軍
団
︵
ヴ
ィ
ジ
ャ
イ
セ
ー
ニ
ー
、
V
ijayseni︶﹂
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
た
。
グ
ワ
リ
オ
ー
ル
県
や
モ
レ
ナ
県
西
部
で
は
、﹁
岩
石
の
女
神
︵
パ
ッ
タ
ル
ワ
ー
リ
・

マ
ー
タ
ー
、
Patharw
ariM
ata︶﹂、
ド
ー
ル
プ
ル
県
や
ア
グ
ラ
県
南
部
で
は
﹁
石
の
女
神
︵
カ
ン
カ
リ
ニ
ー
、
K
ankalini︶﹂、
そ
し
て
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
で
は
と
く

に
﹁
剣
の
女
神
︵
カ
ラ
ウ
リ
・
マ
ー
タ
ー
、
K
alauliM
ata︶﹂
と
い
う
呼
び
名
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

﹁
シ
ャ
ク
テ
ィ
ー
︵
shakti
力
︶﹂
を
与
え
る
﹁
戦
う
女
神
﹂
の
系
譜
は
、
ア
ー
リ
ヤ
人
に
征
服
さ
れ
る
前
の
土
着
の
神
の
様
相
と
し
て
黒
い
肌
を
持
つ
ド
ゥ
ル
ガ
ー

神
に
遡
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
変
化
し
た
も
の
と
し
て
の
カ
ー
リ
ー
、
ウ
マ
ー
、
パ
ー
ル
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
な
ど
の
女
神
が
存
在
す
る
。
ド
ゥ
ル
ガ
ー
の
怒
り
狂
っ
た
態
様

と
さ
れ
る
カ
ー
リ
ー
女
神
は
、
真
っ
黒
な
肌
に
赤
い
舌
を
出
し
た
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
顔
で
描
か
れ
る
。
こ
の
地
域
の
﹁
マ
ー
タ
ー
﹂
像
の
一
つ
は
、
大
き
く
切
れ
長

の
目
を
し
、
放
漫
な
胸
と
豊
か
な
腿
を
持
つ
少
女
で
あ
り
、
四
本
か
ら
八
本
の
腕
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
斧
で
水
牛
の
姿
を
借
り
た
悪
魔
を
倒
し
、
血
の
し
た
た
る

刀
を
振
り
上
げ
、
右
下
の
足
の
下
に
人
間
の
顔
を
し
た
悪
魔
の
頭
部
を
置
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
豪
華
な
女
神
像
の
あ
る
寺
も
あ
れ
ば
、
村
は
ず
れ
の
木
陰
に
荒
削
り

の
石
を
女
神
と
し
て
置
い
た
だ
け
の
寺
も
あ
る
。
こ
う
し
た
女
神
の
イ
メ
ー
ジ
が
プ
ー
ラ
ン
に
与
え
ら
れ
た
と
言
え
る
。

(
)
H
obsbaw
m
,E
ric,P
rim
itive
R
ebels:Studies
in
A
rchaic
Form
s
ofSocialM
ovem
entin
the
19th
and
20th
C
enturies︵
N
ew
Y
ork:N
orton,1965︶;

55
cIs
India
W
aiting
for
N
axalites?”,N
ew
D
elhi:T
he
A
sian
N
ew
sm
agazine︵
Septem
ber
29-O
ctober
12,1980︶
は
、
南
の
ア
ン
ド
ラ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州

に
お
け
る
農
民
運
動
を
伝
え
て
い
る
。
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