
盗
賊
の
イ
ン
ド
史
︵
二
・
完
︶
︱
︱
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
前
号
︶

第
二
章

植
民
地
占
領
と
盗
賊

第
一
節

内
陸
に
広
が
る
辺
境
地
帯

第
二
節

イ
ギ
リ
ス
の
占
領
統
治

第
三
節

タ
グ
と
ダ
コ
イ
ト
の
掃
討
作
戦

第
四
節

﹁
山
の
民
﹂
の
反
乱

第
三
章

植
民
地
国
家
と
盗
賊

第
一
節

誰
が
イ
ン
ド
大
反
乱
を
戦
っ
た
か

第
二
節

犯
罪
部
族
法
の
制
定
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第
三
節

﹁
イ
ギ
リ
ス
の
平
和
﹂

第
四
節

ガ
ン
デ
ィ
ー
主
義
と
農
民
一
揆

む
す
び
に
か
え
て
︱
︱
参
加
民
主
主
義
へ
の
道
︵
以
上
本
号
︶

第
二
章

植
民
地
占
領
と
盗
賊

第
一
節

内
陸
に
広
が
る
辺
境
地
帯

本
稿
の
前
半
で
紹
介
し
た
プ
ー
ラ
ン
が
、
北
イ
ン
ド
の
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
︵
C
ham
balV
alley
︶
と
そ
の
周
辺
地
域
に
現
れ
た
初
め

て
の
﹁
ダ
コ
イ
ト
︵
dacoit
盗
賊
︶
﹂
で
は
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
長
い
歴
史
の
中
で
、
こ
の
一
帯
に
は
﹁
ダ
コ
イ
ト
﹂
や
他

の
名
称
で
呼
ば
れ
る
﹁
盗
賊
﹂
や
﹁
強
盗
﹂
が
出
没
し
続
け
、
完
全
に
一
掃
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。﹁
伝
統
﹂
と
言
え
る
ほ
ど
盗

賊
現
象
は
こ
の
地
域
に
定
着
し
、
む
し
ろ
彼
ら
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
権
力
が
こ
の
地
域
で
の
統
治
を
樹
立
し
て

き
た
。
中
央
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
の
樹
立
し
た
ム
ガ
ー
ル
帝
国
の
時
代
に
も
、
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
が
支
配
を
拡
大
し
た
一
八
世

紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
初
め
に
も
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
存
在
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
軍
人
や
官
僚
が
、
﹁
盗
賊
﹂

や
﹁
強
盗
﹂
と
い
う
﹁
問
題
﹂
に
直
面
し
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
世
紀
初
め
に
記
さ
れ
た
文
献
で
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。﹁
イ
ン
ド
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
木
々
が
生
育
し
、
た

く
さ
ん
の
森
や
広
大
に
広
が
る
荒
野
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
荒
れ
地
︵
w
astes︶
が
、
王
族
に
も
彼
ら
に
支
配
さ
れ
る

人
々
に
も
、
そ
の
支
配
に
反
旗
を
翻
さ
せ
る
よ
う
な
誘
因
を
提
供
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
国
に
あ
る
農
民
の
人
口
や
家
畜
の
数
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は
、
他
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
豊
か
さ
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
口
激
減
や
荒
廃
は
突
然
、
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
急
激
に
起
こ
っ
て

き
た
か
ら
で

(
)

あ
る
﹂。
チ
ャ
ン
バ
ル
地
域
は
、
ま
さ
に
こ
の
引
用
文
の
中
で
表
現
さ
れ
て
い
る
﹁
荒
れ
地
﹂
と
し
て
、
自
然
の
森
と
荒

�

野
に
数
多
く
の
動
物
を
生
育
さ
せ
、
同
時
に
、
時
の
権
力
に
抗
う
人
々
の
抵
抗
の
基
盤
と
な
っ
て
き
た
。

さ
て
、
国
家
的
な
政
治
権
力
が
﹁
境
界
線
︵
boundaries︶
﹂
で
明
確
に
区
切
ら
れ
た
土
地
を
保
有
し
、
そ
の
境
界
線
の
中
に
お
い
て

土
地
の
住
民
に
一
元
的
な
統
治
を
行
う
と
い
う
思
想
と
そ
の
実
践
は
、
西
欧
近
代
の
国
家
形
成
と
と
も
に
発
展
し
た
。
裏
返
せ
ば
、
西

欧
以
外
の
地
域
あ
る
い
は
近
代
以
外
の
時
代
に
お
け
る
政
治
権
力
の
支
配
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
か
、

あ
る
い
は
部
分
的
に
類
似
し
た
も
の
が
実
現
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
権
力
の
限
界
を
示
す
境
界
領
域
は
、
状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
曖

昧
な
も
の
で
、
よ
り
広
が
り
の
あ
る
﹁
地
帯
︵
zone︶
﹂
と
し
て
存
在
し
て

(
)

い
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
ム
ガ
ー
ル
帝
国
だ
け
で
な
く
、
ア

�

ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
帝
国
や
王
国
に
お
い
て
、﹁
辺
境
防
衛
︵
the
guardian
ofthe
frontier︶
﹂
が
軍
事
的
に
枢

要
な
役
職
を
占
め
て
い
た
こ
と
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、
他
の
帝
国
や
王
国
と
の
間
に
置
か
れ
た
幅
広
い
境
界
領
域
の
﹁
辺
境
は
、
同
時
に
変
化
の
地
帯
を
意
味
し
、
た
と
え
ば
自
然

環
境
と
し
て
、
あ
る
い
は
行
政
的
な
地
域
と
し
て
、
二
つ
の
異
な
る
地
域
の
間
に
存
在
し
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
を
分
離

さ
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
結
び
つ
け
統
合
す
る
役
割
を
、
辺
境
は
自
然
に
果
た
し
て

(
)

い
た
﹂。
要
す
る
に
、﹁
辺
境
﹂
は
、
他
者

!

か
ら
自
ら
の
国
を
守
る
た
め
の
﹁
門
︵
gate︶﹂
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
者
を
﹁
迎
え
入
れ
る
入
り
口
︵
inviting
entrance︶
﹂
と
し
て

の
機
能
を
果
た
し
て

(
)

い
た
。﹁
辺
境
﹂
の
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
隊
商
や
船
団
を
介
し
、
よ
り
遠
方
と
の
交
易
を
行
っ
て
、
中
央
権

$

力
は
豊
か
な
財
源
と
優
秀
な
武
器
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

ム
ガ
ー
ル
時
代
の
軍
事
情
勢
を
地
政
学
的
に
分
析
し
た
ゴ
ー
マ
ン
ズ
は
、
地
図
�

の
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
幹
線
道
路
と
そ
れ
ら
が

結
ん
だ
行
政
・
商
業
的
な
中
心
地
を
描
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
道
路
の
結
ば
れ
方
は
、
ガ
ン
ジ
ス
川
な
ど
の
主
要
な
川
の
流
れ
と
も
重

な
っ
て
お
り
、
自
然
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
修
正
さ
れ
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
長
い
歴
史
の
中
で
不
変
的
に
維
持
さ
れ
て
き

立教法学 第 77号（2009)

184



盗賊のインド史（2・完）（竹中千春）

185



た
も
の
で
あ
る
。﹁
ベ
ン
ガ
ル
と
カ
ブ
ー
ル
を
結
び
、
途
中
で
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
の
方
向
に
抜
け
る
北
方
の
道
路
、
デ
カ
ン
高
原
を
越
え

る
南
方
へ
の
道
路
、
そ
し
て
こ
れ
は
東
側
に
折
れ
て
ベ
ン
ガ
ル
湾
の
港
に
抜
け
る
も
の
と
、
西
側
に
折
れ
て
ア
ラ
ビ
ア
海
に
抜
け
る
も

の
と
に
分
岐
す
る
﹂、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
Ｚ
の
字
に
似
た
Ｚ
型
の
道
路
網
が
敷
か
れ
て
き
た
と

(
)

い
う
。
デ
カ
ン
高
原
の
周
辺
は
乾
燥

%

気
候
の
た
め
に
東
西
の
ル
ー
ト
以
上
に
食
糧
や
水
の
調
達
が
む
ず
か
し
か
っ
た
た
め
、
海
岸
部
で
の
交
易
が
そ
れ
を
補
完
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

そ
も
そ
も
帝
国
の
形
成
と
は
中
心
と
各
方
面
の
辺
境
地
帯
を
結
ぶ
﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ト
﹂
の
構
築
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ

り
、
そ
れ
は
﹁
道
路
建
設
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
の
ム

ガ
ー
ル
帝
国
の
初
期
に
は
﹁
乾
燥
し
た
内
陸
部
の
行
軍
地
帯
︵
m
archland
︶
の
よ
う
に
、
帝
国
の
道
路
は
行
政
や
商
業
上
の
い
く
つ

か
の
中
心
地
を
結
び
つ
け
る
と
と
も
に
、
後
背
地
の
農
業
地
帯
を
中
心
に
結
び
つ
け
る
機
能
を
果
た
し
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
農
業
生

産
物
を
現
金
で
の
税
収
に
変
え
る
ネ
ク
サ
ス
を
作
り
上
げ
た
の
で

(
)

あ
る
﹂。
道
路
網
と
水
路
で
結
ば
れ
た
ム
ガ
ー
ル
帝
国
の
皇
帝
は
、

'

こ
の
帝
国
が
﹁
世
界
帝
国
﹂
で
あ
る
と
し
、
首
都
デ
リ
ー
を
中
心
と
し
た
権
力
は
道
路
を
通
じ
て
東
西
南
北
に
広
が
り
、
世
界
中
の
土

地
は
す
べ
て
ム
ガ
ー
ル
の
州
で
あ
る
と
豪
語
し
て
い
た
が
、
実
際
の
支
配
圏
は
亜
大
陸
の
中
に
ほ
ぼ
収
ま
っ
て
い
た
。
外
延
的
な
帝
国

の
限
界
は
、
北
西
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
地
域
、
北
東
の
ベ
ン
ガ
ル
・
ア
ッ
サ
ム
地
域
、
デ
カ
ン
高
原
以
南
の
地
域
で
あ
り
、
ア
ウ
ラ
ン

グ
ゼ
ー
ブ
帝
の
治
世
の
時
に
南
イ
ン
ド
に
大
き
く
進
出
し
、
最
大
の
版
土
を
達
成
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
に
イ
ン
ド
地
域
で
巨
大
な
国
家
を
築
い
た
勢
力
が
外
来
の
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
興
味
深
い
事
実
で
あ

る
。
イ
ギ
リ
ス
が
植
民
地
化
す
る
以
前
の
﹁
イ
ン
ド
の
中
世
﹂
は
、
中
央
ア
ジ
ア
や
西
ア
ジ
ア
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
化
し
た
民
族
が
侵
入

し
て
、
ガ
ン
ジ
ス
川
流
域
に
権
力
を
築
い
た
時
代
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
と
い
っ
て
も
民
族
や
部
族
の
出
自
、
言
語
や
文
化
も
さ

ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
ト
ル
コ
人
、
ペ
ル
シ
ャ
人
、
ア
フ
ガ
ン
人
、
テ
ィ
モ
ー
ル
人
な
ど
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
彼
ら
に
共
通
し
て
い

た
の
は
、
侵
略
・
征
服
し
て
富
を
略
奪
す
る
武
装
勢
力
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
遊
牧
・
狩
猟
民
族
の
﹁
移
動
す
る
人
々
︵
nom
ad
︶
﹂
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で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
ア
フ
ガ
ン
人
は
、
髭
を
生
や
し
た
強
靱
な
戦
士
の
一
団
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
正
義
を
振
り
か
ざ
し
て

い
て
も
、
宿
営
地
で
戦
利
品
を
分
配
し
、
奪
い
取
っ
た
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
騒
ぐ
無
頼
な
文
化
で
有
名
だ
っ
た
。
強
力
な
兵
士
た
ち
の

連
帯
は
、
血
縁
や
宗
教
よ
り
も
、﹁
酒
︵
booze︶
﹂
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
武
装
勢
力
を
味
方
に

付
け
な
が
ら
、
常
に
そ
の
反
乱
に
目
を
光
ら
せ
て
こ
の
地
帯
一
帯
を
傘
下
に
お
さ
め
た
ム
ガ
ー
ル
帝
国
の
初
代
皇
帝
バ
ー
ブ
ル
大
帝

は
、
一
方
で
は
皇
帝
と
し
て
の
優
雅
な
振
る
舞
い
と
高
貴
な
威
信
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
努
力
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
戦
士
集
団
に
愛

し
支
持
さ
れ
畏
れ
ら
れ
る
た
め
に
、
テ
ィ
モ
ー
ル
人
で
あ
り
な
が
ら
ア
フ
ガ
ン
人
の
よ
う
に
長
い
髭
を
生
や
し
、
宿
営
地
で
は
武
将
た

ち
と
磊
落
に
酒
宴
を
開
い
た
と
言
わ
れ
て

(
)

い
る
。

(

伝
統
的
に
、
外
来
の
遊
牧
・
狩
猟
民
族
に
と
っ
て
は
、
支
配
と
は
侵
略
を
意
味
し
、
一
箇
所
に
止
ま
っ
て
農
耕
す
る
定
住
民
の
社
会

を
基
盤
と
し
た
王
国
を
築
く
こ
と
よ
り
も
、
騎
馬
隊
と
し
て
移
動
し
て
拠
点
を
確
保
し
、
さ
ら
に
よ
り
良
い
土
地
へ
と
乗
り
換
え
て
い

く
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
勢
力
が
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
北
西
か
ら
侵
入
し
て
、
デ
カ
ン
高
原
以
南
や
ベ
ン
ガ
ル
地
域
、
と
き

に
は
東
の
ア
ッ
サ
ム
地
域
に
ま
で
到
達
し
た
。
こ
う
し
た
武
装
勢
力
の
特
徴
は
、
長
期
的
な
統
治
権
力
を
国
家
的
に
築
き
上
げ
た
ム
ガ

ー
ル
帝
国
の
あ
り
方
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、﹁
皇
帝
が
一
所
に
止
ま
っ
て
い
る
と
帝
国
は
滅
び
て
し
ま
う
﹂
と
い
う
格

言
が
あ
り
、
城
や
壁
を
大
変
な
労
力
を
か
け
て
建
設
し
な
が
ら
、
皇
帝
自
身
は
ご
く
短
期
間
し
か
滞
在
せ
ず
、
し
か
も
頻
繁
に
首
都
を

移
動
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
皇
帝
の
一
行
は
大
規
模
な
旅
団
を
組
ん
で
一
日
数
キ
ロ
の
速
さ
で
進
み
、
宮
廷
と
軍
事
基
地
を
動
か

し
な
が
ら
、
一
年
中
、
領
内
を
巡
回
し
た
の
で
あ
る
。
猛
暑
の
季
節
に
は
、
よ
り
涼
し
い
気
候
の
北
方
の
カ
シ
ミ
ー
ル
や
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
の
カ
ブ
ー
ル
方
面
へ
と
進
み
、
そ
の
後
は
モ
ン
ス
ー
ン
を
避
け
な
が
ら
東
の
地
域
へ
と
移
動
し
、
そ
こ
か
ら
亜
大
陸
の
中
心
地
域

に
戻
っ
て
く
る
と
、
デ
リ
ー
や
ア
グ
ラ
な
ど
の
都
に
止
ま
っ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
、
中
央
か
ら
南
の
イ
ン
ド
へ
向
か
っ
た
の
で

(
)

あ
る
。

)

皇
帝
の
大
部
隊
は
、
数
十
万
人
の
臣
下
・
兵
士
・
商
人
な
ど
を
引
き
連
れ
、
彼
ら
の
使
う
象
・
馬
・
牛
、
そ
の
他
の
家
畜
を
何
十
万

頭
も
伴
い
、﹁
動
く
宮
廷
﹂
と
し
て
金
品
の
豊
富
な
財
源
を
運
び
、
財
務
管
理
な
ど
の
事
務
を
可
能
に
す
る
た
め
に
役
人
と
書
類
を
移
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動
さ
せ
た
。
皇
帝
の
一
行
が
目
的
地
に
行
く
前
に
は
、
道
路
の
建
設
や
整
備
の
た
め
の
土
木
作
業
が
行
わ
れ
、
そ
れ
を
使
っ
て
首
都
全

体
が
空
前
の
規
模
で
移
動
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
膨
大
な
数
の
人
々
と
動
物
が
テ
ン
ト
を
張
っ
て
宿
営
す
る
に
は
、
広
大
で
安

全
な
土
地
、
消
費
さ
れ
る
大
量
の
食
糧
や
水
、
家
畜
の
た
め
の
飼
料
や
牧
草
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
各
地
の
領
主

は
、
皇
帝
が
通
る
と
き
に
税
を
納
め
て
贈
り
物
を
し
、
食
糧
や
水
や
飼
料
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
宿
営
地
や
放
牧
地
を
明
け
渡
し
て

歓
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
消
費
を
必
要
と
す
る
大
集
団
が
行
き
来
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
巨
大
な
市
場

︵
bazar
バ
ザ
ー
ル
︶
が
定
期
的
に
開
催
さ
れ
、
移
動
し
て
い
く
こ
と
を
も
意
味
し
た
。
こ
う
し
て
、
政
治
的
な
支
配
と
被
支
配
の
関
係

が
、
動
く
キ
ャ
ラ
バ
ン
に
よ
っ
て
現
実
の
形
を
と
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
に
お
け
る
帝
国
の
形
成
と
そ
の
辺
境
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
本
稿
に
関
連
し
て
注
目
し
た
い
の

は
、
通
常
考
え
る
外
延
的
な
、
つ
ま
り
帝
国
の
外
と
の
境
目
に
位
置
し
た
﹁
辺
境
﹂
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
外
に
面
し
た
辺
境
地
帯
と

軍
事
戦
略
や
交
易
関
係
に
よ
っ
て
深
く
結
び
つ
き
な
が
ら
、
亜
大
陸
の
内
陸
部
に
広
が
っ
て
い
た
﹁
内
陸
の
辺
境
︵
interior
fron-

tier︶
﹂
で
あ
る
。
前
稿
で
取
り
上
げ
た
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
は
、
こ
う
し
た
﹁
内
陸
の
辺
境
﹂
と
し
て
知
ら
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
。

ム
ガ
ー
ル
帝
国
ア
ク
バ
ル
帝
の
使
っ
た
巻
物
の
地
図
に
は
、
方
向
と
距
離
、
目
印
と
な
る
山
や
川
、
主
要
道
路
と
脇
道
な
ど
が
示
さ

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
地
図
と
言
っ
て
も
、
一
九
世
紀
以
降
今
日
ま
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
科
学
的
な
測
量
を
経
て
、
地
形
や

土
地
の
広
さ
を
正
確
に
縮
小
し
、
行
政
的
に
区
切
ら
れ
た
地
図
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
近
代
的
な
地
図
が
、
鳥
瞰
の
視
点
で
東
西
南

北
を
固
定
し
て
距
離
の
単
位
に
基
づ
い
て
表
現
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
ム
ガ
ー
ル
時
代
の
も
の
は
道
路
を
進
む
軍
隊
の
視
線
で
捉
え
ら
れ

た
地
形
を
写
し
て
お
り
、
移
動
す
る
人
々
が
記
憶
し
て
お
く
べ
き
目
印
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
包
括
的
な
地
理
の
把
握
で

は
な
く
、
必
要
で
な
い
と
こ
ろ
、
そ
し
て
﹁
見
え
な
い
と
こ
ろ
﹂
は
描
か
れ
な
い
。
盗
賊
の
出
没
す
る
よ
う
な
森
や
荒
れ
地
は
、
そ
の

よ
う
な
﹁
見
え
な
い
と
こ
ろ
﹂
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

ゴ
ー
マ
ン
ズ
は
、
遊
牧
民
族
が
築
い
た
権
力
と
し
て
の
ム
ガ
ー
ル
帝
国
は
、
大
き
く
分
け
れ
ば
二
つ
の
種
類
の
所
領
を
支
配
し
た
と
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論
じ
る
。
一
つ
は
、
徴
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
直
轄
的
な
農
村
地
域
で
あ
り
、
そ
の
中
心
は
北
西
か
ら
東
へ
抜
け
る
ガ
ン
ジ
ス
川
と
ジ

ャ
ム
ナ
川
の
流
域
の
穀
倉
地
帯
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
在
地
の
領
主
が
皇
帝
に
恭
順
し
、
自
ら
の
支
配
と
そ
れ
を
支
え
る
軍
事
力

の
保
持
を
許
さ
れ
る
か
わ
り
に
、
皇
帝
の
一
行
が
通
過
す
る
と
き
に
は
そ
の
安
全
な
通
行
を
保
障
し
、
金
品
を
奉
納
す
る
地
域
で
あ

る
。
前
者
が
道
路
や
川
の
通
っ
た
平
野
地
域
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
山
や
砂
漠
と
い
う
自
然
の
防
壁
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
中

央
集
権
的
な
統
治
が
届
き
に
く
い
地
域
で
あ
っ
た
。
す
で
に
指
摘
し
た
言
葉
を
使
え
ば
﹁
荒
れ
地
﹂
で
あ
り
、
小
規
模
な
武
装
勢
力
や

﹁
盗
賊
﹂
が
頻
繁
に
出
没
す
る
よ
う
な
土
地
で
あ
り
、﹁
内
陸
の
辺
境
﹂
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
ガ
ン
ジ
ス
川
と
ジ
ャ
ム
ナ
川
の
流

域
地
域
の
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
か
ら
ブ
ン
デ
ル
ラ
ン
ド
一
帯
を
含
ん
で
南
に
続
く
地
域
で
、
現
在
の
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
、
マ
デ
ィ
ヤ
・

プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
、
マ
ハ
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
、
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
の
各
州
に
ま
た
が
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
考
え
れ
ば
、
カ
イ
バ
ル
峠
を
通
っ
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
方
面
か
ら
亜
大
陸
に
入
り
、
ガ
ン
ジ
ス
川
・
ジ
ャ
ム
ナ

川
へ
と
続
く
北
イ
ン
ド
一
帯
は
、
正
規
の
軍
隊
に
せ
よ
非
正
規
の
も
の
に
せ
よ
、
武
装
し
た
戦
士
の
一
群
が
行
き
来
し
、
宿
営
し
、
戦

闘
を
繰
り
広
げ
て
き
た
軍
事
的
な
地
域
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
亜
大
陸
の
外
の
地
域
か
ら
侵
入
し
た
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
と
し

て
の
武
装
勢
力
が
活
躍
し
、
地
元
か
ら
も
軍
事
的
な
勢
力
が
競
合
し
つ
つ
登
場
し
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ミ
ル
ザ
︵
M
irza︶
や
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
の
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
︵
R
ajput︶
と
呼
ば
れ
た
将
軍
た
ち
は
、
実
力
で
王
族
と
な
り
、
防
衛
と
軍
隊
の
宿
営
地
と
し
て
砦
・
城
・
門

を
建
設
し
た
。
そ
う
し
た
人
々
の
中
か
ら
、
ム
ガ
ー
ル
皇
帝
か
ら
﹁
マ
ン
サ
ー
ブ
﹂
と
い
う
﹁
禄
位
﹂
を
与
え
ら
れ
る
者
も
選
ば
れ

た
。
逆
に
、
戦
争
に
敗
れ
た
王
族
や
兵
士
は
、
森
や
乾
燥
地
帯
に
逃
げ
場
所
を
求
め
、
敗
者
復
活
の
機
会
や
新
し
く
仕
え
る
主
人
を
捜

し
な
が
ら
武
装
勢
力
と
し
て
活
動
し
、
略
奪
や
盗
賊
行
為
を
行
っ
た
。
そ
う
し
た
集
団
に
、
武
装
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
修
行
者
や
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
の
僧
侶
も
加
わ
り
、
農
村
や
周
辺
の
辺
境
地
域
に
は
、
土
地
の
領
主
に
軍
事
力
と
し
て
雇
わ
れ
る
武
装
し
た
農
民
や
先
住
民
が

常
に
暮
ら
し
、
農
閑
期
に
は
盗
賊
・
強
盗
活
動
を
行
う
人
々
も
存
在
し
て
い
た
。
長
い
間
に
培
わ
れ
た
、
こ
の
よ
う
な
土
壌
の
上
に
、

現
代
に
ま
で
至
る
チ
ャ
ン
バ
ル
地
域
の
武
装
し
た
農
民
、
そ
し
て
盗
賊
の
ル
ー
ツ
が
あ
っ
た
。
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第
二
節

イ
ギ
リ
ス
の
占
領
統
治

さ
て
、
栄
華
を
誇
っ
た
ム
ガ
ー
ル
帝
国
の
権
力
も
、
一
八
世
紀
半
ば
以
後
、
軍
事
的
な
優
位
を
喪
失
し
、
急
速
に
衰
退
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
各
地
の
太
守
や
王
族
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
輸
入
し
た
武
器
で
自
ら
の
軍
事
力
を
強
化
し
て
、
帝
国
か
ら
の
自
律
性
を
獲
得
し

て
皇
帝
の
支
配
に
挑
戦
し
、
戦
国
時
代
的
な
状
況
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
を
利
用
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
は
輸
送
し
た
武

器
を
売
っ
て
儲
け
る
と
と
も
に
、
港
市
と
陸
上
の
交
易
ル
ー
ト
を
保
護
す
る
た
め
に
同
盟
関
係
に
あ
る
王
国
を
支
援
し
て
、
次
第
に
亜

大
陸
の
権
力
争
い
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
一
七
世
紀
後
半
に
は
カ
ル
カ
ッ
タ
︵
現
在
の
コ
ル
カ
タ
︶
と
ボ
ン
ベ
イ
︵
現
在
の
ム
ン
バ
イ
︶
に
拠
点

を
置
き
、
早
く
か
ら
ゴ
ア
を
中
心
に
ム
ガ
ー
ル
帝
国
の
交
易
を
行
っ
て
い
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
凌
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
ポ

ン
デ
ィ
シ
ェ
リ
を
拠
点
に
南
イ
ン
ド
の
マ
イ
ソ
ー
ル
王
国
と
手
を
結
び
、
ベ
ン
ガ
ル
湾
に
影
響
力
を
伸
ば
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
一

七
五
七
年
に
プ
ラ
ッ
シ
ー
の
戦
い
で
イ
ギ
リ
ス
に
敗
北
し
た
。
勝
利
し
た
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
ム
ガ
ー
ル
皇
帝
か
ら
新
し
い

ニ
ザ
ー
ム
︵
N
izam
︶
、
す
な
わ
ち
﹁
太
守
﹂
と
し
て
の
地
税
徴
税
権
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
を
機
に
、
イ
ギ
リ
ス
勢
力
は
ガ
ン
ジ
ス

川
河
口
の
ベ
ン
ガ
ル
地
方
を
支
配
圏
に
お
さ
め
て
、﹁
海
の
帝
国
﹂
か
ら
﹁
陸
の
帝
国
﹂
へ
と
転
換
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
一
八
世
紀
後
半
よ
り
、
法
や
行
政
組
織
を
整
え
て
農
村
へ
の
土
地
支
配
と
徴
税
制
度
の
整
備
を
進
め
よ

う
と
試
み
、
次
第
に
ガ
ン
ジ
ス
川
を
上
流
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
一
九
世
紀
半
ば
に
は
北
イ
ン
ド
一
帯
に
領
土
的
支
配
を
広
げ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
支
配
は
、
ベ
ン
ガ
ル
管
区
・
ボ
ン
ベ
イ
管
区
・
マ
ド
ラ
ス
管
区
と
い
う
三
つ
の
要
塞

で
守
ら
れ
た
港
市
を
中
核
と
し
た
直
轄
地
域
を
柱
と
し
て
編
成
さ
れ
、
と
く
に
、
急
速
に
拡
大
す
る
北
イ
ン
ド
の
一
帯
は
ベ
ン
ガ
ル
管

区
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
カ
ル
カ
ッ
タ
を
起
点
に
同
心
円
的
に
内
陸
部
へ
と
進
出
し
て
い
く
過
程
で
、
ガ
ン
ジ
ス
川
の
上

流
と
そ
の
先
に
広
が
る
辺
境
の
防
衛
地
帯
と
し
て
﹁
北
西
辺
境
州
︵
the
N
orth-W
est
F
rontier
Provinces︶
﹂
が
設
定
さ
れ
た
が
、
占
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領
地
域
が
広
が
る
ご
と
に
さ
ら
に
西
の
位
置
に
同

じ
名
前
の
区
域
が
移
動
し
て
い
っ
た
。
地
図
�

の

通
り
で

(
)

あ
る
。

6

一
八
四
九
年
に
イ
ギ
リ
ス
は
、
二
度
目
の
ス
ィ

ク
戦
争
で
ス
ィ
ク
王
国
を
滅
ぼ
し
て
パ
ン
ジ
ャ
ー

ブ
州
と
し
て
併
合
し
た
。
一
九
世
紀
半
ば
に
は
、

カ
シ
ミ
ー
ル
を
含
め
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
ま
で
届

く
地
域
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
軍
門
に
下
っ
た
。
首
都

デ
リ
ー
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
年
金
を
も
ら
っ
て

ム
ガ
ー
ル
皇
帝
バ
ハ
ド
ゥ
ー
ル
・
シ
ャ
ー
が
城
を

保
持
し
て
い
る
も
の
の
、
す
で
に
そ
の
支
配
権
は

名
目
的
な
も
の
に
ま
で
貶
め
ら
れ
て
い
た
。
ガ
ン

ジ
ス
川
と
ジ
ャ
ム
ナ
川
に
挟
ま
れ
た
ド
ワ
ブ
地
方

を
挟
ん
で
、
亜
大
陸
の
真
ん
中
に
は
ア
ワ
ド
王
国

と
ア
グ
ラ
王
国
が
最
後
ま
で
形
骸
的
に
残
っ
て
い

た
が
、
こ
れ
ら
も
一
八
五
〇
年
代
に
は
イ
ギ
リ
ス

に
軍
事
的
な
敗
北
を
き
た
し
、
ほ
ぼ
征
服
さ
れ
て

(
)

い
た
。

10し
か
し
、
急
速
な
版
図
の
拡
大
は
、
裏
を
返
せ
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ば
、
立
て
続
く
戦
争
、
諸
王
国
の
滅
亡
、
市
場
経
済
の
浸
透
、
外
国
の
政
治
的
支
配
の
導
入
な
ど
に
よ
っ
て
、
地
域
社
会
が
大
き
な
変

動
を
被
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
は
一
八
世
紀
後
半
以
後
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
株
主
と
し
て
の
貴
族
が
議
論
を
展

開
す
る
議
会
に
お
い
て
、
会
社
の
戦
費
の
無
駄
使
い
に
対
し
て
繰
り
返
し
批
判
が
続
け
ら
れ
、
会
社
の
経
営
を
合
理
化
す
べ
き
だ
と
い

う
改
革
の
声
が
あ
が
っ
て
い
た
が
、
い
っ
た
ん
内
陸
に
足
を
踏
み
入
れ
た
外
国
軍
は
、
撤
退
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
占
領
地
域
を
拡
大

し
、
維
持
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
イ
ン
ド
の
諸
王
国
が
次
々
と
倒
さ
れ
て
、
王
族
の
軍
隊
は
つ
ぶ
さ
れ
て
、
多
く

の
戦
士
が
失
業
状
態
に
な
っ
て
放
り
出
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
続
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
東
イ
ン
ド
会
社
軍
は
、
治
安
を
確

保
す
る
た
め
に
武
装
し
た
人
々
の
一
部
を
兵
士
と
し
て
採
用
し
た
が
、
多
く
の
武
装
勢
力
は
野
に
放
た
れ
取
締
り
の
対
象
と
な
る
他
な

か

(
)

っ
た
。

11
後
に
見
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
前
半
の
北
イ
ン
ド
は
、
こ
う
し
た
軍
事
的
な
無
秩
序
状
況
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
が
持
ち
込
ん
だ

市
場
経
済
の
影
響
に
よ
っ
て
、
従
来
の
社
会
経
済
秩
序
が
大
き
く
変
更
さ
せ
ら
れ
、
人
々
の
暮
ら
し
は
著
し
く
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
。
産

業
革
命
に
よ
っ
て
工
業
化
し
た
イ
ギ
リ
ス
か
ら
、
大
量
の
安
い
綿
布
が
流
入
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
何
百

万
も
の
織
物
職
人
が
暮
ら
し
の
糧
を
な
く
し
て
餓
死
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
統
治
と
徴
税
の
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
民
法
的

な
土
地
所
有
権
を
導
入
し
、
そ
の
た
め
に
土
地
は
伝
統
的
な
社
会
の
中
で
価
値
づ
け
ら
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
単
に
税
金
や
地
代

を
払
う
た
め
に
広
さ
と
生
産
力
を
計
ら
れ
る
﹁
地
面
﹂
に
変
え
ら
れ
た
。
土
地
は
﹁
資
源
﹂
と
し
て
測
量
さ
れ
、
価
格
が
付
け
ら
れ

て
、
売
り
買
い
可
能
な
も
の
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

ジ
ャ
ジ
マ
ー
ニ
ー
︵
jajm
ani︶
制
度
に
体
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ー
ス
ト
の
階
層
秩
序
と
と
も
に
村
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
の
分

業
体
制
が
存
在
し
、
土
地
か
ら
取
れ
る
収
穫
物
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
ー
ス
ト
の
役
割
分
担
に
応
じ
て
、
伝
統
的
な
取
り
分
が

与
え
ら
れ
て
い
た
。
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
︵
zam
indar︶
や
タ
ー
ル
ク
ダ
ー
ル
︵
taluqdar︶
は
、
民
法
上
の
﹁
大
地
主
﹂
で
は
な
く
、

農
民
た
ち
を
使
い
支
配
し
な
が
ら
保
護
も
す
る
領
主
で
あ
っ
た
し
、
寺
や
寺
院
も
、
共
同
体
と
結
び
つ
い
て
収
穫
物
や
農
民
の
労
働
力
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を
喜
捨
さ
れ
る
地
位
を
保
持
し
て
い
た
。
東
イ
ン
ド
会
社
は
こ
の
よ
う
な
古
い
領
主
的
な
存
在
を
﹁
地
主
﹂
に
変
え
て
、
彼
ら
を
納
税

者
と
し
て
認
定
し
た
の
だ
が
、
こ
の
義
務
を
果
た
せ
な
く
な
っ
た
地
主
は
、
土
地
を
安
く
買
っ
て
投
資
し
よ
う
と
す
る
、
金
貸
し
や
商

人
な
ど
余
所
者
の
新
し
い
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
農
民
は
も
と
も
と
楽
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
が
、
新
し
い
変
動
に
よ
っ
て
従
来
と
は
異
な
る
形
で
貧
困
や
飢
え
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
変
動
の
余
波
と
し
て
、
一
八
三
〇
年
代
ま
で
の
時
代
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
﹁
犯
罪
﹂
と
み
な
す
、﹁
盗
賊
﹂
﹁
強
盗
﹂
事

件
が
目
立
っ
て
横
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
イ
ン
ド
の
農
村
地
帯
の
盗
賊
や
放
浪
者
の
よ
う
な
犯
罪
に
強
い
関
心
を
抱
い
た
。
ピ
ン
ダ
ー
リ
ー

︵
P
indari︶、
バ
ン
ジ
ャ
ー
ラ
ー
︵
B
anjara︶、
サ
ン
ニ
ヤ
ー
シ
ン
︵
Sannyasin
︶、
フ
ァ
キ
ー
ル
︵
Faqir︶
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
移
動
す

る
人
々
の
集
団
で
、
し
か
も
宗
教
的
な
衣
を
被
っ
て
い
る
人
々
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
は
と
く
に
神
懸
か
っ
て
見
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し

た
人
々
が
、
丘
陵
を
放
浪
し
、
物
乞
い
・
強
盗
・
強
請
な
ど
を
行

(
)

っ
た
。

12

イ
ス
ラ
ー
ム
の
フ
ァ
キ
ー
ル
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
サ
ド
ゥ
ー
︵
sadhu
︶
の
よ
う
な
得
体
の
知
れ
な
い
修
道
僧
が
放
浪
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
新
し
い
統
治
者
が
警
戒
感
を
抱
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
動
き
回
る
人
た
ち
は
、﹁
中
心
的

な
都
市
と
都
市
の
間
を
つ
な
ぐ
交
通
や
交
易
の
ル
ー
ト
﹂
を
誰
が
﹁
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
﹂、
現
実
に
﹁
イ
ギ
リ
ス
人

と
競
合
し
て
い
た
﹂
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
彼
ら
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
下
で
の
治
安
と
経
済
活
動
の
自
由
の
保
障
が
完
成
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
存
在
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
移
動
す
る
だ
け
で
は
な
く
武
装
し
て
攻
撃
す
る
能
力
の
あ
る
集
団
は
、
軍
事
的

に
も
脅
威
で
あ
り
、﹁
イ
ギ
リ
ス
の
直
轄
統
治
で
は
な
い
地
域
の
、
独
立
的
な
王
国
の
支
配
者
た
ち
に
養
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
﹂

と
い
う
疑
心
暗
鬼
の
対
象
と
な

(
)

っ
た
。

13
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で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
横
行
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
特
徴
的
な
人
々
を
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
ピ
ン
ダ
ー
リ
ー
と
呼
ば
れ
た
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
後
に
取
り
上
げ
る
強
盗
団
と
し
て
の
﹁
タ
グ
︵
thag,
thug︶
﹂
が
イ

ギ
リ
ス
の
本
格
的
な
掃
討
作
戦
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
り
も
少
し
前
の
時
期
、
す
な
わ
ち
一
九
世
紀
初
頭
に
、
徹
底
的
な
軍
事
的
制
圧
の

対
象
と
な
っ
た
。
も
と
も
と
は
、
マ
ラ
ー
タ
王
国
に
軍
隊
と
し
て
雇
わ
れ
て
い
た
人
々
の
集
団
で
あ
る
。
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
来
た
ム
ス

リ
ム
の
武
将
に
率
い
ら
れ
、
外
来
の
遊
牧
民
族
出
身
者
や
地
元
の
戦
闘
的
な
民
族
で
あ
る
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
の
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
数
千
人
規
模
の
騎
馬
隊
で
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
マ
ラ
ー
タ
王
国
に
仕
え
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
相
次
ぐ
戦
争
で
疲

弊
し
、
次
第
に
財
政
難
に
陥
っ
た
王
は
こ
の
傭
兵
隊
に
十
分
な
給
料
を
支
払
え
ず
、
か
わ
り
に
経
済
的
な
手
段
と
し
て
彼
ら
に
一
種
の

略
奪
権
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
マ
ラ
ー
タ
王
国
が
つ
い
に
一
九
世
紀
初
め
に
東
イ
ン
ド
会
社
軍
に
敗
北
し
て
滅
亡
し
た
後
、
こ

の
騎
馬
隊
は
、﹁
内
な
る
辺
境
﹂
と
い
う
べ
き
、
亜
大
陸
中
央
に
位
置
す
る
乾
燥
地
帯
で
あ
る
マ
ー
ル
ワ
ー
を
拠
点
に
大
規
模
な
武
装

活
動
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
制
圧
し
て
い
な
い
マ
ラ
ー
タ
同
盟
の
ホ
ー
ル
カ
ル
家
や
シ
ン
デ
ィ
ア
家
、

あ
る
い
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
系
の
武
将
ア
ミ
ー
ル
・
ハ
ー
ン
と
提
携
し
、
カ
リ
ー
ン
・
ハ
ー
ン
が
率
い
る
数
万
人
規
模
の
軍
団
と
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
武
装
勢
力
に
つ
い
て
、
総
督
ヘ
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
は
、﹁
こ
れ
は
敵
で
は
な
い
、
抹
殺
す
べ
き
盗
賊
で
あ
る
﹂
と
主

張
し
た
が
、
や
は
り
単
な
る
﹁
盗
賊
﹂
や
﹁
強
盗
﹂
で
は
な
く
、﹁
敵
軍
﹂
と
も
い
う
べ
き
存
在
だ
っ
た
。
し
か
し
、
東
イ
ン
ド
会
社

軍
の
強
硬
な
軍
事
作
戦
が
効
を
修
め
、
一
八
一
八
年
に
は
ほ
ぼ
鎮
圧
さ
せ
ら

(
)

れ
た
。

14

第
二
は
、
北
イ
ン
ド
一
帯
で
サ
ン
ニ
ヤ
ー
シ
ン
あ
る
い
は
サ
ン
シ
ヤ
ー
︵
Sansiah
︶
と
も
呼
ば
れ
た
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
武

装
し
て
農
村
を
襲
い
、
農
民
か
ら
収
穫
物
を
巻
き
上
げ
る
荒
く
れ
者
た
ち
で
、﹁
リ
ー
ダ
ー
︵
jam
adar
ジ
ャ
マ
ダ
ー
ル
︶
﹂
の
下
に
集

ま
っ
て
暮
ら
し
た
。
彼
ら
は
農
民
の
社
会
と
深
く
結
び
つ
き
、
と
く
に
土
地
を
保
有
す
る
有
力
な
農
民
カ
ー
ス
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
ジ

ャ
ー
ト
︵
Jats︶
の
人
々
の
子
分
的
な
立
場
を
得
て
い
た
。
あ
る
サ
ン
シ
ヤ
ー
は
、
主
人
で
あ
る
ジ
ャ
ー
ト
に
よ
っ
て
、
村
の
農
家
一

世
帯
ご
と
に
一
年
あ
た
り
一
・
二
五
ル
ピ
ー
の
お
金
と
一
日
分
の
食
事
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
、
た
と
え
ば
、
そ
の
割
合
で
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一
〇
〇
世
帯
分
に
つ
い
て
徴
収
し
て
も
よ
い
と
認
め
ら
れ
て
い
た
。
い
い
か
れ
ば
、
領
主
に
よ
る
保
護
と
一
二
五
ル
ピ
ー
と
一
〇
〇
日

分
の
食
事
と
い
う
取
り
分
を
保
障
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
サ
ン
シ
ヤ
ー
の
人
々
は
ど
ん
な
人
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、﹁
ジ

ャ
ー
ト
族
の
詩
人
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
、
歌
や
踊
り
な
ど
豊
か
な
芸
を
身
に
つ
け
た
人
々
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
結
婚
式
や
子
ど
も
の
誕
生

な
ど
の
祝
い
ご
と
に
必
ず
招
か
れ
て
、
祝
わ
れ
る
一
族
の
歌
を
歌
い
、
そ
の
お
礼
に
ご
祝
儀
を
も
ら
い
、
彼
ら
の
雌
牛
・
雄
牛
・
水
牛

に
草
を
食
ま
せ
水
を
も
ら
う
の
が
一
般
的
な
慣
習
だ
っ
た
。
招
く
領
主
や
地
主
が
気
前
の
よ
い
場
合
に
は
、
牛
を
一
頭
も
ら
っ
た
り
し

た
と
い
う
。
た
だ
し
、
何
か
の
事
情
で
村
人
が
そ
の
よ
う
な
﹁
礼
節
﹂
を
欠
か
す
と
、
サ
ン
シ
ヤ
ー
は
そ
の
家
に
さ
ま
ざ
ま
な
呪
い
を

か
け
、
悪
運
を
も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ
て

(
)

い
た
。

15

し
た
が
っ
て
、
同
じ
武
装
勢
力
と
言
っ
て
も
、
サ
ン
シ
ヤ
ー
は
、
ピ
ン
ダ
ー
リ
ー
の
よ
う
な
職
業
軍
人
で
は
な
く
、
後
か
ら
述
べ
る

よ
う
な
﹁
山
の
民
﹂
と
し
て
の
バ
ン
ジ
ャ
ー
ラ
ー
と
同
じ
よ
う
に
、
森
に
暮
ら
す
遊
牧
民
的
な
人
々
だ
っ
た
と
言
え
る
。
放
浪
す
る
民

の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
に
は
定
住
し
た
農
民
の
社
会
と
の
緊
密
な
関
係
が
必
要
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
も
家
畜
に
と
っ
て

も
、
食
糧
や
水
、
休
息
を
と
る
居
場
所
は
不
可
欠
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
市
場
経
済
の
波
に
洗
わ
れ
て
、
町
に
住
む
見
知

ら
ぬ
金
持
ち
が
土
地
を
買
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
こ
う
し
た
サ
ン
シ
ヤ
ー
と
農
村
社
会
の
古
く
か
ら
の
親
密
な
相
互
関
係
は
簡
単
に
壊
さ

れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
以
前
に
も
サ
ン
シ
ヤ
ー
は
け
っ
し
て
品
行
方
正
で
は
な
く
、
夜
中
に
牛
・
羊
・
馬
な
ど
の
家
畜
を
盗
み
、
道
路
で

旅
人
を
襲
い
、
牛
泥
棒
を
働
く
よ
う
な
人
々
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
も
い
た
の
だ
が
、
一
八
三
〇
年
代
頃
に
は
、
生
き
延
び
る
た
め
に
ま

す
ま
す
そ
の
よ
う
な
﹁
犯
罪
﹂
に
手
を
染
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
や
ら
れ
、
﹁
ダ
コ
イ
ト
﹂
と
し
て
出
没
し
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
も
﹁
ダ
コ
イ
ト
﹂
は
特
定
の
部
族
や
カ
ー
ス
ト
の
人
々
か
ら
だ
け
構
成
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
結
婚
や
食
事
の
禁
忌
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
場
合
で
も
、﹁
ダ
コ
イ
ト
﹂
の
集
団
に
お
い
て
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
出
自
の
人
々
が
集
ま
っ
て
い
た
ほ
う
が
普
通
だ
っ
た
ら
し
い
。﹁
数
ル
ピ
ー
払
え
ば
、
デ
ー
ル
と
モ
ウ
グ
の
一
族
は
入
れ
て

や
ら
な
い
が
、
そ
の
ほ
か
の
誰
も
が
我
々
の
﹇
盗
賊
と
し
て
の
﹈
カ
ー
ス
ト
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
三
︱
四
回
ダ
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コ
イ
ト
を
や
ら
な
け
れ
ば
、
仲
間
か
ら
槍
を
持
た
せ
て
も
ら
え
る
ほ
ど
信
頼
さ
れ
な
い
し
、
襲
お
う
と
す
る
家
屋
の
中
に
も
入
れ
て
も

ら
え
な
い
﹂
と
い
う
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
。
遠
征
を
行
う
ジ
ャ
マ
ダ
ー
ル
に
従
っ
て
宿
営
地
を
作
り
、
乾
期
に
は
盗
賊
と
し
て
活
動

し
、
雨
期
に
な
る
と
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
家
族
の
キ
ャ
ン
プ
の
も
と
に
戻
っ
て
暮
ら
し
た
。
ま
た
、
一
九
世
紀
に
も
、
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ

ィ
ー
の
よ
う
な
女
性
の
盗
賊
が
し
ば
し
ば
出
現
し
た
と
記
録
さ
れ
て

(
)

い
る
。

16

次
に
、
バ
ン
ジ
ャ
ー
ラ
ー
と
呼
ば
れ
た
人
々
で
あ
る
。
バ
ン
ジ
ャ
ー
ラ
ー
の
女
性
が
美
し
い
音
楽
を
奏
で
て
﹁
歌
う
︵
bajana︶
﹂

芸
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
定
住
し
た
農
民
の
社
会
に
入
り
き
ら
な

い
け
れ
ど
も
、
そ
の
外
縁
で
移
動
し
な
が
ら
暮
ら
し
を
営
み
、
農
繁
期
に
は
農
耕
に
必
要
な
労
働
力
を
提
供
す
る
人
々
と
な
り
、
森
の

幸
と
し
て
捕
獲
し
た
動
物
や
鳥
、
収
穫
し
た
果
物
や
木
の
実
、
森
の
枝
や
草
を
使
っ
て
作
っ
た
マ
ッ
ト
や
縄
や
バ
ス
ケ
ッ
ト
な
ど
の
手

工
芸
品
を
、
村
人
に
物
々
交
換
や
金
銭
と
の
交
換
で
売
り
に
来
る
人
々
だ
っ
た
。
ラ
ク
ダ
や
牛
や
ヤ
ギ
な
ど
の
家
畜
を
飼
い
な
が
ら
、

チ
ー
ズ
や
バ
タ
ー
の
よ
う
な
酪
農
品
や
捌
い
た
食
肉
を
売
り
、
さ
ら
に
皮
と
革
製
品
を
扱
う
﹁
遊
牧
の
民
﹂
で
も
あ
っ
た
。
塩
や
穀
物

な
ど
の
各
地
の
産
品
を
、
街
道
を
離
れ
た
ど
ん
な
に
辺
鄙
な
と
こ
ろ
に
も
ロ
バ
な
ど
で
運
搬
し
て
行
商
す
る
旅
人
で
も
あ
っ
た
。
動
物

に
つ
い
て
の
知
識
が
豊
富
で
、
森
の
薬
草
で
家
畜
の
病
気
を
治
し
た
り
、
そ
の
出
産
を
手
伝
っ
た
り
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
人
間
に
対
し

て
も
薬
草
を
売
り
、
産
婆
︵
m
idw
ife︶
を
務
め
、
占
い
や
祈
祷
も
行
っ
た
。
音
楽
を
奏
で
、
歌
を
歌
い
、
楽
し
い
踊
り
の
で
き
る
芸

人
集
団
だ
っ
た
か
ら
、
村
々
の
祭
り
に
は
不
可
欠
の
存
在
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
。
一
三
世
紀
以
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
出
現
し
た
ジ
プ
シ
ー

の
起
源
と
も
言
わ
れ
る
人
々
で

(
)

あ
る
。

17

ム
ガ
ー
ル
帝
国
時
代
に
は
皇
帝
が
一
年
中
何
十
万
も
の
の
規
模
の
一
行
を
引
き
連
れ
て
巡
回
し
た
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
だ
け
の
規
模

の
人
々
や
家
畜
が
十
分
な
食
糧
や
必
需
品
を
入
手
し
て
生
活
す
る
た
め
に
は
、
宿
営
し
た
土
地
が
ガ
ン
ジ
ス
川
・
ジ
ャ
ム
ナ
川
に
挟
ま

れ
た
ド
ワ
ブ
地
方
の
よ
う
な
豊
か
な
と
こ
ろ
で
も
、
現
地
で
の
調
達
だ
け
で
は
と
て
も
不
十
分
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
皇
帝
の
一
隊
に

食
糧
を
供
給
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
バ
ン
ジ
ャ
ー
ラ
ー
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て

(
)

い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ク
バ
ル
皇
帝
が
短

18
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期
間
に
建
設
し
て
周
囲
を
驚
か
せ
た
、
ジ
ャ
イ
プ
ー
ル
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
フ
ァ
タ
イ
プ
ー
ル
・
シ
ー
ク
リ
は
、
大
規
模

な
要
塞
で
あ
る
と
と
も
に
華
や
か
な
宮
殿
だ
っ
た
が
、
漆
黒
の
夜
空
に
包
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
巨
大
な
広
間
を
囲
ん
で
、
臣
下
や
客
人
を

も
て
な
す
料
理
を
作
る
調
理
場
が
備
え
ら
れ
、
皇
帝
が
見
下
ろ
す
と
こ
ろ
か
ら
は
バ
ン
ジ
ャ
ー
ラ
ー
の
よ
う
な
人
々
の
踊
り
や
歌
が
見

え
る
よ
う
に
建
築
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、﹁
バ
ン
ジ
ャ
ー
ラ
ー
が
活
動
で
き
る
と
こ
ろ
に
は
皇
帝
の
軍
隊
が
移
動
で
き
る
が
、
彼
ら

が
来
な
い
と
こ
ろ
か
ら
先
に
は
進
め
な
い
﹂
と
言
わ
れ
て
い
た
。
ム
ガ
ー
ル
皇
帝
が
カ
イ
バ
ル
峠
を
越
え
て
中
央
ア
ジ
ア
に
進
軍
し
て

い
く
こ
と
が
困
難
な
理
由
は
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
。

﹁
停
滞
す
る
ア
ジ
ア
社
会
﹂
の
典
型
と
し
て
の
イ
ン
ド
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
﹃
歴
史
哲
学
﹄
で
論
じ
た
よ
う
に
、
一

九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ア
ジ
ア
論
の
前
提
を
な
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
行
政
的
な
情
報
の
蓄
積
や
社
会
学
・
人
類

学
・
経
済
学
な
ど
の
新
し
い
研
究
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
覆
す
反
論
も
数
多
く
提
起
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
世
紀
後
半
ま

で
﹁
前
近
代
的
﹂
な
イ
ン
ド
の
農
村
は
自
給
自
足
的
で
閉
塞
的
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
通
説
は
、
広
く
支
持
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
進
出
す
る
以
前
に
も
、
兵
士
・
僧
侶
・
行
商
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
人
々
が
頻
繁

に
移
動
し
て
暮
ら
し
を
営
む
社
会
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
統
治
権
力
の
あ
り
方
に
も
、
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。

イ
ン
ド
史
研
究
の
大
家
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ベ
イ
リ
ー
は
、
イ
ン
ド
社
会
を
構
成
し
た
二
種
類
の
人
々
と
し
て
、
農
耕
社
会
に
﹁
定
住
す

る
︵
sedentary
︶
す
る
人
々
﹂
と
、
常
に
﹁
放
浪
す
る
︵
w
andering
︶
人
々
﹂、
す
な
わ
ち
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
を
対
比
し
、
両
者
の

関
係
と
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
社
会
が
動
か
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
て

(
)

い
る
。
重
要
な
の
は
、
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
の
社
会
的
な

19

役
割
や
地
位
は
﹁
定
住
す
る
人
々
﹂
よ
り
も
低
い
と
は
限
ら
な
か
っ
た
点
で
あ
ろ
う
。
ム
ガ
ー
ル
皇
帝
の
よ
う
に
最
高
位
の
権
力
者
も

﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
や
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ウ
ラ
マ
ー
と
い

う
宗
教
的
に
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
人
々
も
、
巡
礼
や
修
行
の
た
め
に
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
の
外
縁
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
山
や
森
に
住
む
部
族
に
は
、
カ
ー
ス
ト
的
に
は
身
分
が
高
い
と
は
言
え
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な
く
て
も
、
狩
り
や
狩
猟
に
よ
っ
て
独
立
的
に
暮
ら
し
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
か
ら
敬
意
を
払
わ
れ
る
人
々
が
い
た
。
サ
ン
シ
ヤ
ー
に
つ

い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
盗
賊
と
し
て
暮
ら
す
人
々
で
も
、
化
外
の
民
の
性
格
を
持
ち
つ
つ
、
土
地
の
有
力
者
に
と
っ
て
は
重
要
な
客
人

で
あ
り
、
祝
宴
に
も
招
か
れ
る
立
場
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
武
装
し
た
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
は
、
領
主
や
大
地
主
が
自
ら

を
外
敵
か
ら
守
る
た
め
に
手
な
づ
け
て
お
き
た
い
相
手
で
あ
り
、
遠
隔
地
や
周
辺
地
域
の
治
安
情
報
を
集
め
て
く
れ
る
ス
パ
イ
で
あ

り
、
抵
抗
す
る
農
民
を
懲
ら
し
め
る
用
心
棒
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
逆
に
、
こ
れ
ま
で
仕
え
て
い
た
主
人
が
仕
事
を
く
れ
ず
、
適
正
な

対
価
を
支
払
わ
な
い
な
ら
、
嫌
が
ら
せ
を
す
る
力
を
十
分
に
持
つ
人
々
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
食
い
詰
め
れ
ば
、
牛
泥
棒
や
追
い

剥
ぎ
を
し
、
他
の
領
主
に
寝
返
っ
て
仕
え
る
だ
け
の
武
装
・
技
術
・
情
報
を
持
つ
人
々
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
が
農
村
社
会
の
﹁
定
住
す
る
人
々
﹂
と
共
存
す
る
よ
う
な
あ
り
方
は
、
一
九
世
紀
に
入
る
と
大

き
く
変
化
さ
せ
ら
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
軍
隊
に
必
要
な
鉄
道
・
街
路
・
運
河
を
建
設
し
て
新
し
い
情
報
・
人
・
モ
ノ
の
流
れ
を
作

り
、
軍
隊
や
警
察
を
配
置
し
て
イ
ギ
リ
ス
型
の
﹁
法
の
支
配
﹂
を
敷
き
、
土
地
を
徴
税
可
能
な
農
地
と
し
て
計
測
し
、
徴
税
の
責
任
を

負
う
人
を
決
め
て
農
村
社
会
の
秩
序
を
刷
新
し
た
。
そ
の
裏
返
し
に
、
ラ
ク
ダ
や
ロ
バ
に
荷
物
を
背
負
わ
せ
て
交
易
す
る
と
か
、
各
地

に
乱
立
す
る
領
主
に
仕
え
て
兵
士
や
飛
脚
を
す
る
よ
う
な
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
の
仕
事
は
、
時
代
遅
れ
の
不
要
な
も
の
に
変
わ
っ
た
。

さ
ら
に
、
影
の
よ
う
な
情
報
・
人
・
モ
ノ
の
流
れ
方
は
、
外
来
の
権
力
に
は
危
険
な
も
の
と
し
て
警
戒
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、﹁
移
動

す
る
人
々
﹂
は
疎
外
さ
れ
迫
害
さ
れ
て
、
ま
す
ま
す
盗
賊
の
よ
う
な
﹁
犯
罪
﹂
を
犯
す
よ
う
に
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
彼
ら
を
一
網
打
尽

に
﹁
盗
賊
集
団
﹂
と
し
て
掃
討
す
る
決
意
を
固
め
た
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
初
め
の
ピ
ン
ダ
ー
リ
ー
の
掃
討
作
戦
に
お
い
て
は
、
総
督
が
、﹁
ピ
ン
ダ
ー
リ
ー
は
盗
賊
に
す
ぎ
な
い
﹂
と
声
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
ま
だ
﹁
犯
罪
者
﹂
よ
り
も
戦
闘
上
の
﹁
敵
﹂
に
近
か
っ
た
の
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
覇
権
が
拡
大
す
る
ほ
ど
、
言

う
こ
と
を
き
か
な
い
現
地
の
武
装
集
団
は
、﹁
法
の
支
配
﹂
を
脅
か
す
た
だ
の
﹁
犯
罪
者
﹂
と
し
て
、﹁
ダ
コ
イ
ト
﹂
と
見
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
現
実
に
も
、
東
イ
ン
ド
会
社
軍
に
対
抗
し
て
戦
え
る
よ
う
な
現
地
の
軍
隊
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
人
を
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避
け
て
、
土
地
の
人
々
を
襲
っ
て
金
品
を
せ
し
め
る
よ
う
な
武
装
集
団
が
急
増
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
そ
う
し
た
も
の
の
中

で
独
特
な
注
目
を
集
め
た
強
盗
団
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

第
三
節

タ
グ
と
ダ
コ
イ
ト
の
掃
討
作
戦

一
九
世
紀
前
半
に
現
地
の
イ
ギ
リ
ス
軍
人
や
役
人
に
注
目
さ
れ
た
の
が
、﹁
タ
グ
﹂
と
か
﹁
タ
ギ
ー
︵
thagi,thugee︶
﹂
と
呼
ば
れ
た

強
盗
団
で
あ
る
。
現
地
か
ら
の
要
請
に
よ
っ
て
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
み
な
ら
ず
、
本
国
議
会
で
の
新
た
な
立
法
措
置
を
必
要
と
し
た
ほ

ど
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
深
刻
な
﹁
問
題
﹂
だ
と
認
識
さ
れ
た
。
一
八
三
〇
年
代
以
降
、
徹
底
的
な
掃
討
作
戦
が
実
施
さ
れ
、
一
八
四

〇
年
代
に
は
タ
グ
の
全
滅
が
宣
言
さ
れ
た
。
一
九
世
紀
後
半
に
は
、
タ
グ
に
つ
い
て
の
小
説
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
タ
グ
は
、
神

秘
的
で
危
険
な
イ
ン
ド
社
会
を
表
象
し
つ
つ
、
他
方
で
は
、
彼
ら
を
制
圧
し
て
﹁
イ
ギ
リ
ス
の
下
の
平
和
﹂
を
も
た
ら
し
た
帝
国
の
強

さ
と
正
し
さ
を
体
現
す
る
存
在
と
さ
れ
た
。
ま
さ
に
、﹁
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹂
的
な
植
民
地
に
対
す
る
認
識
の
典
型
が
、
タ
グ
を
め

ぐ
る
言
説
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ

(
)

ろ
う
。

20

で
は
、
そ
の
よ
う
に
騒
が
れ
た
タ
グ
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
イ
ギ
リ
ス
側
の
資
料
で
は
、
次
の
よ
う
な
集
団

だ
と
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
お
金
を
持
っ
て
街
道
を
旅
す
る
銀
行
家
や
商
人
な
ど
を
特
に
狙
う
強
盗
団
で
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
強
盗
と

は
わ
か
ら
な
い
。
狙
っ
た
相
手
の
一
行
に
対
し
て
﹁
街
道
は
危
険
だ
か
ら
一
緒
に
行
き
ま
し
ょ
う
﹂
と
声
を
か
け
て
仲
良
く
な
る
。
物

騒
な
世
の
中
だ
か
ら
こ
そ
﹁
親
切
な
旅
仲
間
が
で
き
て
良
か
っ
た
な
あ
﹂
と
相
手
を
油
断
さ
せ
て
、
数
日
間
は
そ
の
ま
ま
旅
を
続
け
る

が
、
当
初
か
ら
目
印
と
し
て
い
た
場
所
に
く
る
と
、
被
害
者
た
ち
を
ス
カ
ー
フ
で
瞬
時
に
絞
殺
し
、
持
ち
金
を
す
べ
て
奪
い
、
掘
っ
て

お
い
た
穴
に
死
体
を
埋
め
て
逃
げ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、﹁
絞
殺
強
盗
団
﹂
と
し
て
知
ら
れ
た
。
カ
ー
ス
ト
や
宗
教
の
出
自
は
多
様

だ
が
、
土
地
の
女
神
を
信
仰
し
、
カ
ー
リ
ー
女
神
や
ド
ゥ
ル
ガ
ー
女
神
を
讃
え
て
、
強
盗
を
行
う
前
に
も
後
に
も
儀
式
を
行
っ
て
祈

り
、
強
盗
も
女
神
の
た
め
の
仕
事
だ
と
信
じ
て
い
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
他
の
人
々
に
は
わ
か
ら
な
い
、
自
分
た
ち
だ
け
に
通
じ
る
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言
語
を
用
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

け
れ
ど
も
、
タ
グ
を
も
含
む
強
盗
行
為
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
権
力
が
ま
だ
ベ
ン
ガ
ル
地
方
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
た
一
八
世
紀

に
も
問
題
と
さ
れ
、
対
策
が
練
ら
れ
て
い
た
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
﹁
法
の
支
配
﹂
を
確
立
し
、
徴
税
制
度
と
裁
判
制
度
を
二
つ
の
柱
と

し
て
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
を
再
編
し
よ
う
と
し
た
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
へ
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
︵
W
arren
H
astings︶
総
督
は
、
イ
ン
ド
の
ダ
コ

イ
ト
は
普
通
の
犯
罪
者
で
は
な
い
の
で
、
司
法
過
程
に
お
け
る
証
拠
の
立
証
に
つ
い
て
も
刑
罰
に
つ
い
て
も
、
特
別
な
措
置
を
と
る
べ

き
だ
と
主
張
し
た
。
一
七
七
二
年
の
裁
判
行
政
一
般
規
則
︵
G
eneralR
egulations
for
the
A
dm
inistration
ofJustice︶
第
三
五
条
に

お
い
て
は
、﹁
ダ
コ
イ
ト
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
者
の
家
族
は
、
国
家
の
奴
隷
と
さ
れ
、
彼
ら
の
村
は
罰
金
を
科
せ
ら
れ
る
﹂
と
い
う
特

別
な
刑
が
指
示
さ
れ
た
。﹁
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
そ
の
集
団
に
属
し
て
い
る
よ
う
な
、
強
盗
を
専
門
に
行
う
集
団
﹂
で
あ
り
、﹁
公
に
悪

評
の
高
い
︵
public
notoriety
︶
﹂
犯
罪
だ
か
ら
で
あ
る

(
)

、
と
。

21

こ
う
し
た
集
団
的
な
強
盗
行
為
に
つ
い
て
の
扱
い
が
さ
ら
に
特
別
視
さ
れ
た
の
は
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
戦
争
に
よ
っ
て
新
し
い
占
領

地
の
拡
大
と
保
護
国
の
範
囲
が
急
速
に
進
ん
だ
、
一
九
世
紀
初
め
の
ベ
ン
テ
ィ
ン
ク
︵
B
entinck
︶
総
督
の
下
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス

の
﹁
至
上
権
︵
param
ountcy
︶
﹂
が
強
く
意
識
さ
れ
、
そ
の
統
治
に
お
い
て
は
﹁
人
間
に
つ
い
て
の
普
遍
的
な
︵
universal︶
基
準
が

実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
考
え
方
が
政
策
に
反
映
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
本
国
で
福
音
主
義
と
功
利
主
義
の
思
想
が
台
頭

し
、
そ
う
し
た
考
え
方
を
学
ん
だ
新
し
い
エ
リ
ー
ト
官
僚
が
、
腐
敗
し
て
赤
字
を
垂
れ
流
し
、
野
蛮
な
統
治
を
野
放
し
に
し
て
い
る
旧

態
依
然
の
、
い
い
か
え
れ
ば
絶
対
王
制
の
重
商
主
義
的
な
遺
物
と
し
て
の
東
イ
ン
ド
会
社
の
経
営
を
本
格
的
に
改
革
し
よ
う
と
し
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
特
に
、﹁
文
明
の
使
命
︵
M
ission
ofC
ivilisation
︶
﹂
と
い
う
概
念
は
、
新
し
い
統
治
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
政
策
を
正

当
化
す
る
言
葉
と
な
っ
た
。

た
と
え
ば
、
タ
グ
と
並
ん
で
こ
の
時
期
の
統
治
者
が
注
視
し
た
の
は
、﹁
サ
テ
ィ
ー
︵
sati︶
﹂
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
亡

く
な
っ
た
夫
の
葬
式
で
、
夫
の
身
体
を
焼
く
火
の
中
に
妻
が
自
分
の
身
を
投
じ
て
殉
死
す
る
と
い
う
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
な
慣
習
で
あ
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る
。
こ
の
サ
テ
ィ
ー
が
、
一
九
世
紀
初
頭
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
軍
事
的
な
進
出
に
比
例
す
る
よ
う
に
激
増
し
、
ベ
ン
ガ
ル
管
区
で
は
一
年

に
数
千
件
を
越
え
る
事
態
と
な
り
、
多
く
の
女
性
が
命
を
失
う
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

勢
力
が
入
り
込
ん
で
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
独
自
の
宗
教
的
な
文
化
を
改
め
て
誇
示
す
る
と
い
う
形
で
の
植
民
地
社
会
の
反
発
だ
と
考

え
ら
れ
た
が
、
ベ
ン
テ
ィ
ン
ク
は
こ
う
し
た
野
蛮
な
行
為
を
イ
ギ
リ
ス
の
﹁
至
上
権
﹂
は
容
認
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
、
一
八
二
九
年

に
は
サ
テ
ィ
ー
廃
止
法
を
発
布
し
、
刑
事
的
な
殺
人
事
件
と
し
て
徹
底
的
に
取
り
締
ま
る
方
策
を
展
開
し
た
。
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス

統
治
に
協
力
し
、
司
法
制
度
に
つ
い
て
法
的
な
助
言
を
行
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
僧
侶
階
級
、
す
な
わ
ち
ブ
ラ
ー
フ

マ
ン
層
か
ら
激
し
い
反
発
を
招
く
こ
と
に
な

(
)

っ
た
。

22

し
か
も
、
亜
大
陸
に
お
け
る
﹁
至
上
権
﹂
を
担
う
政
府
と
し
て
は
、
徴
税
機
構
と
裁
判
制
度
を
整
備
し
、
徴
税
官
で
あ
り
か
つ
裁
判

官
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
人
を
一
人
ず
つ
配
置
す
る
﹁
英
領
イ
ン
ド
︵
B
ritish
India︶
﹂
の
直
轄
地
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
へ
の
恭
順
を

認
め
た
上
で
残
さ
れ
た
現
地
の
王
国
に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
に
﹁
普
遍
的
な
基
準
﹂
、
つ
ま
り
一
般
的
な
﹁
法
の
支
配
︵
rule
of

law
︶
﹂
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
ベ
ン
テ
ィ
ン
ク
は
考
え
た
。﹁
自
然
法
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
文
明
の
必
要
に
よ
っ
て
、

土
着
の
国
家
︵
N
ative
States︶
と
イ
ギ
リ
ス
の
関
係
は
影
響
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
﹂
と
い
う
方
針
で

(
)

あ
る
。
新
し
く
併
合
し
た
直

23

轄
地
で
あ
る
非
正
規
区
︵
non-regulation
districts︶
と
、
会
社
の
政
務
官
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
保
護
国
化
さ
れ
た
藩
王
国

︵
Princely
States︶
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
司
法
と
治
安
の
政
策
を
取
る
べ
き
か
が
、
熱
心
に
検
討
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
藩
王
国

に
お
け
る
残
酷
な
死
刑
が
規
制
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
前
半
に
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
は
ガ
ン
ジ
ス
川
・
ジ
ャ
ム
ナ
川
流
域
の
平
野
地
域
ま
で
急
速
に
拡

大
し
、
新
し
い
占
領
地
域
に
お
い
て
安
定
的
な
治
安
を
樹
立
す
る
た
め
に
は
、
伝
統
的
に
武
装
し
た
勢
力
が
活
動
の
拠
点
と
し
て
き
た

﹁
内
な
る
辺
境
﹂
地
域
を
、
一
刻
も
早
く
平
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ピ
ン
ダ
ー
リ
ー
、
サ
ン
シ
ー
ヤ
ー
、
ダ
コ
イ
ト
、
バ

ン
ジ
ャ
ー
ラ
ー
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
で
呼
ば
れ
る
人
々
が
、
こ
う
し
た
治
安
対
策
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
な
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か
で
も
、
一
般
の
ダ
コ
イ
ト
と
は
違
う
特
異
な
も
の
と
し
て
、
タ
グ
が
警
戒
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
二
九
年
、
タ
グ
の
一
集
団
に
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
た
と
き
、
イ
ン
ド
政
府
の
主
席
秘
書
官
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
タ
グ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
土
着
の
王
族
︵
N
ative
C
hiefs︶
の
所
領
に
住
み
着
い
て
い
る
が
、
統
治
し
て
い
る
主
体
が
さ
ま
ざ
ま

に
異
な
る
地
区
の
住
民
で
あ
る
た
め
、
自
分
の
領
地
で
犯
罪
が
起
こ
っ
た
と
認
め
、
彼
ら
を
処
罰
し
よ
う
と
す
る
主
権
者
あ
る
い
は
君
主
が

存
在
し
な
い
。
だ
か
ら
、
誰
を
も
敵
に
回
す
非
人
間
的
な
怪
物
た
ち
が
、
毎
年
移
動
す
る
ブ
ン
デ
ル
カ
ン
ド
か
ら
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
ま
で
の
地

域
で
、
自
ら
の
手
で
殺
人
を
犯
さ
な
か
っ
た
国
は
な
い
。
彼
ら
は
、
社
会
の
法
な
ど
で
ご
ま
か
さ
れ
ず
に
、
海
賊
の
よ
う
に
捕
え
、
判
決
を

下
し
て
極
刑
に
処
す
必
要
が

(
)

あ
る
。

24

要
す
る
に
、
併
合
し
た
ば
か
り
で
ま
だ
本
格
的
な
直
轄
地
と
し
て
の
統
治
を
行
え
な
い
地
域
や
、
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
戦
争
さ
え
し

か
け
る
か
も
し
れ
な
い
、﹁
信
用
で
き
な
い
﹂
現
地
の
王
族
が
、
タ
グ
の
よ
う
な
犯
罪
者
を
含
め
た
武
装
勢
力
を
飼
い
慣
ら
し
、
彼
ら

を
操
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
利
益
と
安
全
を
脅
か
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
辺
境
政
策
を
条
件
づ
け
た
の
で
あ
る
。
す
で
に

指
摘
し
た
よ
う
に
、
ピ
ン
ダ
ー
リ
ー
と
呼
ば
れ
た
軍
隊
と
し
て
の
武
装
勢
力
は
、
大
規
模
な
掃
討
作
戦
に
よ
っ
て
一
八
二
〇
年
代
に
は

ほ
ぼ
存
在
し
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
軍
を
襲
う
ほ
ど
の
力
は
持
っ
て
い
な
い
が
、
﹁
殺
人
﹂
や
﹁
強
盗
﹂
と
さ
れ
る
犯
罪

行
動
を
と
る
輩
が
出
没
し
続
け
て
い
た
。

し
か
し
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
強
力
な
軍
隊
で
守
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
人
は
ほ
と
ん
ど
襲
撃
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ベ
ン
ガ
ル
地
方
か
ら
ガ
ン
ジ
ス
川
・
ジ
ャ
ム
ナ
川
流
域
を
越
え
て
ブ
ン
デ
ル
カ
ン
ド
や
マ
ル
ワ
ー
地
方
を
通
っ
て
ボ
ン
ベ
イ
へ
抜
け
よ

う
と
す
る
ル
ー
ト
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
仕
え
て
い
る
人
々
︱
︱
東
イ
ン
ド
会
社
軍
に
雇
わ
れ
た
イ
ン
ド
人
兵
士
や
東
イ
ン
ド
会
社
の
事

業
に
関
わ
る
仕
事
を
す
る
銀
行
家
や
商
人
︱
︱
が
通
行
し
、
他
の
金
目
の
も
の
を
持
つ
旅
人
と
と
も
に
、
タ
グ
の
餌
食
に
な
る
こ
と
が
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多
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
﹁
内
な
る
辺
境
﹂
を
通
る
ル
ー
ト
は
ア
ヘ
ン
の
流
通
ル
ー
ト
で
も
あ
り
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
独
占
的
な
貿

易
を
脅
か
し
て
、
地
元
の
王
国
や
武
装
勢
力
が
ア
ヘ
ン
を
取
引
し
て
利
潤
を
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス

側
か
ら
見
れ
ば
、
タ
グ
や
ダ
コ
イ
ト
と
い
っ
た
人
々
と
﹁
信
用
で
き
な
い
﹂
王
族
が
関
わ
っ
て
い
て
、
会
社
と
し
て
は
見
過
ご
せ
な
い

利
益
侵
害
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
一
八
三
二
年
に
ベ
ン
テ
ィ
ン
ク
は
、
次
の
よ
う
な
軍
事
政
策
を
発
表
し
て
い
る
。

第
一
に
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
か
ら
コ
モ
リ
ン
岬
ま
で
、
イ
ン
ド
全
土
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
の
至
上
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

第
二
に
、
こ
の
範
囲
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
権
力
に
少
し
で
も
反
抗
で
き
る
土
着
の
君
主
は
い
な
い
こ
と
。

第
三
に
、
マ
ド
ラ
ス
管
区
︵
the
M
adras
Presidency
︶
に
は
防
衛
す
べ
き
辺
境
︵
frontier︶
は
な
い
こ
と
。

第
四
に
、
同
じ
よ
う
に
ボ
ン
ベ
イ
管
区
︵
the
B
om
bay
Presidency
︶
は
、
シ
ン
ド
︵
Sind
︶
に
接
す
る
領
土
の
一
部
を
除
け
ば
、
境

界
線
が
確
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
…
…
。

第
五
に
、
ベ
ン
ガ
ル
管
区
に
だ
け
は
、
ま
だ
襲
撃
さ
れ
る
怖
れ
の
あ
る
辺
境
が
残
っ
て
い
る
こ
と
。

第
六
に
、
全
イ
ン
ド
が
イ
ギ
リ
ス
の
王
国
で
あ
り
、
三
つ
の
管
区
の
軍
隊
が
一
つ
の
軍
隊
だ
と
す
れ
ば
、
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
ど
れ

ほ
ど
の
軍
隊
が
必
要
か
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
)

こ
と
。

25

し
た
が
っ
て
、
こ
の
政
策
に
従
っ
て
、
三
つ
の
管
区
を
結
ぶ
間
の
地
域
で
、
つ
ま
り
、
タ
グ
や
ダ
コ
イ
ト
が
出
没
す
る
地
域
に
お
い

て
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
直
轄
地
を
越
え
て
、
掃
討
作
戦
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
一
七
︱
一
九
年
に
マ
ラ
ー
タ
王
国
か
ら

奪
っ
て
併
合
し
、﹁
非
正
規
区
﹂
と
し
て
総
督
代
理
︵
the
A
gent
to
the
G
overnor
G
eneral︶
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
サ
ー
ガ
ー
ル
と
ナ

ル
バ
ダ
諸
領
で
は
、
ま
だ
イ
ギ
リ
ス
流
の
﹁
法
と
秩
序
﹂
は
導
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
総
督
代
理
は
総
督
に
あ
て
て
、
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﹁
至
上
権
﹂
の
下
に
﹁
広
大
で
長
期
的
な
連
合
体
﹂
を
作
り
、﹁
タ
グ
鎮
圧
シ
ス
テ
ム
﹂
を
作
る
こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
つ

ま
り
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
直
轄
地
か
ら
タ
グ
を
追
放
し
て
も
解
決
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
領
の
範
囲
を
越
え
、
現
地
の
王
族

の
許
可
も
得
ず
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
タ
グ
掃
討
作
戦
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
統
一
的
な
統
治
様
式
の
樹
立
を
め
ざ
す
総
督
と
占
領
し
た
ば
か
り
の
土
地
で
困
難
を
経
験
し
て
い
る
軍
人
や

役
人
の
声
を
反
映
し
て
、
本
格
的
な
タ
グ
掃
討
作
戦
が
め
ざ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、
後
に
﹁
タ
グ
の
ス
リ
ー
マ
ン
﹂
と
呼
ば

れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｈ
・
ス
リ
ー
マ
ン
︵
W
illiam
H
.Sleem
an
︶
が
、
若
き
軍
人
と
し
て
こ
の
﹁
使
命
﹂
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
彼

は
、
一
八
〇
九
年
に
旗
手
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
イ
ン
ド
に
着
任
し
、
二
人
に
一
人
は
命
を
落
と
し
た
と
言
わ
れ
た
一
八
一
四
︱
一
六

年
の
イ
ギ
リ
ス
と
ネ
パ
ー
ル
間
の
戦
争
に
従
軍
し
た
人
物
で
あ
る
。

こ
の
戦
争
の
後
、
ア
ラ
ハ
バ
ー
ド
と
パ
ル
タ
ブ
ガ
ル
に
赴
任
し
た
が
、
す
ぐ
に
ア
ワ
ド
︵
王
国
︶
の
事
情
に
精
通
し
、
一
八
二
〇
年
に
は

イ
ン
ド
事
情
に
つ
い
て
の
特
殊
な
知
識
と
優
れ
た
言
語
能
力
の
た
め
に
政
治
的
な
役
職
を
与
え
ら
れ
、
サ
ー
ガ
ー
ル
と
ナ
ル
バ
ダ
地
域
を
統

治
す
る
総
督
府
の
助
手
に
任
命
さ
れ
た
。
…
…
お
金
の
た
め
に
未
亡
人
が
市
場
で
競
り
落
と
さ
れ
る
な
ど
、
奇
妙
な
慣
習
が
数
多
く
存
在
す

る
新
し
い
占
領
地
域
で
、
こ
の
若
い
軍
人
は
才
能
を
花
開
か
せ
、
二
年
後
に
は
ネ
ル
ブ
ッ
ダ
渓
谷
の
ナ
ル
シ
ン
グ
プ
ル
地
区
の
責
任
者
の
ポ

ス
ト
を
与
え
ら
れ
、
こ
の
地
区
の
深
刻
な
無
秩
序
を
防
止
し
救
済
す
る
上
で
の
偉
大
な
経
験
を
重

(
)

ね
た
。

26

ス
リ
ー
マ
ン
は
、
一
八
二
八
年
に
は
革
命
で
揺
れ
る
フ
ラ
ン
ス
か
ら
亡
命
し
た
貴
族
の
娘
を
妻
に
迎
え
、
数
年
後
に
は
タ
グ
が
出
没

す
る
よ
う
な
軍
事
基
地
の
中
で
一
人
息
子
を
授
か
っ
て
い
る
。
彼
は
、
辺
境
に
お
け
る
植
民
地
統
治
を
行
う
た
め
の
冒
険
と
探
求
の
精

神
と
と
も
に
、
語
学
能
力
や
人
間
関
係
を
構
築
す
る
能
力
に
溢
れ
た
人
物
だ
っ
た
。
現
地
で
雇
っ
た
助
手
を
連
れ
て
、
妻
と
幼
い
子
ど

も
を
連
れ
て
自
ら
タ
グ
の
活
動
す
る
地
域
に
宿
営
し
な
が
ら
、
タ
グ
を
捉
え
、
タ
グ
を
取
り
調
べ
、
そ
の
過
程
で
タ
グ
と
呼
ば
れ
た
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人
々
に
つ
い
て
の
情
報
収
集
と
本
格
的
な
分
析
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
二
九
年
に
は
総
督
府
に
対
し
て
新
し
い
政
策
を
示
し
た
。

ス
リ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、﹁
ほ
と
ん
ど
の
イ
ン
ド
人
は
、
タ
グ
を
制
圧
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
﹂
し
、
タ
グ
と

は
﹁
ダ
コ
イ
ト
の
よ
う
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
殺
人
と
強
盗
の
た
め
に
た
ま
た
ま
集
ま
っ
た
犯
罪
者
集
団
﹂、
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
に

も
い
る
街
道
を
荒
ら
す
﹁
無
法
者
﹂
だ
と
考
え
て
き
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
ま
っ
た
く
誤
っ
た
捉
え
方
で
あ
り
、﹁
彼
ら
は
特
異
な
カ

ル
ト
集
団
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
残
虐
な
強
盗
殺
人
を
組
織
的
に
行
う
人
々
対
し
て
は
強
力
な
対
抗
策
が
必
要
だ
﹂
と
進
言
し
た
の
で

(
)

あ
る
。

27そ
れ
以
前
に
も
、
イ
ギ
リ
ス
が
保
護
国
化
し
た
現
地
の
王
国
に
お
け
る
治
安
対
策
に
、
総
督
府
が
資
金
と
軍
隊
を
割
く
べ
き
だ
と
い

う
主
張
が
あ
っ
た
が
、
占
領
地
の
拡
大
に
よ
っ
て
直
轄
地
に
お
け
る
行
政
負
担
も
著
し
く
増
大
し
て
い
た
た
め
、
そ
こ
ま
で
は
手
が
回

ら
な
い
と
い
う
理
由
で
、
こ
う
し
た
要
求
は
退
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
亜
大
陸
の
主
要
な
地
域
が
占
領
下
に
お
か
れ
た
一
八
三
〇

年
代
半
ば
に
は
、
ベ
ン
テ
ィ
ン
ク
の
軍
事
政
策
で
謳
わ
れ
た
よ
う
に
、
広
域
的
な
治
安
の
確
保
が
最
重
要
の
課
題
と
な
り
、
ス
リ
ー
マ

ン
の
提
案
を
受
け
た
形
で
、
具
体
的
に
予
算
措
置
と
権
限
賦
与
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
政
務
省
︵
the
PoliticalD
epart-

m
ent︶
の
一
部
に
特
別
な
警
察
組
織
と
し
て
﹁
タ
グ
・
ダ
コ
イ
ト
省
︵
the
T
hagiand
D
acoity
D
epartm
ent︶
﹂
が
設
け
ら
れ
、
一
八

三
六
年
に
は
﹁
タ
グ
法
﹂
と
通
称
さ
れ
た
一
八
三
六
年
Ｘ
Ｘ
Ｘ
法
が
制
定
さ
れ
、
﹁
タ
グ
掃
討
作
戦
︵
the
T
hugee
C
am
paign
︶
﹂
の

組
織
的
な
基
盤
が
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
一
条
で
は
、﹁
こ
の
法
律
の
制
定
さ
れ
る
前
で
あ
れ
後
で
あ
れ
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
領
土
の
中
で
あ
れ
外
で
あ
れ
、
タ
グ
と
い
う

ギ
ャ
ン
グ
に
所
属
す
る
と
証
明
さ
れ
た
者
は
、
終
身
刑
と
重
労
働
の
罰
を
受
け
る
﹂
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
条
文
の
中
で

は
﹁
タ
グ
﹂
と
は
何
か
を
明
確
に
定
義
し
て
お
ら
ず
、
実
際
に
は
法
の
執
行
過
程
で
取
り
締
ま
る
側
が
﹁
タ
グ
﹂
と
見
な
せ
ば
、
ど
ん

な
種
類
の
﹁
犯
罪
者
﹂
も
こ
の
法
の
対
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
条
文
通
り
に
裁
判
を
行

う
な
ら
ば
、﹁
タ
グ
﹂
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
条
件
は
、
あ
る
個
人
が
個
別
の
事
件
を
犯
し
た
こ
と
を
立
証
し
な
く
て
も
、
﹁
タ
グ
﹂
と
見
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な
さ
れ
る
特
定
の
﹁
ギ
ャ
ン
グ
︵
gang
︶
﹂
の
一
員
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
れ
ば
よ
い
、
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
要
す
る
に
、
政
府

側
は
、
共
犯
者
と
し
て
の
仲
間
の
証
言
に
基
づ
い
て
、
訴
追
さ
れ
る
者
が
タ
グ
と
い
う
犯
罪
者
集
団
に
属
す
か
ど
う
か
を
確
認
す
れ
ば

よ
い
の
で
あ
り
、
タ
グ
で
あ
る
こ
と
に
科
さ
れ
た
終
身
刑
と
い
う
刑
罰
の
重
さ
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
非
常
に
安
易
な
方
法
だ
っ

た
。
し
か
も
、
ム
ガ
ー
ル
時
代
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
が
現
地
社
会
の
刑
法
の
基
準
と
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
く
﹁
命
令
︵
fatw
a︶
﹂
が
必

要
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
も
の
は
否
定
さ
れ
、
ど
の
地
区
で
も
イ
ギ
リ
ス
の
法
執
行
機
関
が
裁
判
を
管
轄
で
き
る
と
規
定
し
て

(
)

い
た
。

28そ
れ
で
は
、
こ
う
ま
で
大
騒
ぎ
さ
れ
た
﹁
タ
グ
﹂
と
は
ど
う
い
う
人
々
だ
っ
た
の
か
。
タ
グ
の
話
に
怖
い
も
の
見
た
さ
の
魅
力
を
与

え
た
の
は
、
彼
ら
の
不
思
議
な
慣
習
に
つ
い
て
の
情
報
だ
っ
た
。
こ
の
集
団
に
は
数
百
の
﹁
秘
密
の
言
語
と
合
図
﹂
が
あ
り
、
た
と
え

ば
仲
間
の
一
人
が
﹁
煙
草
を
持
っ
て
き
て
︵
tabako
lao︶
﹂
と
い
う
言
葉
を
言
う
と
、
狙
っ
た
﹁
獲
物
﹂
を
殺
す
合
図
と
な
り
、
一
瞬

の
う
ち
に
ス
カ
ー
フ
で
犠
牲
者
た
ち
を
絞
め
殺
し
た
と
い
う
。
ス
リ
ー
マ
ン
は
、
彼
ら
は
﹁
ラ
ー
マ
ー
セ
ー
ア
ー
ナ
︵
R
am
aseeana︶
﹂

と
呼
ば
れ
る
独
自
の
言
語
を
使
っ
て
い
た
と
し
て
、
タ
グ
語
の
辞
書
を
作
っ
た
。
ま
た
、
土
地
の
人
々
に
根
付
い
て
い
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
的
な
宗
教
儀
式
を
行
い
、
神
を
信
仰
す
る
人
々
だ
っ
た
。
女
神
カ
ー
リ
ー
や
そ
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
女
神
に
、
真
面
目
な
祈
り
を
捧

げ
た
上
で
女
神
の
思
し
召
し
だ
と
し
て
強
盗
殺
人
を
行
い
、
事
件
の
後
は
も
と
も
と
清
め
て
お
い
た
特
定
の
場
所
に
犠
牲
者
を
埋
め
る

と
い
う
儀
式
は
、﹁
タ
グ
﹂
に
﹁
殺
人
的
な
秘
密
結
社
﹂
の
神
秘
性
を
与
え
た
。
囚
人
と
な
っ
た
﹁
タ
グ
﹂
た
ち
は
取
り
調
べ
に
対
し
、

口
を
揃
え
て
、﹁
タ
グ
﹂
は
、
女
神
に
守
ら
れ
、
技
術
や
名
誉
や
冒
険
を
伴
う
ま
と
も
な
﹁
仕
事
︵
business︶
﹂
で
あ
り
、
け
っ
し
て

﹁
泥
棒
︵
theft︶
﹂
で
は
な
い
と
主
張
し
、
強
盗
し
て
得
た
金
品
が
多
い
か
少
な
い
か
は
ま
っ
た
く
問
題
で
は
な
い
と
告
白
し
て

(
)

い
た
。

29

た
だ
し
、
タ
グ
が
他
の
武
装
し
た
強
盗
や
盗
賊
と
そ
こ
ま
で
異
な
っ
た
人
々
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
肝
心
な
問
い
に
は
実
は
明
確
な

答
え
が
な
い
。
治
安
対
策
と
し
て
別
個
に
考
え
ら
れ
た
部
分
が
あ
っ
て
も
、
タ
グ
は
ダ
コ
イ
ト
と
限
り
な
く
重
な
る
人
々
で
あ
り
、
し

か
も
ピ
ン
ダ
ー
リ
ー
や
サ
ン
シ
ヤ
ー
や
バ
ン
ジ
ャ
ー
ラ
ー
と
も
類
似
性
の
あ
る
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
で
あ
っ
た
。
現
地
の
王
権
や
農
民
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の
社
会
と
は
対
立
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
共
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
タ
グ
を
し
て
い
な
い
と
き
に
は
、
彼
ら
は
農
民
に

戻
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
特
定
の
カ
ー
ス
ト
や
部
族
に
属
す
人
々
が
組
織
し
た
の
で
は
な
く
、
出
自
の
多
様
な
集
団
だ
っ

た
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ー
ス
ト
や
部
族
や
宗
教
を
基
礎
に
階
層
的
秩
序
を
構
成
し
て
い
る
農
村
社
会
の
外
縁
で
活
動
し
て
い
た

人
々
の
集
団
だ
っ
た
。

ス
リ
ー
マ
ン
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
タ
グ
と
は
通
常
の
﹁
犯
罪
者
﹂
で
は
な
く
、
農
耕
作
業
の
少
な
い
﹁
休
み
の
時
期
に
は
定
か
な
動

機
も
な
く
出
会
い
頭
に
殺
人
を
す
る
が
、
普
段
は
責
任
の
あ
る
尊
敬
さ
れ
る
立
場
に
い
る
模
範
的
な
市
民
・
夫
・
親
で
あ
っ
た
﹂。
し

か
も
、
犯
罪
の
た
め
だ
け
に
集
ま
っ
た
集
団
と
は
い
え
ず
、
長
い
間
と
も
に
暮
ら
す
仲
間
た
ち
で
、
親
が
子
に
﹁
世
襲
の
専
門
的
な
仕

事
﹂
と
し
て
知
識
と
技
術
を
伝
え
た
。
短
い
間
だ
け
自
分
た
ち
の
村
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
見
知
ら
ぬ
人
々
に
強
盗
殺
人
を
行

う
が
、
事
件
後
は
儲
け
を
分
け
合
っ
て
、
分
け
前
に
預
か
っ
た
人
々
か
ら
支
援
や
協
力
を
受
け
た
。
そ
し
て
農
繁
期
に
は
、
村
に
帰

り
、
い
つ
も
通
り
の
農
民
の
暮
ら
し
に
戻
っ
た
。

タ
グ
を
こ
の
よ
う
に
﹁
理
解
し
た
﹂
最
初
の
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
る
ス
リ
ー
マ
ン
が
、
彼
ら
を
制
圧
し
て
処
罰
す
る
﹁
科
学
的
﹂
な
掃

討
作
戦
を
主
張
し
た
最
初
の
人
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
リ
ー
マ
ン
の
見
出
し
た
独
自
の
取
り
調
べ
方
法
は
、
法
律
の
中
に
も
採
用

さ
れ
た
が
、
捕
え
た
タ
グ
の
中
か
ら
﹁
証
言
者
︵
approver︶
﹂
を
選
び
出
し
、
彼
ら
を
雇
っ
て
仲
間
に
つ
い
て
の
証
言
を
さ
せ
、
芋

蔓
式
に
つ
か
ま
え
る
と
い
う
も
の
だ

(
)

っ
た
。
皮
肉
に
も
、﹁
証
言
者
﹂
は
共
犯
者
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
信
用
に
足
る
証
言
を
す
る
と
み

30

な
さ
れ
、
か
つ
て
の
仲
間
が
処
刑
さ
れ
て
も
自
ら
は
罪
を
許
さ
れ
て
生
き
残
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
タ
グ
に
つ
い
て
の
諜
報
活
動

を
す
る
た
め
に
東
イ
ン
ド
会
社
の
職
員
と
し
て
給
料
を
も
ら
い
、
宿
舎
を
提
供
さ
れ
る
者
も
多
か
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
捕
え
ら
れ
た
タ
グ
は
、
彼
ら
を
処
刑
す
る
立
場
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
見
て
も
、
惨
め
な
犯
罪
者
と
か
裏
切
り
者
に
は
見
え

な
い
人
々
だ
っ
た
。
前
稿
で
挙
げ
た
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
の
概
念
を
当
て
は
め
れ
ば
、
地
元
の
﹁
社
会
的
な
盗
賊
︵
socialbandit︶
﹂
と
し

て
、
人
心
を
惹
き
つ
け
る
力
を
持
つ
者
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
貴
族
や
騎
士
の
よ
う
な
気
品
を
持
ち
、
優
雅
な
身
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の
こ
な
し
が
で
き
て
、
真
摯
な
信
仰
心
や
﹁
威
厳
と
男
ら
し
さ
﹂
を
備
え
て
、
信
頼
と
尊
敬
に
値
す
る
人
々
に
見
え
た
と
、
ス
リ
ー
マ

ン
だ
け
で
な
く
、
タ
グ
・
ダ
コ
イ
ト
省
で
取
り
調
べ
を
行
っ
た
数
々
の
軍
人
や
役
人
が
記
録
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
々
が
、﹁
タ
グ

と
し
て
の
仕
事
は
女
神
様
に
命
じ
ら
れ
て
行
っ
た
自
分
た
ち
の
使
命
で
あ
る
﹂
と
語
り
、
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
、
処
刑
さ
れ
、
彼
ら
の

家
族
も
捕
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
が
占
領
す
る
以
前
の
時
代
に
は
、
タ
グ
や
そ
の
他
の
武
装
し
て
移
動
す
る
人
々
の
存
在
を
前
提
に
、
王
権
や
帝
国
が
統
治

を
成
立
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
権
力
は
そ
う
し
た
人
々
の
存
在
を
許
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
﹁
文
明
的
﹂
だ
と
自
称
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
ほ
う
が
、
彼
ら
と
彼
ら
の
家
族
に
対
し
て
残
酷
な
極
刑
を
課
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
﹁
文
明
の
使
者
﹂
で
あ
る
外
国
人
の
政
府
が
タ
グ
を
犯
罪
者
と
し
て
絞
首
刑
と
し
た
と
き
、
そ
れ
は
﹁
奔
放
な
見
せ
物

︵
tam
asha︶
﹂
と
な
っ
て
、
祭
り
の
よ
う
に
集
ま
っ
た
群
衆
を
興
奮
さ
せ
た
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ッ
バ
ー
ル
プ
ル
と
サ
ー
ガ
ー

ル
で
は
一
八
三
〇
︱
三
二
年
に
一
四
六
人
の
タ
グ
の
処
刑
が
行
わ
れ
、
こ
の
数
自
体
よ
り
も
、
タ
グ
た
ち
が
処
刑
の
前
の
晩
に
大
騒
ぎ

を
し
、
死
刑
台
で
は
威
勢
よ
く
ロ
ー
プ
に
ぶ
ら
下
が
っ
た
り
し
た
た
め
、
見
る
者
た
ち
は
タ
グ
の
邪
気
が
死
後
に
戻
っ
て
く
る
と
怖
が

っ
た
と

(
)

い
う
。

31

こ
の
よ
う
な
タ
グ
の
行
動
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
軍
人
や
役
人
に
は
な
か
な
か
理
解
し
が
た
い
も
の
だ
っ
た
が
、
タ
グ
と
さ
れ
た
人
々
の

側
か
ら
見
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
雇
い
主
が
地
元
の
領
主
か
ら
東
イ
ン
ド
会
社
に
変
わ
っ
て
、
新
し
い
雇
い
主
の
﹁
敵
﹂
に
つ
い
て
の
情

報
を
提
供
す
る
こ
と
が
﹁
仕
事
﹂
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
タ
グ
に
つ
い
て
の
﹁
科
学
的
﹂

で
行
政
的
な
﹁
知
識
﹂
は
、
鎮
圧
の
有
効
な
手
段
を
提
供
し
、
一
八
四
〇
年
代
末
に
は
﹁
タ
グ
殲
滅
宣
言
﹂
が
出
さ
れ
て
、
イ
ギ
リ
ス

の
偉
業
と
し
て
自
画
自
賛
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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第
四
節

﹁
山
の
民
﹂
の
反
乱

以
上
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
権
力
は
﹁
危
険
な
犯
罪
者
﹂
と
し
て
認
識
し
た
﹁
タ
グ
﹂
や
﹁
ダ
コ
イ
ト
﹂
に
対
し
て
厳
し

い
取
締
り
を
行
い
、
近
代
的
な
法
と
裁
判
制
度
の
下
で
の
﹁
平
和
﹂
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
。
武
装
集
団
に
よ
る
﹁
古
い
﹂
型
の
略
奪

や
殺
人
は
、
新
し
い
秩
序
に
反
す
る
も
の
と
し
て
鎮
圧
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
側
が
一
律

に
﹁
犯
罪
﹂
と
意
味
づ
け
て
も
、
す
で
に
そ
の
一
部
を
紹
介
し
た
よ
う
に
、
武
装
し
た
人
々
の
行
動
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
主
体
や
方
法
も

区
別
し
に
く
く
、
農
民
や
部
族
民
の
﹁
武
装
抵
抗
﹂
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
も
起
こ
っ
た
。

一
九
世
紀
前
半
に
は
大
き
な
農
民
反
乱
や
部
族
反
乱
が
い
く
つ
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
マ
ラ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
の
ハ
ー
ル
デ
ー
シ
ュ

に
お
け
る
一
八
一
八
︱
三
一
年
の
ビ
ー
ル
の
反
乱
、
チ
ョ
ー
タ
ー
・
ナ
ー
グ
プ
ル
と
呼
ば
れ
る
ベ
ン
ガ
ル
州
西
部
か
ら
ビ
ハ
ー
ル
州
南

部
の
山
岳
地
帯
に
お
け
る
一
八
三
一
︱
三
二
年
の
コ
ー
ル
の
反
乱
と
サ
ン
タ
ー
ル
人
に
よ
る
一
八
五
五
︱
五
六
年
の
反
乱
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
れ
ら
と
と
も
に
列
挙
さ
れ
る
の
が
、
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
農
民
の
反
乱
で
あ
り
、
テ
ィ
ト
ゥ
・
ミ
ア
ン
の
率
い
た
一

八
三
〇
︱
四
〇
年
代
の
反
乱
、
そ
し
て
一
八
五
九
︱
六
二
年
の
ベ
ン
ガ
ル
藍
一
揆
で

(
)

あ
る
。

32

イ
ギ
リ
ス
は
、
軍
事
的
に
も
経
済
的
に
も
急
速
に
内
陸
部
に
進
出
し
、
鉄
道
や
運
河
の
建
設
を
行
い
、
藍
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
世
界
市
場
向
け
の
商
品
作
物
の
生
産
を
促
進
し
た
。
農
村
で
は
安
定
的
な
統
治
体
制
を
形
成
す
る
た
め
に
、
﹁
永
久
土
地
査
定

︵
Perm
anent
Settlem
ent︶
﹂
を
実
施
し
て
土
地
の
実
態
を
調
査
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
土
地
所
有
の
権
利
を
設
定
し
、
収
穫
高
に
比

例
し
た
税
率
を
確
定
し
た
。
新
し
く
任
命
さ
れ
た
﹁
徴
税
官
︵
C
ollector︶
﹂
と
、
彼
が
兼
務
す
る
﹁
裁
判
官
︵
M
agistrate︶
﹂
の
下

に
、
農
村
の
一
般
的
な
行
政
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ム
ガ
ー
ル
皇
帝
よ
り
土
地
徴
税
権
を
与
え
ら
れ
、
裁
判
権
も

与
え
ら
れ
て
い
た
領
主
的
な
権
力
者
と
し
て
の
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
で
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
﹁
地
主
︵
landow
n-

er︶
﹂
と
し
て
の
立
場
に
変
え
ら
れ
て
、
政
治
的
な
権
力
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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そ
れ
ま
で
の
時
代
に
は
、
ム
ガ
ー
ル
帝
国
の
下
に
あ
る
か
、
よ
り
独
立
性
を
高
め
た
王
族
の
下
に
あ
る
か
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
そ

の
土
地
に
住
む
人
々
の
織
り
な
す
社
会
関
係
と
そ
れ
を
支
え
る
慣
習
に
基
づ
い
て
、
政
治
的
な
権
力
や
経
済
的
な
配
分
が
決
め
ら
れ
て

い
た
。
村
で
生
産
さ
れ
る
収
穫
物
や
そ
の
労
働
力
に
対
す
る
取
り
分
は
、
皇
帝
や
王
族
、
寺
や
寺
院
、
さ
ら
に
村
の
ジ
ャ
ジ
マ
ー
ニ
ー

制
度
に
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
ー
ス
ト
集
団
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
一
九
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た

﹁
前
近
代
的
﹂
な
体
制
を
変
え
な
い
限
り
、
イ
ン
ド
の
発
展
は
望
め
な
い
と
考
え
、
農
村
に
民
法
的
な
土
地
の
所
有
権
を
持
ち
込
む
こ

と
を
改
革
の
目
玉
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
土
地
も
労
働
も
金
銭
に
換
算
さ
れ
る
所
有
物
に
変
え
ら
れ
た
。
農
村
に
は
、
借
金
の
カ
タ
に

担
保
と
し
て
の
土
地
を
取
り
上
げ
て
新
し
く
地
主
に
な
る
金
貸
し
や
商
人
、
イ
ギ
リ
ス
人
や
彼
ら
の
下
で
働
く
イ
ン
ド
の
役
人
や
軍
人

と
い
う
新
し
い
種
類
の
人
々
が
登
場
し
た
。

こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
農
村
の
民
衆
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
農
村
社
会
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
暮
ら
し
を
営
ん
で
き
た

﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
に
も
、
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
。
産
業
革
命
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
が
イ
ン
ド
に
持
ち
込
ん
だ
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ

ャ
ー
と
し
て
の
鉄
道
や
運
河
の
建
設
や
、
新
し
い
農
業
生
産
の
た
め
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で
﹁
内
陸

の
辺
境
﹂
と
し
て
権
力
の
外
に
置
か
れ
て
き
た
乾
燥
地
帯
や
広
大
な
森
を
開
拓
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
の
労
働
力
も
こ
の
地

域
に
暮
ら
す
﹁
山
の
民
﹂
か
ら
調
達
す
る
政
策
が
取
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
民
衆
の
反
発
も
起

こ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
例
を
、﹁
サ
ン
タ
ー
ル
人
の
反
乱
﹂
を
分
析
し
た
ラ
ナ
ジ
ッ
ト
・
グ
ハ
の
有
名
な
研
究
か
ら
引
き
出
し
て
み

(
)

よ
う
。

33サ
ン
タ
ー
ル
人
が
住
ん
で
い
た
チ
ョ
ー
タ
ー
・
ナ
ー
グ
プ
ル
は
、
亜
大
陸
の
東
部
か
ら
西
に
向
か
っ
て
内
陸
部
に
入
っ
て
い
く
と
こ

ろ
に
連
な
る
山
岳
地
帯
で
あ
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
か
ら
の
﹁
ア
ー
リ
ア
人
の
侵
入
﹂
以
来
、
中
央
ア
ジ
ア
や
西
ア
ジ
ア
か
ら
武
力
の

優
っ
た
勢
力
が
移
動
し
て
く
る
と
、
古
く
か
ら
こ
の
地
域
に
居
住
し
て
い
た
人
々
は
次
第
に
平
地
か
ら
山
岳
地
帯
に
追
い
や
ら
れ
る
こ

と
に
な

(
)

っ
た
。
し
か
も
、
山
岳
の
人
々
は
、
遊
牧
や
焼
き
畑
農
法
に
よ
る
耕
作
を
行
い
、
一
カ
所
に
集
住
す
る
と
い
う
形
で
は
な
く
、

34
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か
な
り
広
大
な
地
域
の
山
岳
部
に
住
み
、
移
動
生
活
を
続
け
て
い
た
。
独
自
の
言
語
を
持
つ
サ
ン
タ
ー
ル
人
は
、
そ
う
し
た
中
で
は
数

百
万
人
に
も
上
る
か
な
り
大
き
な
集
団
を
な
し
、
オ
ー
ス
ト
ロ
＝
ア
ジ
ア
語
族
に
属
す
他
の
集
団
と
し
て
の
ム
ン
ダ
人
や
オ
ラ
ー
オ
ン

人
と
と
も
に
こ
の
地
域
に
住
ん
で

(
)

い
た
。

35

東
イ
ン
ド
会
社
が
持
ち
込
ん
だ
資
本
主
義
的
な
経
済
変
動
の
過
程
で
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
所
有
主
が
登
場
し
、

藍
・
綿
花
・
茶
な
ど
の
商
品
作
物
を
生
産
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
は
農
地
で
は
な
か
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
の
土
地
を
開
拓
し
始
め

た
。
さ
ら
に
、﹁
平
地
の
人
々
﹂
︱
︱
﹁
山
の
民
﹂
か
ら
見
れ
ば
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
、
こ
と
に
経
済
的
に
進
ん
だ
カ
ル
カ
ッ
タ
な
ど
ベ
ン

ガ
ル
地
方
か
ら
来
た
人
々
︱
︱
が
、
土
地
を
買
っ
て
新
し
い
地
主
と
な
り
、
商
人
・
金
貸
し
と
し
て
入
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
新
し
い
経
済
を
動
か
す
た
め
に
、
東
イ
ン
ド
会
社
や
そ
の
鉄
道
会
社
の
社
員
が
滞
在
し
、
彼
ら
を
保
護
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
役

人
・
警
官
・
兵
士
、
彼
ら
に
雇
わ
れ
た
余
所
者
の
イ
ン
ド
人
が
入
り
込
ん
で
き
た
。
こ
う
し
た
変
化
の
過
程
で
、
サ
ン
タ
ー
ル
の
人
々

は
、
他
の
﹁
山
の
民
﹂
に
比
べ
て
数
も
多
く
、
平
地
の
社
会
に
近
い
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
た
だ
け
で
な
く
、
優
秀
な
勤
労
者
と
し
て
の

資
質
を
評
価
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
耕
作
民
や
鉄
道
建
設
労
働
者
と
し
て
早
く
か
ら
動
員
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

反
乱
の
一
〇
年
後
に
、
Ｗ
・
ハ
ン
タ
ー
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
人
官
僚
は
﹃
ベ
ン
ガ
ル
農
村
誌
﹄
に
書
い
た
文
章
の
中
で
、
反
乱
前
の
時

代
、
す
な
わ
ち
東
イ
ン
ド
会
社
が
こ
の
地
域
を
﹁
直
接
統
治
﹂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
六
〇
年
間
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。
農
耕
地
を
広
げ
る
た
め
に
、
一
七
九
二
年
以
後
は
一
〇
年
ご
と
に
土
地
の
査
定
を
行
い
、
サ
ン
タ
ー
ル
人
を
農
業
労
働
者
と
し
て

使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
三
二
年
に
は
、
煉
瓦
の
柱
で
周
囲
か
ら
仕
切
ら
れ
た
囲
い
込
み
地
を
作
り
、
敵
対
す
る
他
の
部
族
か
ら
の

嫌
が
ら
せ
な
し
に
、
サ
ン
タ
ー
ル
人
が
処
女
地
や
密
林
に
﹁
植
民
﹂
で
き
る
政
策
を
と
っ
た
。
ベ
ン
ガ
ル
の
藍
工
場
で
サ
ン
タ
ー
ル
人

を
労
働
者
と
し
て
働
か
せ
、
一
八
五
四
年
に
は
鉄
道
建
設
に
何
千
も
の
サ
ン
タ
ー
ル
人
を
動
員
し
た
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
進
出

は
、
サ
ン
タ
ー
ル
人
の
暮
ら
し
方
を
抜
本
的
に
変
え
、
反
乱
直
前
に
は
、
鉄
道
敷
設
の
大
き
な
事
業
が
実
施
さ

(
)

れ
た
。

36

グ
ハ
は
、
そ
う
し
た
変
化
へ
の
反
発
が
、
一
八
五
五
年
の
反
乱
と
な
っ
た
と
解
釈
す
る
。
当
時
、
東
イ
ン
ド
鉄
道
に
勤
め
て
シ
ュ
リ
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コ
ン
ド
に
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
が
、
会
社
の
同
僚
と
植
民
地
の
政
府
に
、
次
の
よ
う
な
文
面
で
反
乱
の
勃
発
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
日
、

サ
ン
タ
ー
ル
人
の
農
民
と
警
察
の
一
部
隊
が
衝
突
し
、
警
部
︵
daroga
ダ
ロ
ー
ガ
︶
が
殺
害
さ
れ
た
。
会
社
の
社
員
は
次
の
よ
う
に
伝

え
て
い
る
。﹁
八
マ
イ
ル
ほ
ど
離
れ
た
場
所
に
四
千
人
か
ら
五
千
人
と
い
う
大
勢
の
サ
ン
タ
ー
ル
人
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

み
な
弓
矢
・
曲
が
り
刀
・
槍
な
ど
で
武
装
し
、
周
囲
の
西
欧
人
を
攻
撃
し
、
襲
い
か
か
り
、
殺
そ
う
と
企
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
﹂。
な
ぜ
事
件
が
起
こ
っ
た
か
と
い
う
と
、﹁
サ
ン
タ
ー
ル
人
の
神
々
の
ひ
と
り
が
、
人
間
の
形
を
と
っ
て
こ
の
近
辺
に
姿
を
現

し
、
こ
の
神
が
王
と
し
て
イ
ン
ド
の
こ
の
付
近
一
帯
を
治
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
神
が
サ
ン
タ
ー
ル
人
に
下
し
た
命

令
は
、
周
辺
に
い
る
す
べ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
有
力
な
イ
ン
ド
人
を
捕
ら
え
て
殺
せ
と
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
﹂。
そ
し
て
、

こ
の
手
紙
の
主
は
、
駐
屯
地
か
ら
の
軍
隊
の
支
援
を
依
頼

(
)

し
た
。

37

つ
ま
り
、
武
装
し
た
サ
ン
タ
ー
ル
人
が
、
自
分
た
ち
の
神
の
統
治
す
る
国
を
作
る
と
宣
言
し
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
彼
ら
に
協
力
す
る
イ

ン
ド
人
の
支
配
階
級
に
対
し
て
戦
い
を
挑
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
﹁
宣
戦
布
告
﹂
の
後
、
サ
ン
タ
ー
ル
人
の
武
装
勢
力
は
、
東
部
の
三

つ
の
県
か
ら
数
週
間
に
わ
た
っ
て
イ
ギ
リ
ス
人
支
配
者
を
追
い
出
し
、
植
民
地
軍
と
鉄
道
・
電
報
網
に
抗
し
て
、
五
ヶ
月
も
の
あ
い
だ

こ
の
地
域
の
占
領
を
続
け
、
一
時
は
カ
ル
カ
ッ
タ
周
辺
に
迫
る
軍
勢
と
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
翌
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
が
軍
事
的
に

制
圧
し
、
首
謀
者
を
捕
え
、
裁
判
に
か
け
て
処
罰
し
た
。

指
導
的
な
人
物
だ
っ
た
シ
ド
ゥ
ー
は
裁
判
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
村
の
﹁
マ
ン
ジ
ー
た
ち
と
パ
ル
ガ
ナ
ー
の
人
た
ち
は
私

の
ベ
ラ
ン
ダ
に
集
ま
り
、
二
ヶ
月
相
談
し
た
﹂。﹁
神
が
天
か
ら
車
輪
の
形
で
降
臨
し
、﹃
領
主
と
警
部

ダ
ロ
ー
ガ

と
金
貸
し

マ
ハ
ー
ジ
ャ
ン

を
殺
せ
。
そ
う
す
れ

ば
、
正
義
と
父
母
を
手
に
で
き
る
だ
ろ
う
﹄
と
語
り
﹂、
天
に
戻
っ
た
。
そ
の
後
、
神
と
と
も
に
紙
が
落
ち
て
き
て
、﹁
私
は
文
字
が
読

め
な
か
っ
た
が
、
チ
ャ
ン
ド
と
セ
ヘ
リ
ー
と
ド
ー
メ
が
読
ん
だ
。
そ
し
て
言
っ
た
。﹃
金
貸
し
と
戦
え
、
そ
の
と
き
あ
な
た
は
正
義
を

手
に
す
る
、
と
神
は
あ
な
た
に
伝
え
て

(
)

い
る
﹄﹂、
と
。
ま
た
、
も
う
も
う
一
人
の
指
導
者
カ
ヌ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
証
言
し
た
と
記
述

38

さ
れ
て
い
る
。

立教法学 第 77号（2009)

212



一
頭
の
雄
牛
の
す
く
だ
け
の
耕
地
分
一
ア
ー
ナ
ー
を
地
税
と
し
て
払
う
よ
う
、
神
は
サ
ン
タ
ー
ル
人
に
命
令
し
た
。
一
頭
の
バ
ッ
フ
ァ
ロ

ー
の
す
く
耕
地
分
に
つ
い
て
は
二
ア
ー
ナ
ー
で
あ
る
。
真
理
の
王
国
が
始
ま
り
、
真
理
の
正
義
が
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
、
真
理
を
語
ら
な
い
者

は
地
上
に
生
き
残
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
金
貸
し
は
大
き
な
罪
を
犯
し
、︵
イ
ギ
リ
ス
人
の
ご
主
人
様
と
し
て
の
︶
サ
ー
ヒ
ブ
と

そ
の
部
下
た
ち
は
す
べ
て
を
駄
目
に
し
た
。
こ
の
点
で
サ
ー
ヒ
ブ
は
非
常
に
大
き
な
罪
を
犯
し
た
の
だ
。
県
長
官
に
報
告
す
る
人
々
や
県
長

官
の
た
め
に
事
件
を
調
査
す
る
人
々
は
、
我
々
を
酷
い
目
に
あ
わ
せ
て
七
〇
か
ら
八
〇
ル
ピ
ー
を
受
け
取
る
。
こ
の
点
で
サ
ー
ヒ
ブ
が
罪
を

犯
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
神
は
私
に
命
令
し
て
言
っ
た
、
こ
の
国
は
サ
ー
ヒ
ブ
の
も
の
で
は
な
い

(
)

、
と
。

39

そ
し
て
、﹁
正
義
﹂
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
サ
ン
タ
ー
ル
人
は
神
に
守
ら
れ
て
い
る
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
で
戦

っ
て
も
、
サ
ン
タ
ー
ル
人
は
そ
の
弾
に
撃
た
れ
る
こ
と
は
な
い
﹂、
な
ぜ
な
ら
﹁
神
自
身
が
戦
う
か
ら
で
あ
る
﹂。
け
れ
ど
も
、
戦
い
の

結
果
、
サ
ン
タ
ー
ル
人
は
大
敗
北
を
喫
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
﹁
軍
隊
が
来
て
、
我
々
は
戦
っ
た
。
…
…
後
に
我
々
の
側
の
男
た
ち
が

倒
れ
る
の
を
見
て
、
我
々
も
軍
隊
に
二
度
攻
撃
を
し
か
け
、
一
度
は
彼
ら
を
退
却
さ
せ
た
。
そ
し
て
私
は
神
を
讃
え
た
。
…
…
後
に
た

く
さ
ん
の
弾
が
飛
ん
で
き
て
、
シ
ド
ゥ
ー
も
私
も
傷
を
負
っ
た
。
神
タ
ー
ク
ル
は
、
︵
イ
ギ
リ
ス
人
の
持
つ
︶﹃
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
の
中
か

ら
水
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
﹄
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
の
軍
隊
は
罪
を
犯
し
た
が
ゆ
え
に
神
の
予
言
は
実
現
せ
ず
、
八
〇
人
の
サ
ン
タ

ー
ル
人
が
殺
さ

(
)

れ
た
﹂。
要
す
る
に
、
軍
事
力
の
差
で
は
な
く
、
信
仰
の
弱
さ
ゆ
え
に
負
け
た
の
だ
、
と
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
対
照

40

的
に
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
神
と
い
う
も
の
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
サ
ン
タ
ー
ル
人
の
戦
い
を
理
解
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
﹁
無
知
で
迷
信
的
な

サ
ン
タ
ー
ル
人
﹂
が
、
他
所
か
ら
来
た
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
の
狂
信
主
義
者
﹂
に
だ
ま
さ
れ
て
、
﹁
手
を
つ
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
宗
教
的
な

気
違
い
沙
汰
﹂
を
起
こ
し
た
と
解
釈

(
)

し
た
。

41

ハ
ン
タ
ー
は
、
帝
国
官
僚
と
し
て
、
サ
ン
タ
ー
ル
人
の
反
乱
に
つ
い
て
歴
史
的
に
振
り
返
り
、
ビ
ル
ブ
ム
地
域
に
住
ん
で
い
た
サ
ン

タ
ー
ル
人
の
姿
を
﹁
高
貴
な
野
蛮
人
︵
noble
savage︶
﹂
と
し
て
記
述
し
た
論
文
を
﹃
カ
ル
カ
ッ
タ
評
論
﹄
に
載
せ
た
。
そ
れ
に
よ
る
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と
、
彼
ら
は
古
く
か
ら
の
暮
ら
し
を
守
ろ
う
と
、

﹁
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
人
た
ち
か
ら
で
き
る
だ
け
離
れ

て
暮
ら
そ
う
﹂
と
し
て
き
た
。
だ
か
ら
、
平
地
の

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
な
農
村
社
会
の
経
済
活
動
に
は
染

ま
っ
て
お
ら
ず
、
原
始
的
な
固
有
の
文
化
を
身
に

つ
け
た
、
尊
敬
す
べ
き
人
々
で
あ
る
。
サ
ン
タ
ー

ル
人
は
、﹁
農
村
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
よ
う
に
、
ど

ん
底
ま
で
品
格
を
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な

い
﹂。
﹁
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
女
性
の
よ
う
に
お
ず
お
ず
と

内
に
こ
も
る
よ
う
な
こ
と
は
、
け
っ
し
て
な
い
﹂。

﹁
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
は
異
な
っ
て
、
見
知
ら
ぬ
者
か

ら
金
を
せ
し
め
よ
う
な
ど
と
は
考
え
も
せ
ず
、
金

儲
け
に
関
わ
る
話
題
は
慎
重
に
避
け
、
自
分
の
妻
の
作
っ
た
牛
乳
や
果
物
に
お
金
が
支
払
わ
れ
る
な
ら
、
心
底
恥
ず
か
し

(
)

が
る
﹂。

42

そ
し
て
、
ハ
ン
タ
ー
は
、
時
代
の
不
可
避
的
な
変
化
の
中
で
酷
い
目
に
あ
っ
て
き
た
サ
ン
タ
ー
ル
人
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
し
て
も

同
情
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
。
反
乱
が
起
き
た
原
因
の
一
つ
は
、﹁
強
欲
で
不
正
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
大
地
主
・
金
貸
し
・
商
人
が

サ
ン
タ
ー
ル
人
を
搾
取
し
抑
圧
﹂
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、﹁
安
上
が
り
の
行
政
﹂
を
め
ざ
し
て
い
た
た
め
に
、﹁
役
所

も
警
察
も
裁
判
所
も
、
サ
ン
タ
ー
ル
人
を
保
護
し
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
こ
と
で

(
)

あ
る
。
け
れ
ど
も
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
﹁
統
治
す
る
者
﹂

43

で
あ
る
と
と
も
に
、﹁
文
明
の
使
者
﹂
で
あ
る
。﹁
森
の
子
ど
も
た
ち
は
…
…
文
明
開
化
に
影
響
さ
れ
や
す
い
。
そ
し
て
彼
ら
が
文
明
化

で
き
る
か
ど
う
か
に
、
ベ
ン
ガ
ル
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
事
業
の
将
来
の
成
長
が
か
か
っ
て
い
る
﹂。
賢
明
な
行
政
に
よ
っ
て
﹁
イ
ギ
リ
ス
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人
の
事
業
﹂
が
成
長
を
遂
げ
れ
ば
遂
げ
る
ほ
ど
、
よ
り
多
く
の
サ
ン
タ
ー
ル
人
が
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
労
働
者
や
ア
フ
リ
カ
や
西
イ

ン
ド
諸
島
で
の
年
期
労
働
者
と
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
、
豊
か
に
、
そ
し
て
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
議
論

(
)

し
た
。

44

す
で
に
ハ
ン
タ
ー
の
時
代
に
は
、
武
装
し
た
農
民
や
﹁
部
族
﹂
の
人
々
に
よ
る
反
政
府
的
な
﹁
原
初
的
な
反
抗
︵
prim
itive
re-

bels︶
﹂
は
起
こ
り
に
く
く
な
り
、
タ
グ
や
ダ
コ
イ
ト
の
よ
う
な
武
装
し
た
盗
賊
団
に
対
す
る
政
府
の
軍
事
的
優
位
は
、
揺
る
ぎ
な
い

も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
後
に
説
明
す
る
﹁
犯
罪
部
族
法
﹂
も
実
現
し
、﹁
森
の
子
ど
も
た
ち
﹂
を
﹁
文
明
化
す
る
﹂
た
め
に
﹁
矯
正

︵
reform
ation
︶﹂
を
施
す
政
策
が
実
施
さ
れ
始

(
)

め
た
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
変
化
の
前
に
、
も
う
一
つ
大
規
模
な
反
政
府
反
乱
が
起

45

こ
っ
た
。
一
八
五
七
年
の
イ
ン
ド
大
反
乱
で
あ
る
。
サ
ン
タ
ー
ル
人
の
反
乱
と
同
じ
よ
う
に
、
大
反
乱
の
後
に
は
二
度
と
反
乱
を
起
こ

さ
せ
な
い
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
政
策
が
厳
し
く
検
討
さ
れ
、
よ
り
強
力
な
﹁
法
と
秩
序
﹂
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
七

世
紀
以
来
の
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
る
イ
ン
ド
経
営
で
も
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
暫
定
的
な
軍
事
占
領
で
も
な
く
、
産
業
革
命
後
の
イ

ギ
リ
ス
に
よ
る
正
当
な
支
配
と
し
て
の
植
民
地
国
家
が
樹
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
そ
の
よ
う
な
英
領
イ
ン
ド
に
お
け

る
帝
国
史
の
折
り
返
し
点
と
な
っ
た
大
反
乱
と
、
そ
の
過
程
に
姿
を
現
し
た
王
族
、
農
民
、
武
装
勢
力
、
盗
賊
の
存
在
に
つ
い
て
探
っ

て
み
よ
う
。

第
三
章

植
民
地
国
家
と
盗
賊

第
一
節

誰
が
イ
ン
ド
大
反
乱
を
戦
っ
た
か

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
前
半
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
下
で
イ
ギ
リ
ス
は
進
軍
し
続
け
、
数
々
の
王
国
を
滅
ぼ
し
て
占
領

し
、
強
力
な
イ
ギ
リ
ス
軍
の
下
に
主
立
っ
た
﹁
敵
﹂
は
払
拭
さ
れ
て
、
亜
大
陸
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
﹁
至
上
権
﹂
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
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か
に
見
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
見
え
た
途
端
に
事
態
は
逆
転
し
、
一
八
五
七
年
の
夏
、
空
前
の
規
模
で
北
イ
ン
ド
一
帯
に
大
反

乱
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

大
英
帝
国
史
の
中
で
は
、
一
八
五
七
︱
五
八
年
の
反
乱
は
、
大
規
模
な
﹁
兵
士
反
乱
︵
m
utiny
︶
﹂
と
意
味
づ
け
ら
れ
、
イ
ン
ド
で

兵
士
を
指
す
現
地
語
と
し
て
の
﹁
シ
パ
ー
ヒ
ー
︵
siphahi︶
﹂
を
英
語
化
し
た
﹁
セ
ポ
イ
︵
sepoy︶
﹂
に
因
ん
で
﹁
セ
ポ
イ
の
反
乱
﹂
と

呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
新
規
に
導
入
さ
れ
た
エ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
銃
の
弾
薬
の
紙
が
原
因
と
な
っ

た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
兵
士
は
こ
の
紙
を
歯
で
噛
み
切
っ
て
使
う
必
要
が
あ
っ
た
が
、
紙
に
使
わ
れ
た
油
は
牛
脂
と
豚
脂
か
ら
製

造
さ
れ
た
と
い
う
噂
が
広
ま
り
、
反
乱
の
火
を
付
け
た
と
い
う
。
聖
な
る
も
の
と
し
て
牛
を
あ
が
め
、
そ
れ
を
殺
し
て
取
っ
た
油
脂
を

口
に
す
る
こ
と
は
、
宗
教
的
に
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
兵
士
に
と
っ
て
も
、
宗
教
的
な
儀
式
を
経
た
豚
の
肉
で

な
い
と
口
に
で
き
な
い
と
考
え
る
ム
ス
リ
ム
の
兵
士
に
と
っ
て
も
、
禁
忌
を
犯
す
深
刻
な
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
銃
や

薬
莢
は
イ
ン
ド
で
現
地
の
人
々
の
手
で
作
ら
れ
て
い
た
の
で
、
単
な
る
デ
マ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
噂

が
流
布
し
て
衝
撃
を
与
え
る
社
会
的
な
素
地
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
、
軍
事
組
織
、
中
で
も
軍

隊
の
中
の
イ
ギ
リ
ス
人
と
イ
ン
ド
人
の
関
係
に
、
越
え
が
た
い
緊
張
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

(
)

い
る
。

46

一
八
五
七
年
当
時
、
ベ
ン
ガ
ル
軍
は
一
五
万
人
ほ
ど
の
規
模
で
、
そ
の
う
ち
二
万
三
〇
〇
〇
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
だ
っ
た
。
し
か

し
、
イ
ン
ド
で
の
大
反
乱
の
少
し
前
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
は
ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
と
ペ
ル
シ
ャ
戦
争
に
着
手
し
て
お
り
、
こ
と
に
ク
リ
ミ
ヤ
戦

争
は
予
想
外
の
被
害
を
出
す
戦
争
と
な
っ
た
た
め
、
亜
大
陸
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
部
隊
が
数
多
く
引
き
抜
か
れ
て
い
た
。
し
か
も
、

そ
れ
ら
は
北
西
の
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
地
方
と
ベ
ン
ガ
ル
地
方
に
集
中
し
、
そ
の
間
に
横
た
わ
る
ガ
ン
ジ
ス
川
流
域
地
域
、
つ
ま
り
ア
グ
ラ

か
ら
カ
ル
カ
ッ
タ
の
バ
ラ
ッ
ク
プ
ル
の
間
に
は
、
ビ
ハ
ー
ル
地
方
の
デ
ィ
ナ
プ
ー
ル
を
除
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
部
隊
が
ま
っ
た
く
配

置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
軍
隊
は
、
こ
の
地
域
で
は
ほ
ぼ
イ
ン
ド
人
の
部
隊
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
﹁
セ
ポ
イ
﹂
の
ほ
と
ん
ど
が
、﹁
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
か
そ
の
他
の
高
い
カ
ー
ス
ト
出
身
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
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で
、
し
か
も
、
三
分
の
一
程
度
が
ア
ワ
ド
の
出
身
者
だ

(
)

っ
た
﹂。
ア
ワ
ド
は
、
一
八
五
六
年
に
併
合
さ
れ
た
ば
か
り
の
古
い
王
国
で
あ

47

る
。反

乱
直
前
の
時
代
に
は
、
一
八
世
紀
後
半
以
来
引
き
続
い
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
征
服
戦
争
が
一
段
落
し
、
優
秀
で
野
心
に
溢
れ

た
イ
ギ
リ
ス
人
の
指
揮
官
は
軍
隊
を
去
っ
て
民
間
に
就
職
し
、
逆
に
イ
ン
ド
人
兵
士
の
存
在
感
は
高
ま
っ
て
い
た
。
同
時
に
、
給
料
・

年
金
・
労
働
条
件
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
の
間
に
あ
る
格
差
に
つ
い
て
の
﹁
不
満
﹂
が
、
広
く
抱
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。﹁
イ
ン
ド
﹂
の

外
縁
に
向
け
て
の
戦
争
︱
︱
西
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
戦
争
、
北
や
東
の
ネ
パ
ー
ル
や
ア
ッ
サ
ム
へ
の
戦
争
︱
︱
に
イ
ン
ド
人
兵
士
が
繰

り
返
し
駆
り
出
さ
れ
、
厳
し
い
戦
い
を
凌
い
で
犠
牲
を
払
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
強
い
不
満
が
抱
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
諸
王
国
が
敗
北
し
、
辺
境
の
土
地
が
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
併
合
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
兵
士
は
﹁
外
地
勤
務
に
つ
い
て
の
特
別
手

当
﹂
が
給
与
か
ら
削
ら
れ
た
。
母
国
ア
ワ
ド
の
併
合
も
、
そ
う
し
た
給
与
引
き
下
げ
の
直
接
の
理
由
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
カ
ー
ス
ト

や
宗
教
に
十
分
な
配
慮
が
払
わ
れ
な
い
軍
隊
の
中
で
は
、
高
い
身
分
の
人
々
が
低
い
身
分
の
イ
ン
ド
人
と
区
別
な
く
扱
わ
れ
、
彼
ら
と

競
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
、
上
層
カ
ー
ス
ト
出
身
の
兵
士
た
ち
の
不
満
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と

(
)

い
う
。

48

兵
士
の
反
乱
は
、
ベ
ン
ガ
ル
地
方
か
ら
始
ま
っ
て
ビ
ハ
ー
ル
地
方
を
抜
け
て
、
当
時
は
﹁
北
西
辺
境
州
﹂
と
呼
ば
れ
た
ガ
ン
ジ
ス
川

と
ジ
ャ
ム
ナ
川
の
中
流
域
地
方
に
急
速
に
伝
播
し
た
が
、
実
際
に
は
ラ
ク
ナ
ウ
・
カ
ン
プ
ー
ル
・
ア
グ
ラ
の
三
つ
の
管
区
に
限
定
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
兵
士
反
乱
を
き
っ
か
け
に
起
こ
さ
れ
た
大
規
模
な
民
衆
反
乱
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
機
や
利
益
を
持
つ
多
様
な
主
体

が
、
﹁
反
英
﹂
と
﹁
ム
ガ
ー
ル
帝
国
の
復
活
﹂
を
共
通
の
掛
け
声
に
行
動
し
た
も
の
で
、
よ
り
広
い
範
囲
に
及
ん
だ
。
一
八
五
七
年
秋

ま
で
イ
ギ
リ
ス
が
圧
倒
的
な
軍
事
力
を
投
入
し
て
も
反
乱
を
抑
え
き
れ
ず
、
一
部
の
地
域
で
は
一
八
五
九
年
ま
で
続
い
た
。
兵
士
の
反

乱
と
と
も
に
、
イ
ギ
リ
ス
以
前
か
ら
の
統
治
者
と
し
て
の
皇
帝
や
王
族
、
か
つ
て
は
小
さ
な
領
主
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
が
イ
ギ
リ
ス

の
﹁
永
久
土
地
査
定
﹂
に
よ
っ
て
単
な
る
﹁
地
主
﹂
と
な
り
、
さ
ら
に
土
地
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
や
タ
ー
ル
ク
ダ
ー

ル
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
や
イ
ス
ラ
ー
ム
の
僧
侶
、
都
市
の
住
民
、
農
民
や
部
族
の
人
々
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
に
よ
る
反
乱
が
、
同
時
に
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絡
み
合
い
な
が
ら
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

反
乱
勃
発
に
先
立
つ
数
ヶ
月
ほ
ど
前
か
ら
、
農
村
地
域
で
チ
ャ
パ
テ
ィ
︵
ダ
ー
ル
豆
の
粉
で
作
っ
た
こ
の
土
地
の
主
食
で
あ
る
平
た
く

丸
い
パ
ン
の
よ
う
な
焼
き
物
︶
が
村
か
ら
村
へ
、
五
枚
ず
つ
新
た
に
焼
き
増
し
て
は
手
渡
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
チ

ャ
パ
テ
ィ
が
回
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
専
門
的
な
歴
史
家
に
よ
っ
て
も
正
確
な
意
味
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、

こ
の
史
実
だ
け
か
ら
も
、
兵
舎
か
ら
の
反
乱
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、
ふ
つ
う
の
民
衆
が
関
わ
っ
た
集
合
的
な
抵
抗
運
動
の
素
地
が

何
ら
か
の
形
で
準
備
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
と
考
え
ら
れ
て

(
)

い
る
。

49

と
は
い
え
、
雇
い
主
の
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
不
満
や
反
感
を
抱
い
て
い
た
兵
士
の
多
く
は
、
滅
ぼ
さ
れ
た
ア
ワ
ド
王
国
と
そ
の
周
辺

地
域
の
出
身
で
、
し
か
も
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
を
中
心
に
支
配
的
な
カ
ー
ス
ト
の
農
民
だ
っ
た
。
彼
ら
は
、
食
事
や
宗
教
的
な
儀
式
を
含
め

て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
高
い
カ
ー
ス
ト
と
し
て
の
誇
り
、
あ
る
い
は
今
ま
で
の
支
配
者
で
あ
っ
た
ム
ス
リ
ム
の
誇
り
を
い
か
に
守
る
か
を

重
要
な
問
題
と
み
な
し
て
い
た
。
当
時
の
大
英
帝
国
の
軍
人
や
官
僚
は
、﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
帝
国
の
復
古
を
求
め
る
狂
信
的
な
農
民
が
暴

徒
と
な
っ
た
﹂
と
解
釈
し
て
断
固
と
し
た
軍
事
的
制
圧
を
主
張
し
た
。
よ
り
合
理
主
義
的
な
解
釈
を
好
む
自
由
主
義
者
は
、
﹁
功
利
主

義
︵
U
tilitarianism
︶
﹂
的
な
観
点
か
ら
、
経
済
的
な
困
窮
に
根
ざ
し
た
反
乱
だ
と
議
論
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、
経
済
的
な
問
題
か
ら

反
乱
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
考
え
た
の
は
、
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
エ
リ
ー
ト
や
、
そ
の
後
に
続
い
た
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ

(
)

っ
た
。

50前
述
し
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
導
入
し
た
土
地
制
度
に
よ
っ
て
、
ム
ガ
ー
ル
時
代
に
は
税
を
納
め
る
者
と
し
て
の
地
位
が
土
地
所

有
権
に
置
き
換
え
ら
れ
、
売
買
で
き
る
も
の
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
農
村
を
代
々
治
め
て
き
た
人
々
や
農
地
を
耕
す
人
々
で
は
な

く
、
そ
の
権
利
を
売
り
買
い
す
る
こ
と
で
儲
け
よ
う
と
す
る
人
々
の
手
に
土
地
の
権
利
が
移
転
し
始
め
た
。
古
く
か
ら
の
ザ
ミ
ー
ン
ダ

ー
ル
は
、
高
い
税
金
を
支
払
え
ず
に
借
金
し
て
担
保
の
た
め
に
土
地
を
取
ら
れ
、
ま
た
は
自
分
か
ら
土
地
を
売
り
渡
し
た
た
め
に
、
市

場
経
済
の
進
展
と
と
も
に
新
し
い
地
主
が
大
量
に
誕
生
し
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
も
と
も
と
の
農
民
で
は
な
く
、
不
在
地
主
だ
っ
た
。
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新
し
い
法
制
度
の
下
で
土
地
へ
の
権
利
は
登
記
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
村
や
身
内
の
中
で
も
争
い
が
起
こ
っ
た
が
、

そ
う
し
た
紛
争
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
下
に
あ
る
裁
判
所
が
判
断
を
下
し
て
権
利
の
所
在
を
決
定
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
領
主
や
農
民
の
目
か

ら
見
れ
ば
、﹁
不
当
に
﹂
失
わ
さ
せ
ら
れ
た
先
祖
伝
来
の
土
地
を
取
り
戻
す
に
は
、﹁
敵
﹂
を
倒
す
し
か
な
い
。
彼
ら
は
、
イ
ギ
リ
ス
人

の
﹁
ご
主
人
様
︵
Sahib
サ
ー
ヒ
ブ
︶
﹂、
イ
ギ
リ
ス
人
の
た
め
に
働
く
イ
ン
ド
人
の
役
人
・
警
察
官
・
兵
士
、
他
の
農
民
か
ら
土
地
の

権
利
を
買
い
取
っ
て
利
益
を
上
げ
て
い
た
領
主
、
借
金
の
担
保
に
農
民
の
土
地
を
奪
っ
て
地
代
を
徴
収
す
る
﹁
新
参
者
︵
new
m
en
︶
﹂

の
地

主

ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル

、
そ
れ
と
重
な
る
町
の
金
貸
し
︵
m
ahajans
マ
ハ
ー
ジ
ャ
ン
︶
や
商
人
︵
baniyas
バ
ニ
ヤ
ー
︶
な
ど
だ
っ
た
。
そ
れ
を

証
明
す
る
よ
う
に
、
大
反
乱
の
過
程
で
は
、
町
で
は
役
所
、
警
察
・
軍
隊
、
金
貸
し
・
商
家
な
ど
の
新
し
い
地
主
が
襲
わ
れ
、
借
金
や

土
地
の
権
利
に
結
び
つ
く
書
類
が
燃
や
さ
れ
た
。

こ
の
時
期
の
農
村
社
会
を
分
析
し
た
エ
ー
リ
ッ
ク
・
ス
ト
ー
ク
ス
は
、
農
民
反
乱
は
、
行
政
的
な
浸
透
や
市
場
経
済
の
拡
大
が
早
く

か
ら
展
開
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
階
層
的
な
変
化
が
本
格
的
に
進
行
し
た
地
域
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
変
動
か
ら
や
や
取
り
残

さ
れ
た
地
域
で
起
こ
っ
た
、
と
考

(
)

え
た
。
鉄
道
建
設
が
本
格
化
し
て
い
な
い
時
期
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
軍
事
経
済
的
に
必
要
な
交
通
手
段

51

と
し
て
開
発
し
た
の
が
運
河
で
あ
り
、
ガ
ン
ジ
ス
川
流
域
か
ら
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
地
域
に
か
け
て
多
く
の
運
河
が
張
り
巡
ら
さ
れ
、
そ
の

利
益
を
受
け
た
地
域
で
は
、
生
産
性
を
上
げ
て
豊
か
に
な
る
農
民
が
現
れ
て
い
た
。
逆
に
、
運
河
の
恩
恵
を
受
け
な
い
﹁
水
不
足
地
域

︵
thirsty
areas︶
﹂
で
は
、
昔
な
が
ら
の
厳
し
い
状
況
が
な
か
な
か
変
わ
ら
ず
、
し
か
も
新
し
い
徴
税
体
系
の
下
で
よ
り
効
率
的
に
課

税
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
発
展
し
た
地
域
と
の
間
に
は
明
確
な
格
差
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ス
ト
ー
ク
ス
は
、
後
者

の
よ
う
な
地
域
で
、
つ
ま
り
、
よ
り
﹁
伝
統
的
﹂
な
共
同
体
を
維
持
し
て
い
た
農
村
で
、
反
乱
が
強
力
に
展
開
し
た
と
考
え
た
の
で
あ

る
。イ

ギ
リ
ス
人
の
裁
判
官
は
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
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最
初
に
影
響
を
受
け
た
の
は
、
グ
ジ
ャ
ー
ル
︵
G
oojurs
と
い
う
ス
ペ
ル
で
書
い
て
い
る
︶
と
い
う
﹁
略
奪
を
生
業
と
す
る
部
族
︵
the

plundering
tribe︶﹂
で
あ
り
、
そ
の
す
ぐ
次
に
ラ
ン
グ
ー
ル
︵
R
angur
ム
ス
リ
ム
の
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
族
︶
が
続
い
た
。
…
…
﹇
お
そ
ら

く
︵
一
八
五
七
年
︶
五
月
二
一
日
に
﹈
ム
ザ
フ
ァ
ル
ナ
ガ
ル
で
騒
動
が
起
き
る
と
、
こ
の
県
で
次
々
に
争
乱
が
起
こ
さ
れ
た
。
…
…
グ
ジ
ャ

ー
ル
や
そ
の
他
の
人
々
の
集
会
は
ま
す
ま
す
頻
繁
に
開
か
れ
た
。
古
代
か
ら
の
部
族
や
カ
ー
ス
ト
の
争
い
が
復
活
し
、
村
々
が
掠
奪
さ
れ
、

銀
行
家
が
財
産
を
強
奪
さ
れ
、
あ
る
い
は
強
奪
を
免
れ
る
た
め
に
多
額
の
罰
金
を
支
払
わ
さ
れ
た
。
地

主

ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル

や
村
人
は
こ
う
し
た
無
秩
序

状
態
を
い
い
こ
と
に
、
金
貸
し
や
商
人
か
ら
商
い
帳
や
債
権
書
を
奪
い
取

(
)

っ
た
。

52

あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
な
報
告
も
あ
る
。

六
月
の
末
に
は
、
騒
擾
の
主
な
中
心
は
、
ガ
ン
ジ
ス
川
東
岸
に
臨
む
荒
れ
た
沖
積
地
層
の
﹁
渓
谷
︵
khadir︶﹂
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
グ

ジ
ャ
ー
ル
の
人
々
の
住
む
村
が
隣
接
し
て
い
た
の
は
、
カ
ー
リ
ー
・
ナ
ガ
ル
…
…
お
よ
び
ガ
ン
ゴ
ー
・
パ
ル
ガ
ナ
ー
と
い
う
南
西
の
県
で
あ

る
。
こ
の
ガ
ン
ジ
ス
川
渓
谷
は
ダ
コ
イ
ト
の
出
没
す
る
地
域
で
、
バ
ン
ジ
ャ
ー
ラ
ー
の
人
々
が
ダ
コ
イ
ト
の
主
体
だ
っ
た
。
彼
ら
は
、
遊
牧

生
活
を
送
る
ジ
プ
シ
ー
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
定
住
農
民
の
反
乱
で
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
強
力
な
反
乱
の
中
心
地
は
、
カ
タ
お
よ
び
ナ

ク
ル
と
ガ
ン
ゴ
ー
と
い
う
パ
ル
ガ
ナ
ー
だ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
伝
統
的
に
は
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
と
呼
ば
れ
た
、
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
生
ま
れ
故
郷
の

地
に
属
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
堅
固
な
一
族
︵
clan
︶
の
定
住
地
が
反
抗
に
立
ち
上
が
る
強
力
な
組
織
的
基
礎
を
提
供

(
)

し
た
。

53

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
人
々
は
、
す
で
に
本
稿
の
前
半
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
牛
を
飼
っ
て
移
動
す
る
人
々
に
起

源
を
持
ち
、
農
民
と
し
て
定
住
し
始
め
て
い
た
が
、
ピ
ン
ダ
ー
リ
ー
、
ダ
コ
イ
ト
、
タ
グ
な
ど
の
主
体
と
し
て
も
紹
介
し
た
。
デ
リ
ー

以
東
の
ガ
ン
ジ
ス
川
・
ジ
ャ
ム
ナ
川
に
挟
ま
れ
た
ド
ア
ブ
地
帯
に
多
く
住
み
、
必
ず
し
も
カ
ー
ス
ト
身
分
は
高
く
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス

支
配
よ
り
前
の
時
代
、
つ
ま
り
一
九
世
紀
初
め
ま
で
に
は
、
土
地
の
権
力
者
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
者
も
い
た
。
ド
ア
ブ
北
部
の

立教法学 第 77号（2009)

220



一
帯
を
三
人
の
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
将
軍
︱
︱
ラ
ー
ム
ダ
ヤ
ル
・
シ
ン
、
ネ
ー
ン
・
シ
ン
、
ア
ジ
ッ
ト
・
シ
ン
︱
︱
が
治
め
、
財
源
と
し
て

地
税
を
集
め
る
権
利
を
持
つ
農
地
︵
m
ukarari︶
を
も
保
持
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
状
況
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
進
出
と
と
も
に
一
九

世
紀
半
ば
に
は
失
わ
れ
、
一
族
の
貧
窮
化
が
進
ん
だ
。
イ
ギ
リ
ス
の
行
っ
た
﹁
土
地
査
定
﹂
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
ダ
ド
リ
県
で
は
、

グ
ジ
ャ
ー
ル
の
人
々
が
保
有
し
て
い
た
と
さ
れ
る
土
地
の
権
利
の
う
ち
、
約
四
分
の
一
が
失
わ

(
)

れ
た
。
他
方
、
支
配
す
る
側
の
イ
ギ
リ

54

ス
人
は
、
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
人
々
と
は
、
無
分
別
で
粗
忽
な
人
々
で
あ
り
、
家
畜
を
盗
む
と
し
て
知
ら
れ
る
﹁
犯
罪
者
﹂
を
抱
え
て
い
る

一
族
だ
と
見
な
す
傾
向
が
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
先
の
ス
ト
ー
ク
ス
の
議
論
の
よ
う
に
、
こ
の
地
域
一
帯
で
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
人
々
が
一
様
に
利
益
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
運
河
か
ら
の
水
利
を
利
用
し
て
、
新
し
い
時
代
の
波
に
の
っ
て
よ
り
豊
か
に
な
っ
た
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
村
も
あ
っ
た
。
だ
が
、﹁
水

不
足
地
域
﹂
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、
つ
ま
り
本
稿
で
考
え
て
き
た
﹁
内
陸
の
辺
境
﹂
と
し
て
の
乾
燥
地
帯
に
住
む
グ
ジ
ャ
ー
ル
ほ
ど
、
開

発
の
利
益
を
受
け
ら
れ
ず
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
査
定
に
よ
っ
て
新
た
に
高
い
地
税
を
設
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
、
暮
ら

し
の
厳
し
い
地
域
の
グ
ジ
ャ
ー
ル
人
が
、
反
乱
に
数
多
く
参
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

反
乱
の
進
行
に
沿
っ
て
見
る
と
、
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
人
々
の
行
動
が
、
よ
り
高
い
身
分
の
王
族
の
行
動
よ
り
も
先
ん
じ
て
い
る
。
兵
士

反
乱
の
直
後
、
一
八
五
七
年
五
月
一
二
日
、
シ
カ
ン
ダ
ラ
バ
ー
ド
地
域
で
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
人
々
が
蜂
起
し
、
街
道
沿
い
に
盗
み
や
略
奪

を
行
い
、
家
々
を
焼
き
払
い
、
電
信
用
の
配
線
を
切
断
し
た
と

(
)

い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
地
域
の
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
王
族
も
し
く
は
武
将
た

55

ち
が
、
個
々
の
武
装
勢
力
を
率
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
か
つ
て
の
王
族
の
ア
ジ
ッ
ト
・
シ
ン
の
孫
も
含
ま
れ
て
い
た
。

五
月
二
一
日
は
、
ブ
ラ
ン
ド
シ
ャ
ヘ
ル
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
役
所
が
攻
撃
さ
れ
た
。
ダ
ド
リ
県
の
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
で
あ
る
ウ
マ
ラ
オ
・

シ
ン
と
い
う
人
物
が
こ
れ
を
率
い
、
役
所
の
金
庫
か
ら
現
金
を
略
奪
し
、
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
た
グ
ジ
ャ
ー
ル
人
の
解
放
を
目
指
し
た

と
い
う
。
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王
族
は
要
塞
や
軍
備
を
保
持
し
て
は
い
た
が
、
五
〇
年
間
に
渡
る
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
に
よ
っ
て
そ
の
力
を
弱
め
ら
れ
て
い
た
上
に
、
彼
ら

の
多
く
は
も
と
も
と
成
り
上
が
り
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
王
権
や
家
系
の
家
長
権
は
、︵
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
権
力
の
下
で
︶
地
代

を
受
領
す
る
だ
け
の
﹁
領
地
の
管
理
︵
estate-m
anagem
ent︶﹂
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
の
統
治
者
と
し
て
の
影
響
力

は
﹇
こ
の
時
代
に
は
﹈
ま
だ
強
く
残
存
し
、
有
力
な
農
民
カ
ー
ス
ト
を
率
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
県
が
反
乱
に
立
ち
上
が
る
べ
き
か
、
イ

ギ
リ
ス
に
協
力
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
曖
昧
な
立
場
を
貫
く
べ
き
か
、
と
い
っ
た
方
針
は
、
王
族
た
ち
の
決
定
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ

(
)

れ
た
。

56

こ
の
地
域
の
ム
ス
リ
ム
の
王
族
の
一
人
で
あ
る
ナ
ワ
ー
ブ
・
ワ
リ
ダ
ー
ド
・
カ
ー
ン
︵
N
aw
ab
W
alidad
K
han
︶
は
、
こ
の
混
乱
を

注
視
し
て
い
た
。
当
初
は
反
乱
を
起
こ
し
た
グ
ジ
ャ
ー
ル
人
の
勢
力
に
も
、
応
援
を
頼
む
イ
ギ
リ
ス
に
も
公
式
の
荷
担
を
し
な
か
っ
た

が
、
ま
も
な
く
自
ら
グ
ジ
ャ
ー
ル
人
を
集
め
て
ブ
ラ
ン
ド
シ
ャ
ヘ
ル
へ
の
攻
撃
を
呼
び
か
け
、
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
軍
事
的
な
戦
い
を

指
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
ワ
リ
ダ
ー
ド
の
軍
事
力
は
、﹁
ガ
ー
ズ
ィ
ー
の
人
々
︵
ム
ガ
ー
ル
帝
国
時
代
の
軍
隊
の
兵
士
︶

と
反
乱
し
た
兵
士
を
従
え
て
、
六
丁
ほ
ど
の
銃
を
備
え
る
だ
け
の
﹂
小
さ
な
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
だ
け
で
は
と
て
も
イ
ギ
リ
ス
の
軍
勢

に
は
立
ち
向
か
え
な
い
。
し
か
し
、
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
反
乱
軍
は
こ
の
王
に
着
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
﹁
ア
イ
マ
ン
・
グ
ジ
ャ

ー
ル
と
彼
の
率
い
る
部
族
﹂
が
支
援
を
申
し
出
て
、
さ
ら
に
六
月
末
に
は
、
反
乱
兵
士
の
バ
レ
イ
ー
旅
団
が
加
わ
っ
て
、
四
〇
〇
人
の

騎
馬
隊
、
六
〇
〇
人
の
歩
兵
隊
と
な
っ
た
ワ
リ
ダ
ー
ド
の
軍
隊
は
、
お
よ
そ
一
〇
〇
〇
人
の
グ
ジ
ャ
ー
ル
と
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
の
反
乱
部

隊
を
従
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
側
の
報
告
に
よ
れ
ば
、﹁
ガ
ー
ズ
ィ
ー
バ
ー
ド
と
シ
カ
ン
ダ
ラ
バ
ー
ド
の
間
は
、
旅
行
者
は

誰
も
安
全
に
通
過
で
き
な
い
﹂、
な
ぜ
な
ら
、﹁
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
人
々
や
近
隣
の
農
民
︵
country
folk
︶
が
立
ち
上
が
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
…
…
彼
ら
は
、
シ
カ
ン
ダ
ラ
バ
ー
ド
の
人
々
を
略
奪
し
て
殺
し
、
家
々
に
火
を
付
け
、
奪
っ
た
も
の
を
荷
車
に
乗
せ
て
持
ち
去

(
)

っ
た
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
と
い
う
官
僚
は
、﹁
影
響
力
の
あ
る
ア
ン
バ
タ
と
ナ
ク
ル
の
ム
ス
リ
ム
王
族
が
、
商
人
を
略
奪
し
て
勘
定
書
や

57
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債
券
証
書
を
破
り
捨
て
た
い
と
思
っ
て
い
る
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
農
民
を
刺
激
し
た
の
で
あ
る
﹂
と
報
告
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
王
族

が
、
先
祖
の
土
地
に
自
分
た
ち
の
王
国
を
再
建
す
る
と
い
う
内
容
の
﹁
命フ
ァ

令ト
ワ

﹂
を
発
し
た
と
さ
れ
て

(
)

い
る
。

58

こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
大
反
乱
の
状
況
と
サ
ン
タ
ー
ル
人
の
反
乱
と
は
、
異
な
る
事
件
に
見
え
な
が
ら
、
支
配
力
を
失
っ
た
古
い
領

主
と
農
民
反
乱
の
結
合
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
グ
ジ
ャ
ー
ル
人
の
王
を
迎
え
て
自
分
た
ち
の
国
を
建
国
す
る
と
い
う
宣
言
は
、

神
の
徴
を
信
じ
て
反
乱
に
立
ち
上
が
っ
た
サ
ン
タ
ー
ル
人
の
宣
言
と
同
じ
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
軍
人
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た

が
、
命
が
け
で
銃
を
前
に
戦
っ
た
人
々
に
は
真
剣
で
現
実
的
な
目
標
と
し
て
信
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
人
々

だ
け
が
反
乱
に
加
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
デ
リ
ー
に
近
い
サ
ハ
ラ
ン
プ
ー
ル
県
で
は
、
﹁
野
蛮
で
遅
れ
た
人
々
﹂
と
軽
蔑
さ
れ

て
い
た
バ
タ
ル
・
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
人
々
や
パ
ン
デ
ィ
ー
ル
・
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
の
人
々
が
戦
闘
に
立
ち
上
が
っ
た
。
エ
タ
ワ
ー
県
の
ジ
ャ

ム
ナ
川
渓
谷
地
域
︱
︱
つ
ま
り
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
の
生
き
た
地
域
の
周
辺
︱
︱
で
は
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
の
王
族
や
、
交
通
の
不
便

な
ガ
ン
ジ
ス
川
流
域
や
ベ
ナ
レ
ス
︵
現
在
の
ヴ
ァ
ラ
ー
ナ
シ
ー
︶
北
東
地
域
に
住
む
セ
ン
ガ
ー
ル
・
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
や
カ
ウ
シ
ク
・
ラ

ー
ジ
プ
ー
ト
の
部
族
が
反
抗
に
加
わ

(
)

っ
た
。

59

ム
ザ
フ
ァ
ル
ナ
ガ
ル
県
で
は
、
カ
タ
と
い
う
土
地
で
パ
ン
デ
ィ
ー
ル
・
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
が
有
力
な
土
地
保
有
者
で
あ
り
、
古
く
か
ら

の
共
同
体
的
な
暮
ら
し
を
保
持
し
て
い
た
。﹁
誇
り
高
く
、
頑
丈
な
人
種
で
あ
り
、
同
じ
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
で
も
他
の
カ
ー
ス
ト
集
団
と

異
な
っ
て
、
女
性
も
農
作
業
を
行
っ
た
。
彼
ら
は
、
騒
動
を
起
こ
す
長
い
歴
史
﹂
を
持
っ
て
お
り
、
一
八
六
〇
年
代
に
も
﹁
悪
名
高
い

家
畜
泥
棒
﹂
と
言
わ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
外
部
の
勢
力
を
寄
せ
付
け
な
い
ほ
ど
﹁
強
い
人
々
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
グ
ジ

ャ
ー
ル
の
人
々
の
結
束
力
の
強
さ
と
同
じ
よ
う
に
、
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
の
中
で
も
パ
ン
デ
ィ
ー
ル
の
人
々
は
最
も
強
く
結
束
し
て
い
て
、

他
の
カ
ー
ス
ト
が
先
祖
伝
来
の
権
利
を
豊
か
で
ず
る
賢
い
高
利
貸
し
に
易
々
と
譲
り
渡
し
た
の
に
比
べ
、
自
分
た
ち
の
土
地
を
断
固
と

し
て
保
持
し
て
い
る
。
こ
の
結
束
力
の
た
め
に
、
警
察
や
徴
税
役
人
に
も
堂
々
と
実
力
で
抵
抗
し
て
き
た
の
で

(
)

あ
る
﹂
。

60

イ
ギ
リ
ス
の
建
設
し
た
運
河
の
恩
恵
を
ま
っ
た
く
受
け
ず
、﹁
水
不
足
地
域
﹂
の
ま
ま
の
村
で
暮
ら
し
、
し
か
も
設
定
さ
れ
た
税
金
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が
重
す
ぎ
る
た
め
に
、
一
八
六
〇
年
代
に
は
政
府
で
さ
え
そ
れ
を
軽
減
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
カ
タ
東
部
地
域
で
は
、
一
八
五
七
年
に

は
パ
ン
デ
ィ
ー
ル
・
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
の
農
民
が
激
し
い
反
乱
を
起
こ
し
、
デ
オ
バ
ン
ド
の
町
を
襲
撃
し
た
。
ド
ゥ
リ
ー
プ
と
い
う
指
導

者
の
下
で
複
数
の
村
の
人
々
が
連
帯
し
て
襲
撃
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
軍
隊
は
彼
ら
を
捕
え
て
絞
首
刑
に
処
し
た
。
し

か
し
そ
の
後
も
、
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
の
村
々
が
政
府
の
要
求
す
る
武
器
の
引
き
渡
し
に
抵
抗
し
続
け
た
た
め
、
県
長
官
ス
パ
ン
キ
ー
は
業

を
に
や
し
、
村
ご
と
破
壊
す
る
こ
と
を
命
じ
た
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
ド
ア
ブ
地
域
で
は
有
力
な
農
民
で
比
較
的
豊
か
だ
と
さ
れ
た
ジ
ャ
ー
ト
の
人
々
の
中
か
ら
も
、
強
い
抵
抗
の
主
体
が
現
れ

た
。
ジ
ャ
ー
ト
の
農
民
も
、
ダ
コ
イ
ト
を
輩
出
す
る
よ
う
な
武
装
し
て
強
力
な
人
々
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
経
済
的
に
成
功
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
農
民
層
か
ら
、
な
ぜ
死
を
賭
し
た
抵
抗
が
現
れ
た
か
は
、
武
装
し
た
辺
境
の
農
民
や
部
族
、
貧
窮
化
し
た
農
民
の
場

合
よ
り
も
わ
か
り
に
く
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
ス
ト
ー
ク
ス
は
、
こ
の
地
域
が
一
八
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
設
定
さ
れ

た
、
過
酷
に
高
い
地
税
を
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
要
因
に
挙
げ
る
。
ド
ア
ブ
地
帯
の
西
部
で
は
、
﹁
人
口
が
多
す
ぎ
て
動
く
余
地
す
ら

な
い
﹂
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
農
業
の
生
産
性
を
い
く
ら
か
向
上
さ
せ
て
も
満
足
に
食
べ
て
い
け
な
い
状
況
が
あ
り
、
ジ
ャ
ー
ト
農
民
も

辛
酸
を
舐
め
て
い
た
。
ム
ザ
フ
ァ
ル
ナ
ガ
ル
県
東
部
で
は
、
一
八
五
四
年
に
運
河
が
開
か
れ
、
富
裕
な
ジ
ャ
ー
ト
の
人
々
は
確
実
に
恩

恵
を
受
け
た
が
、
彼
ら
の
中
に
も
地
域
や
集
団
に
よ
っ
て
は
反
乱
に
立
ち
上
が
る
動
機
を
持
つ
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

と

(
)

い
う
。

61
こ
の
よ
う
に
社
会
経
済
的
な
側
面
か
ら
﹁
誰
が
大
反
乱
を
起
こ
し
た
か
﹂
を
問
う
た
ス
ト
ー
ク
ス
は
、
結
局
、
次
の
よ
う
な
一
文

で
、
伝
統
的
な
共
同
体
の
あ
り
方
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
﹁
貧
窮
化
し
た
グ
ジ
ャ
ー
ル
と
ラ
ン
ガ
ー
ル

﹇
・
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
﹈
の
農
民
の
近
く
に
い
る
ム
ス
リ
ム
の
大
地
主
は
、
す
ぐ
に
反
乱
に
立
ち
上
が
り
か
ね
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、

﹇
近
隣
の
﹈
有
力
者
の
ジ
ャ
ー
ト
の
仲
間
や
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
が
、
同
じ
目
的
で
立
ち
上
が
る
な
ら
、
で
あ
る
﹂。
彼
は
、
現
実
に
経
済
的

利
益
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
よ
り
も
、
同
じ
一
族
の
中
に
も
豊
か
に
な
っ
て
い
る
地
域
や
集
団
と
、
貧
し
く
な
っ
て
い
る
地
域
や
集
団
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が
あ
り
、
そ
の
間
の
﹁
相
対
的
な
価
値
剥
奪
観
﹂
が
決
定
的
だ
っ
た
と
い
う
。
亜
大
陸
の
階
層
的
な
身
分
秩
序
の
社
会
に
お
い
て
は
、

誇
り
と
地
位
を
維
持
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
た
。
共
同
体
的
な
連
帯
性
を
保
つ
伝
統
的
な
村
を
保
持
し
て
い
る
ジ

ャ
ー
ト
の
民
の
ほ
う
が
、
す
で
に
共
同
体
的
な
ま
と
ま
り
が
崩
れ
て
大
地
主
の
下
で
土
地
を
借
り
て
耕
作
し
て
い
る
ジ
ャ
ー
ト
の
農
民

よ
り
も
、
誇
り
の
た
め
に
集
団
的
に
戦
う
動
機
も
資
源
も
持
っ
て
い
た
の
で

(
)

あ
る
。

62

要
す
る
に
、
大
反
乱
の
過
程
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
民
衆
的
な
抵
抗
に
お
い
て
は
、
グ
ジ
ャ
ー
ル
、
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
、
ジ
ャ
ー
ト
と
い

う
武
装
し
た
農
民
カ
ー
ス
ト
の
集
団
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
こ
れ
に
バ
ン
ジ
ャ
ー
ラ
ー
な
ど
の
﹁
山
の
民
﹂
が
加
わ
っ
て
、
人
々

の
連
帯
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
観
察
で
き
る
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
地
域
に
足
を
踏
み
入
れ
た
時
か
ら
、
そ
の
﹁
法
と
秩
序
﹂

に
容
易
に
は
恭
順
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
人
々
、
つ
ま
り
武
装
し
て
行
動
す
る
権
利
を
手
放
そ
う
と
し
な
か
っ
た
カ
ー
ス
ト
や
部
族
の

集
団
が
、
反
英
武
装
勢
力
を
供
給
し
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
軍
隊
と
不
在
地
主
と
な
っ
た
金
貸
し
や
商
人
に
暴
力
的
に
報
復
し
、
そ
の
支
配

を
倒
そ
う
と
し
た
。
彼
ら
は
、
古
く
か
ら
の
土
地
へ
の
権
利
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
支
援
さ
れ
た
﹁
不
当
な
占
有
者
﹂
に
よ
っ
て

﹁
簒
奪
さ
れ
た
﹂
と
認
識
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
サ
ン
タ
ー
ル
人
と
同
じ
よ
う
に
、﹁
不
当
な
占
有
者
﹂
と
し
て
の
新
し
い
地
主
を

追
い
出
し
、
本
来
の
持
ち
主
に
土
地
を
取
り
戻
し
て
﹁
正
義
﹂
を
実
現
す
る
た
め
に
戦
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
の
生
家
の
あ
る
現
在
の
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
南
西
地
域
も
、
一

八
五
七
年
当
時
は
、
ブ
ン
デ
ル
カ
ン
ド
管
区
の
下
に
置
か
れ
て
い
て
、
大
反
乱
に
巻
き
込
ま
れ
、
多
く
の
人
々
が
抵
抗
に
立
ち
上
が
っ

た
地
域
で
あ
っ
た
。
プ
ー
ラ
ン
の
村
の
あ
る
ジ
ャ
ロ
ー
ン
︵
Jalaun
︶
は
、
現
在
で
は
一
つ
の
県
の
名
前
と
し
て
残
っ
て
い
る
が
、
ム

ガ
ー
ル
時
代
の
末
期
に
は
小
さ
な
王
国
が
存
在
し
て
い
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
進
出
に
押
さ
れ
て
次
第
に
自
律
性
を
失
い
、
一
八
四
〇
年

に
は
若
い
ラ
ー
ジ
ャ
が
死
亡
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
併
合
さ
れ
た
。
隣
接
す
る
王
国
の
ジ
ャ
ー
ン
シ
ー
も
同
じ
よ
う
な
運
命
を
辿
り
、
一
八

三
九
︱
四
二
年
に
は
暫
定
的
な
形
で
は
あ
っ
て
も
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
、
五
三
年
に
国
王
が
逝
去
す
る
と
す
ぐ
に
直
轄
領
と

し
て
接
収
さ
れ
た
。
近
隣
の
バ
ン
ダ
や
ハ
ミ
ー
ル
プ
ー
ル
の
所
領
は
す
で
に
一
八
〇
四
年
の
時
点
で
イ
ギ
リ
ス
の
行
政
区
と
な
っ
て
い
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た
。ア

グ
ラ
と
ア
ワ
ド
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
国
が
接
合
さ
れ
て
﹁
統
合
州
︵
the
U
nited
Provinces︶
﹂
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
州
に
は
さ

ら
に
小
さ
な
諸
王
国
が
軍
事
・
行
政
的
に
﹁
統
合
﹂
さ
れ
て
い
っ
た
。
前
掲
の
地
図
�

は
、
こ
の
よ
う
な
過
程
で
イ
ギ
リ
ス
の
直
轄
地

が
虫
食
い
の
よ
う
に
飛
び
地
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
次
第
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
王
国
が
軍
事
的
な
自
律
性
を
失

い
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
護
国
的
な
立
場
に
置
か
れ
た
時
点
で
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
軍
事
・
財
政
上
の
監
督
官
が
派
遣
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
併

合
さ
れ
て
イ
ギ
リ
ス
の
直
轄
地
と
な
る
と
、
軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
て
基
地
が
置
か
れ
、
徴
税
官
と
裁
判
官
を
兼
務
す
る
イ
ギ
リ
ス
人

が
派
遣
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
下
で
働
い
て
い
た
地
元
の
兵
士
や
役
人
は
、
反
乱
勃
発
を
知
る
と
、
た
だ
ち
に
治
安
や
徴

税
の
業
務
を
放
棄
し
た
だ
け
で
な
く
、
町
に
押
し
寄
せ
た
農
民
と
と
も
に
反
乱
と
破
壊
の
主
体
と
な
っ
た
と
い
う
。
チ
ャ
ン
バ
ル
地
域

や
ブ
ン
デ
ル
カ
ン
ド
一
帯
に
は
、
ま
だ
併
合
さ
れ
て
い
な
い
王
国
や
﹁
お
取
り
潰
し
﹂
に
な
っ
て
か
ら
間
も
な
い
王
国
と
と
も
に
、
す

で
に
英
領
と
な
っ
た
行
政
区
も
混
在
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
反
乱
兵
士
や
民
衆
が
、
行
政
的
な
境
界
線
を
越
え
て
移
動
し
な
が
ら
、

戦
略
的
な
拠
点
や
逃
げ
場
を
見
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し
く
な
か
っ
た
。
プ
ー
ラ
ン
の
よ
う
な
現
代
の
盗
賊
が
、
国
境
や
州
境
を
越
え
て

移
動
し
て
警
察
か
ら
身
を
隠
し
た
の
と
同
じ
理
屈
で
あ
る
。

タ
プ
テ
ィ
・
ロ
イ
︵
T
aptiR
oy
︶
の
研
究
に
よ
る
と
、
五
月
に
反
乱
側
が
権
力
を
掌
握
し
た
ラ
ク
ナ
ウ
や
デ
リ
ー
に
遅
れ
て
、
こ
の

地
域
で
反
乱
が
始
ま
っ
た
の
は
一
八
五
七
年
六
月
五
日
だ
っ
た
。
朝
三
時
に
﹁
ダ
コ
イ
ト
の
襲
撃
だ
﹂
と
い
う
知
ら
せ
が
入
り
、
兵
士

た
ち
は
銃
を
装
填
し
て
持
ち
場
に
つ
い
た
が
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
第
一
二
イ
ン
ド
人
歩
兵
師
団
︵
N
ative
Infantry
R
egim
ent︶
が

反
乱
に
立
ち
上
が
っ
た
。
そ
の
後
、
第
一
四
非
正
規
騎
馬
隊
や
砲
兵
隊
、
イ
ン
ド
人
の
役
人
も
続
い
て
、
駐
屯
地
の
金
庫
が
奪
わ
れ
、

囚
人
が
解
放
さ
れ
た
。
町
に
出
た
兵
士
た
ち
は
、﹁
宗
教
の
勝
利
︵
D
een
ka
Jai︶
﹂
と
い
う
叫
び
声
を
挙
げ
な
が
ら
オ
ル
チ
ャ
門
を
開

け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
や
彼
ら
に
協
力
す
る
イ
ン
ド
人
の
家
を
襲
い
、
財
産
を
奪
っ
た
。
と
く
に
、
書
類
が
持
ち
出
さ
れ
て
燃
や
さ
れ

た
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
役
人
や
そ
の
家
族
は
、
ジ
ャ
ー
ン
シ
ー
の
要
塞
に
逃
げ
込
ん
だ
が
、
そ
こ
ま
で
た
ど
り
着
け
な
か
っ
た
人
々
は
殺
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さ

(
)

れ
た
。

63

﹁
ジ
ャ
ロ
ー
ン
県
の
県
都
オ
ー
ラ
イ
︵
O
rai︶
で
は
、
イ
ン
ド
人
歩
兵
で
は
な
く
、
税
務
署
の
イ
ン
ド
人
の
役
人
︵
chaprasi︶
、
そ
の

後
に
警
察
官
が
反
乱
に
立
ち
上
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
役
人
は
追
い
出
さ
れ
た
﹂。
オ
ー
ラ
イ
は
、
前
稿
で
見
た
よ
う
に
、
プ
ー
ラ

ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
の
父
親
が
、
異
母
弟
と
の
土
地
問
題
に
つ
い
て
、
近
隣
の
カ
ル
ピ
の
裁
判
所
で
は
事
が
済
ま
な
か
っ
た
た
め
に
、
裁

判
に
出
か
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。﹁
ブ
ン
デ
ル
カ
ン
ド
の
す
べ
て
の
駐
屯
地
よ
り
も
北
に
位
置
し
て
い
る
オ
ー
ラ
イ
に
は
、

反
乱
側
の
兵
士
が
大
挙
し
て
集
ま
っ
た
が
、
ジ
ャ
ー
ン
シ
ー
か
ら
来
た
部
隊
は
、
囚
人
を
解
放
し
、
役
所
の
す
べ
て
の
書
類
と
建
物
に

火
を
付
け
て
破
壊
し
た
。
近
隣
の
ラ
リ
ッ
ト
プ
ー
ル
か
ら
分
遣
隊
も
二
一
日
に
は
到
着
し
た
が
、
そ
の
後
す
べ
て
の
部
隊
は
カ
ン
プ
ー

ル
に
向
か
っ
て
出
発

(
)

し
た
﹂。

64

兵
士
反
乱
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
近
隣
の
農
村
地
域
で
は
、﹁
タ
ー
ク
ル
︵
thakur︶
﹂
と
通
称
さ
れ
て
い
た
、
古
く
か
ら
村
々
を
支
配

し
て
き
た
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
の
人
々
を
中
心
に
、
ほ
と
ん
ど
村
中
の
農
民
が
蜂
起
に
立
ち
上
が
っ
て
い
た
。
タ
ー
ク
ル
は
、
伝
統
的
に
地

元
の
王
族
に
一
定
の
地
代
を
払
っ
て
、
そ
の
か
わ
り
に
い
く
つ
も
の
村
を
治
め
て
泥
で
で
き
た
要
塞
︵
garhi︶
の
中
に
居
住
す
る
こ
と

が
で
き
る
特
権
︱
︱
ガ
リ
バ
ン
ド
︵
garhiband
︶
︱
︱
を
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
数
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
し
た
王
族
に
対
し
て
、

一
八
三
三
︱
三
四
年
に
ジ
ャ
ー
ン
シ
ー
と
ジ
ャ
ロ
ー
ン
の
タ
ー
ク
ル
は
武
装
し
て
反
乱
を
起
こ
し
て
い
た
。
一
八
三
九
年
に
は
、
イ
ギ

リ
ス
が
ジ
ャ
ー
ン
シ
ー
を
制
圧
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
周
辺
の
タ
ー
ク
ル
は
地
租
の
不
払
い
を
決
め
、
政
府
の
税
金
に
代
わ
っ
て
自
分

の
村
で
は
固
有
の
﹁
税
金
︵
taki︶
﹂
を
課
す
と
い
う
反
抗
を
起
こ
し
た
。
一
八
四
四
年
に
マ
ラ
ー
タ
連
合
王
国
の
シ
ン
デ
ィ
ア
︵
Scin-

dia︶
が
ク
チ
ュ
ワ
ハ
ガ
ル
の
農
村
地
帯
を
イ
ギ
リ
ス
に
明
け
渡
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
地
の
タ
ー
ク
ル
が
反
乱
を
起
こ
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
地
域
は
農
民
が
﹁
反
乱
を
起
こ
す
過
去
の
伝
統
﹂
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ラ
ー

ジ
プ
ー
ト
の
タ
ー
ク
ル
は
﹁
常
に
反
抗
し
て
い
る
﹂
人
々
だ
と
見
ら
れ
て
い
た
が
、
確
か
に
大
反
乱
の
と
き
に
も
同
じ
地
域
の
同
じ

人
々
が
新
し
い
権
力
に
対
し
て
武
装
闘
争
を
繰
り
広
げ
た
の
で

(
)

あ
る
。

65
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ロ
ー
イ
は
、
こ
の
土
地
の
タ
ー
ク
ル
に
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
﹁
土
地
を
耕
す
権
利
︵
bhum
iaw
at︶
﹂
を
守
る
戦
い
の
慣
習
が
、

一
八
五
七
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
向
け
ら
れ
た
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
タ
ー
ク
ル
は
、
自
ら
の
武
力
の
大
小
に
か
か
わ
ら

ず
、
自
分
の
土
地
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
支
配
者
と
対
立
す
る
と
、
兵
士
を
募
っ
て
相
手
方
の
領
土
に
攻
め
入
り
、
町
や
村
を
略
奪

し
て
焼
き
払
い
、
要
求
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
ま
で
撤
退
し
な
い
、
と
い
う
戦
い
の
慣
習
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
戦
い
が
続
い
て

い
る
と
き
、
名
誉
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
反
抗
し
た
タ
ー
ク
ル
が
自
ら
見
放
し
た
り
、
タ
ー
ク
ル
が
追
い
出
さ
れ
た
り
し
た
領
地
は

絶
対
に
耕
作
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
決
ま
り
が
あ
っ
た
。
も
し
も
誰
か
が
耕
す
な
ら
、
そ
の
農
民
も
、
し
ば
し
ば
彼
の
家
族
も

皆
殺
し
に
あ
っ
て
も
仕
方
が
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
無
数
の
同
士
的
な
連
帯
や
カ
ー
ス
ト
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
、
タ
ー
ク

ル
は
時
の
支
配
者
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
強
力
な
抵
抗
を
示
し
、
さ
ら
に
自
ら
の
要
求
を
通
す
こ
と
が
で
き
た
。﹁
一
八
五
七
年
に
は
、

こ
の
形
の
反
抗
が
、
す
で
に
打
倒
さ
れ
た
政
治
的
な
秩
序
を
復
活
さ
せ
る
た
め
に
意
図
的
に
使
わ
れ
た
の
で

(
)

あ
る
﹂。

66

具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
の
タ
ー
ク
ル
に
つ
い
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
当
時
の
政
府
側
の
文
書
に
は

﹁
村
中
の
人
々
﹂
が
蜂
起
に
加
わ
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
報
告
書
を
ま
と
め
る
イ
ギ
リ
ス
の
役
人
や
軍
人
か
ら
見
て
、
伝
統
的
な

有
力
者
の
下
に
下
層
の
農
民
ま
で
が
一
緒
に
な
っ
て
戦
っ
た
と
観
察
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
引
用
し
た
ス
ト
ー

ク
ス
の
指
摘
、
つ
ま
り
、
反
乱
は
、
開
発
の
上
で
遅
れ
て
い
る
地
域
で
主
に
起
こ
り
、
そ
の
主
体
は
﹁﹃
近
代
化
﹄
の
波
に
乗
っ
て
お

ら
ず
、
﹃
伝
統
的
﹄
な
共
同
体
を
維
持
し
て
い
た
集
団
で
あ
る
﹂
と
い
う
文
章
と
も
重
な
る
だ
ろ
う
。﹁
兵
士
︵
lam
bardar︶
、
警
察
官

︵
chaukidar︶
、
門
番
︵
patw
ari︶
か
ら
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
、
ア
ヒ
ー
ル
、
ロ
デ
ィ
ー
、
チ
ャ
マ
ー
ル
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
の
兄
弟
的
な
連
帯

に
至
る
ま
で
の
階
層
を
越
え
た
人
々
、
要
す
る
に
農
耕
民
︵
kashtgar︶
全
体
が
、
反
乱
に
加
わ
っ
た
の
で

(
)

あ
る
﹂
。

67

彼
ら
は
ま
さ
に
武
装
し
た
農
民
だ
っ
た
。
ブ
ン
ダ
地
区
で
の
暴
動
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
政
府
の
役
人
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い

る
。
﹁
曲
が
り
刀
や
火
縄
銃
は
ブ
ン
デ
ル
カ
ン
ド
で
は
少
な
か
っ
た
が
、
鎗
や
大
鎌
、
鉄
を
巻
い
た
警
棒
︵
lathi︶
、
木
の
棒
に
草
を
刈

る
刃
物
を
付
け
た
だ
け
の
手
作
り
の
斧
な
ど
で
武
装
し
て
、
人
々
は
自
分
が
戦
士
だ
と
思
い
込
み
、
自
分
た
ち
の
王
を
選
び
、
新
参
者
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を
否
定
し
た
。
革
命
が
こ
れ
ほ
ど
急
速
に
広
が
っ
た
こ
と
も
、
そ
し
て
完
璧
に
起
こ
っ
た
こ
と
も
な
い
﹂
。
ノ
ウ
ゴ
ン
グ
か
ら
ア
ラ
ハ

バ
ー
ド
に
向
か
っ
た
第
一
二
イ
ン
ド
人
歩
兵
隊
の
将
校
で
あ
っ
た
Ｐ
・
Ｇ
・
ス
コ
ッ
ト
は
、
通
過
す
る
村
々
の
農
民
す
べ
て
が
さ
ま
ざ

ま
な
武
器
を
持
っ
て
武
装
し
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
。
地
元
で
作
ら
れ
た
小
さ
な
火
縄
銃
や
大
き
な
竹
槍
だ
け
の
武
器
で
も
、
反
英

的
な
戦
い
の
雰
囲
気
に
満
た
さ
れ
た
農
村
地
帯
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
軍
事
力
よ
り
も
有
力
だ

(
)

っ
た
。

68

そ
し
て
、
彼
ら
の
略
奪
・
破
壊
・
殺
傷
と
い
う
攻
撃
は
、
タ
ー
ク
ル
の
よ
う
な
古
い
領
主
た
ち
と
と
も
に
下
層
の
農
民
を
合
わ
せ

た
、
地
元
社
会
の
﹁
自
分
た
ち
﹂
に
対
し
て
、
理
不
尽
な
搾
取
・
弾
圧
を
行
っ
て
き
た
﹁
敵
﹂
に
向
け
ら
れ
た
。
イ
ン
ド
兵
と
イ
ン
ド

人
の
役
人
が
イ
ギ
リ
ス
人
の
将
校
や
上
司
に
立
ち
向
か
い
、
政
府
の
建
物
を
破
壊
し
略
奪
し
た
よ
う
に
、
元
の
領
主
と
農
民
た
ち
は
、

町
に
出
て
税
務
署
と
警
察
を
襲
い
、
役
所
に
あ
る
財
産
は
﹁
自
分
た
ち
の
も
の
﹂、
そ
し
て
﹁
デ
リ
ー
の
王
﹂
の
も
の
だ
と
宣
言
し
た
。

差
し
押
さ
え
物
件
の
競
売
で
あ
れ
、
売
買
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
で
あ
れ
、
新
し
く
土
地
を
保
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
﹁
銀
行
家
、
バ

ニ
ヤ
ー
、
マ
ル
ワ
ー
リ
ー
は
追
い
出
さ
れ
た
。﹃
な
ら
ず
者
︵
badm
ashes︶
﹄
は
町
に
入
っ
て
き
て
、
こ
う
し
た
人
々
の
家
を
壊
し
、

債
券
証
書
の
よ
う
な
文
書
を
燃
や
し
尽
く
し
た
。
…
…
不
思
議
な
こ
と
に
、
私
た
ち
︵
イ
ギ
リ
ス
人
︶
の
支
配
に
よ
っ
て
得
を
し
た

人
々
は
、
銀
行
家
で
あ
れ
商
人
で
あ
れ
、
闘
争
の
中
で
自
分
の
土
地
を
守
る
こ
と
が
出
来
な
か

(
)

っ
た
﹂。
引
用
し
た
文
中
の
﹁
銀
行
家
﹂

69

は
、
地
元
の
人
々
か
ら
言
え
ば
高
利
の
﹁
金
貸
し
﹂
で
あ
り
、﹁
バ
ニ
ヤ
ー
、
マ
ル
ワ
ー
リ
ー
﹂
は
、
商
人
で
あ
り
、
と
く
に
﹁
マ
ル

ワ
ー
リ
ー
﹂
は
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
出
身
の
商
人
カ
ー
ス
ト
を
意
味
し
た
。

こ
こ
ま
で
見
て
く
れ
ば
、
伝
統
的
な
共
同
体
を
基
礎
と
し
た
農
民
反
乱
の
土
壌
の
上
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
統
制
と
差
別
に
不
満
を
持

っ
て
い
た
兵
士
の
反
乱
が
火
を
付
け
て
、
社
会
的
な
反
乱
の
炎
が
燃
え
上
が
っ
た
と
理
解
し
て
も
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
反
乱
し

た
兵
士
も
、
破
壊
だ
け
を
め
ざ
し
た
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
王
国
を
取
り
戻
そ
う
と
デ
リ
ー
に
攻
め
入
り
、
ム
ガ
ー
ル
皇
帝
を
取

り
囲
ん
で
大
将
と
し
て
の
戦
い
の
宣
言
を
発
さ
せ
た
。
そ
の
よ
う
な
革
命
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
は
ブ
ン
デ
ル
カ
ン
ド
地
域
で
も
展
開
し
、

反
乱
軍
や
農
民
の
軍
勢
が
各
地
を
占
領
す
る
た
び
に
、
地
元
の
王
族
に
反
乱
側
を
支
持
す
る
立
場
を
取
る
よ
う
に
交
渉
し
、
強
制
し
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た
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
の
中
で
、
反
乱
側
に
付
い
た
王
族
も
い
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
側
を
去
ら
な
か
っ
た
王
族
も
い
た
。

そ
う
し
た
中
に
、
ジ
ャ
ー
ン
シ
ー
の
若
い
王
妃
ラ
ク
シ
ュ
ミ
・
バ
ー
イ
ー
︵
Lakshm
iB
ai︶
も
い
た
。
自
ら
反
乱
軍
を
率
い
て
イ
ギ

リ
ス
軍
と
勇
敢
に
戦
い
、
グ
ワ
リ
オ
ー
ル
で
最
期
を
遂
げ
た
﹁
ジ
ャ
ー
ン
シ
ー
の
女
王
︵
the
Q
ueen
of
Jhansi︶
﹂
は
、
当
時
も
そ
の

後
も
民
衆
的
な
﹁
殉
教
者
﹂
と
し
て
人
々
の
心
を
捉
え
、
伝
説
的
に
語
り
継
が
れ
て
き
た
。
す
で
に
未
亡
人
と
な
っ
た
バ
ー
イ
ー
王
妃

は
、
女
性
ら
し
く
美
し
い
人
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
男
勝
り
の
衣
装
を
付
け
て
馬
に
ま
た
が
り
、
鎗
を
か
ざ
し
て
敵
を
倒
し
た
と
い
う

﹁
神
話
﹂
を
残
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
彼
女
の
名
で
東
イ
ン
ド
会
社
側
に
送
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
手
紙
が
残
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た

文
書
に
よ
れ
ば
、
反
乱
軍
が
城
に
入
っ
て
き
て
彼
女
を
取
り
囲
み
、
自
分
も
殺
さ
れ
ず
、
ジ
ャ
ー
ン
シ
ー
の
町
を
破
壊
さ
れ
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
言
い
分
を
聞
か
ざ
る
を
え
な
い
け
れ
ど
も
、
早
く
助
け
が
ほ
し
い
と
い
う
内
容
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
送
ら
れ

て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
資
料
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
は
、
反
乱
側
の
戦
略
を
含
め
て
、
興
味
深
い
課
題
で
あ
ろ
う
。
ま

た
そ
う
し
た
歴
史
解
釈
と
は
離
れ
て
、
イ
ン
ド
史
の
中
で
燦
然
と
輝
く
﹁
ジ
ャ
ー
ン
シ
ー
の
女
王
﹂
が
活
躍
し
た
土
地
が
、
一
二
〇
年

以
上
後
に
、
ラ
ク
シ
ュ
ミ
・
バ
ー
イ
ー
と
違
っ
て
下
層
カ
ー
ス
ト
の
出
身
だ
と
し
て
も
、﹁
盗
賊
の
女
王
﹂
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー

が
登
場
し
た
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
伝
承
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
点
で
あ
る
。

一
八
五
七
年
九
月
に
デ
リ
ー
と
カ
ン
プ
ー
ル
が
イ
ギ
リ
ス
に
奪
回
さ
れ
た
後
は
、
ジ
ャ
ロ
ー
ン
県
の
カ
ル
ピ
が
反
乱
側
の
新
し
い
首

都
に
選
ば
れ
、
武
将
ナ
ー
ナ
ー
・
サ
ー
ヒ
ブ
︵
N
ana
Sahib
︶
ら
が
入
場
し
て
、
防
衛
を
固
め
よ
う
と
し
た
。
一
八
五
七
年
時
点
で
は

一
万
二
〇
〇
〇
人
く
ら
い
の
軍
事
力
が
カ
ル
ピ
を
防
衛
し
て
い
た
。
固
く
守
ら
れ
た
こ
の
拠
点
は
翌
年
春
ま
で
持
ち
こ
た
え
た
が
、
四

月
初
め
に
は
ジ
ャ
ー
ン
シ
ー
が
征
服
さ
れ
、
ラ
ク
シ
ュ
ミ
・
バ
ー
イ
ー
が
殺
さ
れ
た
。
五
月
に
は
カ
ル
ピ
が
イ
ギ
リ
ス
軍
の
襲
撃
を
受

け
た
。
﹁
兵
士
は
ジ
ャ
ム
ナ
川
の
水
に
誓
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
軍
隊
を
川
に
攻
め
落
と
す
か
、
自
分
た
ち
が
死
ぬ
か
だ
﹂
と
覚
悟
を

決
め
て
い
た
と
い
う
が
、
二
日
間
の
戦
い
で
、
指
揮
官
の
ヒ
ュ
ー
・
ロ
ー
ズ
は
強
靱
な
ナ
ー
ナ
ー
・
サ
ヒ
ブ
の
軍
勢
を
敗
北
さ
せ
て
、

カ
ル
ピ
を
陥
落
さ
せ
た
。
反
乱
側
の
軍
勢
は
ち
り
ぢ
り
に
逃
げ
て
、
ブ
ン
デ
ル
カ
ン
ド
地
域
の
兵
士
反
乱
は
終
わ
り
、
農
村
地
域
の
反
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抗
も
次
第
に
孤
立
し
平
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
カ
ル
ピ
は
、
プ
ー
ラ
ン
の
村
か
ら
一
番
近
い
町
で
、
彼
女
が
え
ん
罪
で
逮
捕
さ
れ
て
レ
イ

プ
さ
れ
た
警
察
署
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
年
以
上
続
い
た
激
戦
の
末
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
勝
利
し
、
最
終
的
に
ム
ガ
ー
ル
帝
国
を
滅
ぼ
し
た
。
し
か
し
、
大
反
乱
が
瞬
時
に
広

域
化
し
、
十
分
な
組
織
性
を
持
っ
て
長
期
間
展
開
し
た
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
深
い
衝
撃
を
与
え
た
。
帝
国
と
し
て
の
統
治
を
再
建
す

る
過
程
で
、
旧
弊
な
東
イ
ン
ド
会
社
を
廃
止
し
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
イ
ン
ド
政
府
を
設
立
し
て
直
接
的
な
統
治
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な

っ
た
。
軍
隊
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
比
率
を
格
段
に
上
げ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
イ
ン
ド
人
の
人
数
比
を
一
対
一
に
す
る
と
と

も
に
、
採
用
す
る
イ
ン
ド
人
の
出
自
を
慎
重
に
考
慮
し
て
、
軍
隊
の
中
の
﹁
分
割
統
治
︵
divide
and
rule︶
﹂
政
策
と
し
て
、
ど
の
宗

教
や
カ
ー
ス
ト
も
多
数
の
集
団
を
形
成
で
き
な
い
よ
う
に
構
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
人
々
と
は
血
縁
的
あ
る
い
は
宗
教
的
な
つ
な

が
り
を
持
た
な
い
兵
士
の
軍
隊
を
駐
留
さ
せ
る
方
針
を
定
め
た
。
ま
た
、
農
村
社
会
を
平
定
し
、
徴
税
機
構
を
円
滑
に
運
営
す
る
た
め

に
は
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
社
会
的
な
反
発
を
買
う
﹁
改
革
的
な
政
策
﹂
を
止
め
、
大
領
主
の
タ
ー
ル
ク
ダ
ー
ル
や
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル

と
と
も
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
や
ム
ス
リ
ム
の
宗
教
的
な
指
導
者
を
味
方
に
付
け
て
、
保
守
的
な
社
会
経
済
構
造
を
維
持
し
な
が
ら
統
治
す
る

こ
と
が
至
上
の
命
題
と
な
っ
た
。

社
会
の
周
辺
や
底
辺
に
つ
い
て
は
、
タ
グ
掃
討
作
戦
い
ら
い
続
い
て
い
た
治
安
の
強
化
が
一
層
推
進
さ
れ
た
。
大
反
乱
の
開
始
に
あ

た
っ
て
、
蜂
起
を
知
ら
せ
る
合
図
と
し
て
﹁
チ
ャ
パ
テ
ィ
が
村
々
を
回
っ
た
﹂
と
述
べ
た
が
、
文
字
を
知
ら
な
い
民
衆
の
世
界
で
情
報

が
広
範
囲
に
伝
達
さ
れ
る
に
は
、
そ
れ
を
伝
達
す
る
し
く
み
と
人
々
が
必
要
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
統
治
者
た
ち
は
、
反
乱
時
に
そ

う
し
た
機
能
を
果
た
し
た
の
は
、
バ
ン
ジ
ャ
ー
ラ
ー
の
よ
う
な
街
道
を
使
っ
て
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
や
、
伝
統
的
に
村
の
警
備
を
担
っ

て
き
た
、
チ
ョ
キ
ダ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
々
だ
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
二
度
と
民
衆
反
乱
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
人
々
を
﹁
犯
罪
者
﹂
も
し
く
は
﹁
犯
罪
者
の
予
備
軍
﹂
と
み
な
し
て
統
制
す
る
治
安
体
制
が
必
要
だ
と
考
え

た
。
こ
う
し
た
政
策
は
、
政
府
が
自
ら
の
土
地
と
財
産
を
守
っ
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
ダ
コ
イ
ト
ら
を
私
兵
と
し
て
雇
っ
て
安
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全
を
確
保
し
な
く
て
も
よ
く
な
る
と
考
え
る
地
主
・
商
人
・
金
貸
し
た
ち
に
は
、
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
政
策
の
一

つ
と
し
て
の
、
犯
罪
部
族
法
に
つ
い
て
は
、
後
に
見
て
い
こ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
よ
り
徹
底
し
た
治
安
政
策
に
よ
っ
て
、
大
反
乱
後
は
、﹁
原
初
的
な
反
抗
﹂
と
し
て
の
武
装
し
た
農
民
の
反
乱
は
よ

り
起
こ
り
に
く
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、﹁
内
陸
の
辺
境
﹂
地
域
で
は
、
ダ
コ
イ
ト
と
い
う
﹁
犯
罪
﹂
の
形
に
な
り
な
が
ら
一
九
世

紀
の
末
ま
で
武
装
活
動
が
続
け
ら
れ
た
。
後
の
﹁
中
央
州
︵
the
C
entralProvinces︶
﹂、
す
な
わ
ち
現
在
の
マ
デ
ィ
ヤ
・
プ
ラ
デ
ー
シ

ュ
州
の
地
域
で
は
、﹁
チ
ャ
ン
デ
リ
や
ハ
ミ
ル
プ
ル
西
部
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
地
帯
で
、
ゲ
リ
ラ
戦
が
か
な
り
後
ま
で
続
け
ら
れ
た
﹂。
経
済

的
な
状
況
が
悪
化
し
、
政
府
の
治
安
政
策
が
緩
め
ら
れ
る
と
、
ブ
ン
デ
ラ
・
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
︵
B
undela
R
ajputs︶
、
つ
ま
り
、
ブ
ン

デ
ル
カ
ン
ド
地
域
の
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
の
一
族
は
、
ダ
コ
イ
ト
と
な
っ
て
活
動
を
始

(
)

め
た
。
ジ
ャ
イ
プ
ー
ル
や
バ
ハ
ラ
ッ
ト
プ
ル
な
ど
、

70

イ
ギ
リ
ス
人
の
官
僚
と
軍
人
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
年
金
を
も
ら
う
王
族
を
監
督
し
た
、
大
小
多
く
の
藩
王
国
の
置
か
れ
た
現
在
の
ラ
ー
ジ

ャ
ス
タ
ー
ン
州
と
そ
の
周
辺
は
、
や
は
り
砂
漠
と
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
含
む
乾
燥
地
帯
で
、
武
装
す
る
カ
ー
ス
ト
や
部
族
の
人
々
が
い
な
く

な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
大
反
乱
で
イ
ギ
リ
ス
軍
に
掃
討
さ
れ
た
反
乱
勢
力
は
、
王
族
も
武
装
農
民
も
国
境
と
ジ
ャ
ン
グ
ル
を

越
え
て
﹁
ネ
パ
ー
ル
に
逃
げ
た
﹂
と
さ
れ
て

(
)

い
る
。

71

こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
一
八
五
七
年
の
大
反
乱
は
、﹁
植
民
地
化
に
よ
っ
て
衝
撃
を
受
け
、
そ
れ
を
受
け
入

れ
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
社
会
﹂
に
お
け
る
﹁
伝
統
的
な
抵
抗
運
動
﹂
と
し
て
、
最
後
の
、
そ
し
て
最
大
の
﹁
原
初
的
な
反
抗
﹂
だ
っ

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
後
に
、
植
民
地
独
立
に
よ
る
国
民
的
な
解
放
を
め
ざ
し
た
二
〇
世
紀
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
、
こ
の
﹁
原
初
的

な
反
抗
﹂
を
﹁
第
一
次
イ
ン
ド
独
立
戦
争
﹂
と
意
味
づ
け
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
も
ま
た
イ
ン
ド
人
民
の
解
放
闘
争
の
出
発
点
と
考
え

た
。
け
れ
ど
も
、
武
装
し
た
農
民
の
世
界
と
西
欧
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
・
エ
リ
ー
ト
の
世
界
は
、
簡
単
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
間
に
横
た
わ
っ
た
越
え
が
た
い
壁
を
越
え
さ
せ
た
の
が
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
時
代
の
民
衆
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
展
開
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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さ
て
、
イ
ン
ド
大
反
乱
に
つ
い
て
も
、
二
一
世
紀
の
私
た
ち
だ
か
ら
こ
そ
、
い
く
つ
か
の
新
し
い
視
角
か
ら
見
る
必
要
が
あ
る
。
二

つ
に
分
か
れ
た
軍
の
間
の
衝
突
と
と
も
に
都
市
と
農
村
の
民
衆
に
よ
る
蜂
起
が
起
こ
さ
れ
て
、
一
年
あ
ま
り
の
間
に
お
び
た
だ
し
い
数

の
犠
牲
者
が
生
ま
れ
、
多
く
の
財
産
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
行
動
を
起
こ
す
人
々
が
、

﹁
イ
ギ
リ
ス
人
を
追
い
出
せ
﹂
と
叫
び
な
が
ら
﹁
ム
ガ
ー
ル
皇
帝
万
歳
﹂
を
叫
び
、
そ
れ
を
抑
え
よ
う
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
側
の
人
々
は

﹁
国
家
の
治
安
を
回
復
せ
よ
﹂﹁
暴
徒
を
断
固
と
し
て
許
さ
な
い
﹂
と
主
張
し
て
武
力
を
使
っ
た
こ
と
も
説
明
し
た
。
武
装
し
た
農
民
は

古
い
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
や
王
族
と
と
も
に
立
ち
上
が
り
、
イ
ギ
リ
ス
人
、
新
し
い
不
在
地
主
、
金
貸
し
、
商
人
な
ど
を
攻
撃
し
、
役
所

や
家
や
店
を
焼
き
払
っ
た
こ
と
も
述
べ
た
。
そ
し
て
、
帝
国
主
義
者
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
、
革
命
主
義
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か

ら
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
現
れ
た
政
治
的
な
連
合
と
暴
力
の
意
味
を
解
釈
し
て
き
た
こ
と
も
、
あ
る
程
度
は
説
明
し
た
と
思
う
。

け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
政
治
的
な
暴
力
を
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
﹁
帝
国
主
義
対
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
と
か
、﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

対
共
産
主
義
﹂
と
い
っ
た
対
抗
関
係
の
中
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
見
た
と
す
れ
ば
、
一
八
五
七
年
は
ど
の

よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主
義
的

な
勢
力
が
イ
ン
ド
人
民
党
を
与
党
に
押
し
上
げ
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
少
数
派
の
ム
ス
リ
ム
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
暴
力
的
に
迫
害

さ
れ
る
事
件
も
起
こ
っ
た
と
き
、
一
八
五
七
年
の
出
来
事
は
、
貴
重
な
歴
史
的
経
験
と
し
て
、
暴
力
を
批
判
す
る
立
場
の
人
々
か
ら
、

と
く
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
国
家
の
宗
教
的
寛
容
と
保
護
を
約
束
し
た
原
則
と
し
て
の
、
イ
ン
ド
に
お
け
る

﹁
世
俗
主
義
︵
Secularism
︶
﹂
の
原
点
と
し
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
も
ム
ス
リ
ム
も
連
帯
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
圧
政
に
対
し
て
戦
い
、
と
も
に

そ
の
犠
牲
を
厭
わ
な
か
っ
た
﹁
経
験
﹂
お
よ
び
﹁
記
憶
﹂
と
し
て
、
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
別
の
見
方
も
で
き
る
。
一
八
五
七
年
の
﹁
カ
ン
プ
ー
ル
虐
殺
事
件
﹂
に
焦
点
を
置
い
た
﹃
見
せ
物
と
し
て
の
暴
力
﹄
と

題
し
た
著
書
で
、
ル
ド
ラ
ン
グ
シ
ュ
・
ム
カ
ジ
ー
は
、
二
一
世
紀
の
対
テ
ロ
戦
争
に
対
照
す
る
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
鎮
圧
の
暴
力
だ

け
で
な
く
、
革
命
に
立
ち
上
が
っ
た
側
の
暴
力
も
批
判
的
に
捉
え
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
一
八
五
七
年
六
月
二
七
日
、
カ
ン
プ
ー
ル
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の
サ
テ
ィ
ー
チ
ャ
ウ
ラ
ー
・
ガ
ー
ト
で
三
〇
〇
人
以
上
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
殺
さ
れ
た
。
多
く
の
女
性
と
子
ど
も
も
含
ま
れ
て
い
た
。
七

月
一
五
日
に
は
ビ
ビ
グ
ー
ル
で
生
き
残
っ
た
女
性
と
子
ど
も
が
殺
さ
れ
た
。
そ
の
二
日
後
、
ハ
ヴ
ェ
ロ
ッ
ク
将
軍
が
カ
ン
プ
ー
ル
を
強

襲
し
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ネ
イ
ル
陸
軍
大
佐
が
反
乱
を
起
こ
し
た
人
々
を
大
量
に
殺
害
し
た
。
こ
の
よ
う
な
﹁
虐
殺
﹂
を
生
む
﹁
暴
力
の

連
鎖
︵
the
sequence
ofviolence︶
﹂
を
ど
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
。

ま
た
、
こ
う
し
た
大
量
虐
殺
の
問
題
と
と
も
に
、
戦
闘
と
と
も
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
暴
力
︵
gendered
vio-

lence︶
﹂
に
つ
い
て
も
、
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。﹁
カ
ン
プ
ー
ル
の
虐
殺
﹂
に
つ
い
て
、
ム
カ
ジ
ー
は
、
反
乱
と
弾
圧
の

歴
史
記
述
の
中
で
決
定
的
に
欠
落
し
て
い
る
論
点
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
一
五
日
間
カ
ン
プ
ー
ル
が
反
乱
側
の
手
に
落
ち
て
い
た

と
き
、
女
性
た
ち
に
は
何
が
起
こ
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
軍
人
や
役
人
は
皆
、
女
性
た
ち
の
純
潔
は
犯

さ
れ
な
か
っ
た
と
報
告
し
て
、
本
国
や
イ
ン
ド
に
い
る
同
胞
か
ら
心
配
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
。
ま

た
、
夫
が
殺
さ
れ
て
未
亡
人
に
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
た
ち
は
、
手
紙
や
日
記
の
中
で
、
残
酷
な
目
に
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
勇
気
を

も
っ
て
生
き
延
び
て
、
体
の
安
全
は
守
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
反
乱
側
の
武
装
し
た
男
た
ち
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
イ
ギ
リ
ス
人
の
女
性
を
陵
辱
し
た
ら
宗
教
的
に
汚
れ
て
し
ま
う
と
考
え
て
い
た
か
ら
、
性
的
な
暴
力
を
ふ
る
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、

と
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
け
れ
ど
も
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
か
っ
た
、
と
ム
カ
ジ
ー
は
論
じ
て
い
る
。

一
八
五
七
年
七
月
一
四
日
付
け
の
﹃
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
マ
ン
︵
T
he
E
nglishm
an
︶
﹄
紙
に
は
デ
リ
ー
か
ら
逃
げ
て
き
た
若
い
女
性

の
五
月
一
八
日
付
け
の
手
紙
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は
イ
ギ
リ
ス
人
が
多
数
殺
害
さ
れ
た
こ
の
町
の
状
況
が
描
か
れ
て
い

る
。
五
月
一
一
日
に
メ
ー
ラ
ッ
ト
で
兵
士
反
乱
が
起
き
た
と
い
う
急
報
が
届
き
、
軍
人
で
あ
っ
た
兄
弟
は
す
ぐ
に
出
か
け
て
い
っ
た
。

女
性
た
ち
を
迎
え
る
馬
車
が
来
て
、
あ
ち
こ
ち
逃
げ
回
っ
た
。
市
内
か
ら
﹁
逃
げ
出
し
て
き
た
紳
士
が
、
男
性
も
女
性
も
子
ど
も
も
殺

さ
れ
て
い
る
﹂
と
教
え
て
く
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
で
、﹁
多
く
の
ご
婦
人
は
裸
足
で
血
を
流
し
な
が
ら
歩
か
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
草

む
ら
に
隠
れ
て
逃
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
ご
婦
人
は
、
な
ぜ
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
突
然
発
狂
し
て
し
ま
い
ま
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し
た
。
…
…
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
兵
士
は
復
讐
心
を
燃
や
し
な
が
ら
、
酷
い
輩
に
は
慈
悲
を
か
け
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
神
様
、
ど
う

ぞ
成
功
し
ま
す
よ

(
)

う
に
﹂。

72

ム
カ
ジ
ー
は
、
反
乱
軍
に
よ
っ
て
﹁
捕
獲
品
︵
prize︶
﹂
と
し
て
誘
拐
さ
れ
た
ア
メ
リ
ア
・
ホ
ー
ン
と
い
う
女
性
が
残
し
た
詳
細
な

記
録
に
お
い
て
も
、
性
的
な
迫
害
に
つ
い
て
だ
け
は
ま
っ
た
く
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
反
乱
後

に
被
害
の
実
態
を
調
査
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
役
人
た
ち
も
、
女
性
に
対
す
る
身
体
的
な
暴
行
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
調
べ
な

か
っ
た
。
そ
う
し
た
役
人
の
一
人
で
あ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、﹁
調
査
官
自
身
も
、
そ
の
よ
う
な
侮
辱
的
な
事
柄
に
つ
い
て
は
、
一

瞬
な
り
と
も
︵
被
害
者
に
︶
聞
き
た
だ
し
た
り
、
じ
っ
と
考
え
た
り
し
な
い
も
の
だ
﹂
と
記
し
て
い
る
。

女
性
に
対
す
る
暴
行
や
レ
イ
プ
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
隠
そ
う
と
す
る
心
理
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
く
こ
と
が
、
今
日
で
は
科
学
的
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
レ
イ
プ
の
被
害
者
自
身
の
沈
黙
、
被
害
者
を
守
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
父
や
夫
や
兄
弟
や
そ
の
他
の
家

族
、
政
府
や
軍
隊
や
武
装
勢
力
の
男
性
た
ち
の
沈
黙
。
そ
う
し
た
問
題
が
、
大
反
乱
の
と
き
に
起
こ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
北
イ
ン
ド
に

お
け
る
戦
士
や
盗
賊
の
伝
統
的
な
文
化
と
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
軍
の
文
化
が
衝
突
し
た
と
き
、
双
方
の
男
性
集
団
の
間
で
地
元
の
女
性

や
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
が
ど
の
よ
う
な
立
場
に
置
か
れ
た
の
か
。
現
時
点
で
明
ら
か
な
の
は
、
こ
の
問
題
に
関
心
が
持
た
れ
、
そ
れ
に
つ

い
て
歴
史
的
な
究
明
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で

(
)

あ
る
。

73

第
二
節

犯
罪
部
族
法
の
制
定

大
反
乱
後
、
新
し
い
﹁
法
と
秩
序
﹂
が
再
編
さ
れ
た
が
、
植
民
地
国
家
の
治
安
体
系
に
収
ま
り
き
ら
な
い
人
々
は
な
か
な
か
消
滅
し

な
か
っ
た
。
ガ
ン
ジ
ス
川
や
ジ
ャ
ム
ナ
川
の
流
域
地
域
の
よ
う
に
、
大
反
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
平
野
部
の
村
々
そ
の
も
の
で
は
な
く

て
、
そ
う
し
た
村
の
周
辺
や
そ
こ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
ジ
ャ
ン
グ
ル
や
荒
れ
地
や
砂
漠
を
含
む
乾
燥
地
域
に
は
、
何
度
か
指
摘
し
て
き

た
よ
う
に
、
警
察
や
軍
隊
に
追
わ
れ
た
兵
士
、
農
民
出
身
の
武
装
勢
力
、
盗
賊
団
な
ど
が
逃
げ
込
ん
だ
だ
け
で
な
く
、
も
と
も
と
そ
う
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し
た
土
地
を
住
処
に
し
て
移
動
し
て
い
る
サ
ン
タ
ー
ル
人
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
山
の
民
﹂
が
暮
ら
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
農
村
社
会
に
﹁
定
住
す
る
人
々
﹂
の
よ
う
に
国
家
に
よ
っ
て
は
把
握
で
き
な
い
、
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
に
対
し
て
、
さ
ら
に
統
制

を
強
め
る
政
策
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
八
七
一
年
に
は
、﹁
タ
グ
取
締
法
﹂
を
引
き
継
ぐ
よ
う
な
﹁
犯
罪
部
族
法
﹂
︵
T
he
C
rim
inalT
ribes
A
ct,N
o.X
X
V
IIof1871︶
が

制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
の
第
二
条
で
は
、﹁
あ
る
部
族
・
ギ
ャ
ン
グ
・
階
級
︵
tribe,gang
or
class︶
が
、
保
釈
で
き
な
い
種
類
の

犯
罪
を
体
系
的
に
実
施
す
る
、
常
習
犯
の
集
団
で
あ
る
︵
addicted
to
the
system
atic
com
m
ission
ofnon-bailable
offences︶
と
、

州
政
府
が
十
分
な
根
拠
を
も
っ
て
判
断
で
き
る
と
き
は
、
こ
れ
を
総
督
︵
the
G
overnor
G
eneralin
C
ouncil︶
に
報
告
し
、
こ
の
部

族
・
ギ
ャ
ン
グ
・
階
級
が
犯
罪
部
族
︵
a
crim
inaltribe︶
で
あ
る
と
宣
言
す
る
許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
﹂、
と
定
め
ら
れ
て
い

た
。
こ
の
時
点
で
は
、
法
律
の
主
な
適
用
地
域
は
、﹁
ベ
ン
ガ
ル
州
、
北
西
辺
境
州
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
州
、
ア
ワ
ド
管
区
﹂
だ
っ
た
が
、

二
年
後
に
す
べ
て
の
英
領
イ
ン
ド
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

法
律
と
い
っ
て
も
、
植
民
地
を
統
治
す
る
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
議
会
が
定
め
る
行
政
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
条
項
で
は
、

各
州
政
府
が
総
督
に
報
告
す
べ
き
要
点
が
指
示
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
こ
の
﹁
部
族
・
ギ
ャ
ン
グ
・
階
級
﹂
と
し
て
の
集
団
が
﹁
常
習

犯
の
集
団
﹂
と
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
犯
罪
を
ど
の
よ
う
な
状
況
で
犯
し
た
か
、
と
い
う
背
景
的
な
説
明
が
必
要

で
あ
る
。
さ
ら
に
、﹁
犯
罪
部
族
﹂
と
指
定
さ
れ
た
後
、﹁
放
浪
す
る
︵
w
andering
︶
人
々
﹂
と
し
て
の
彼
ら
の
定
住
場
所
と
生
計
を

営
む
計
画
を
準
備
し
て
い
る
か
を
、
説
明
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
条
件
を
判
断
し
た
上
で
、
あ
る
社
会
的
な
集
団
が
﹁
犯

罪
部
族
﹂
だ
と
法
律
的
に
﹁
公
告
さ
れ
る
こ
と
︵
notification
︶
﹂
に
な
る
。

か
つ
て
の
﹁
タ
グ
法
﹂
と
比
較
し
て
も
、﹁
犯
罪
部
族
法
﹂
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
驚
く
べ
き
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
第
一
に
、
犯

罪
者
と
さ
れ
る
の
は
、
個
人
で
は
な
く
て
集
団
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
策
の
基
盤
に
は
、﹁
遺
伝
的
な
素
質
﹂
が
、
同
族
間
の
結
婚
に

よ
っ
て
血
統
が
保
持
さ
れ
る
﹁
カ
ー
ス
ト
﹂
や
﹁
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
﹂
の
集
団
に
集
合
的
に
体
現
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
に
対
応
し
て
植
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民
地
政
府
の
人
事
政
策
を
取
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
置
か
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
大
反
乱
後
に
再
編
強
化
さ
れ
た
イ
ン

ド
軍
の
中
で
は
、
血
統
と
し
て
優
秀
な
﹁
戦
士
的
な
カ
ー
ス
ト
︵
m
artialraces︶
﹂
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
強
力
に
抵
抗
し
た
ス
ィ
ク

王
国
を
支
え
た
ス
ィ
ク
教
徒
の
人
々
、
マ
ラ
ー
タ
王
国
で
最
後
ま
で
戦
っ
た
デ
カ
ン
地
方
の
人
々
、
ネ
パ
ー
ル
か
ら
導
入
し
﹁
グ
ル

カ
﹂
と
呼
ば
れ
た
﹁
山
の
民
﹂
の
人
々
な
ど
を
重
用
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
が
、﹁
犯
罪
部
族
法
﹂
に

お
い
て
は
、
一
つ
の
カ
ー
ス
ト
や
部
族
全
体
が
﹁
犯
罪
者
集
団
﹂
と
な
り
、
そ
れ
は
世
代
を
越
え
て
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
認
識

と
そ
れ
に
基
づ
く
政
策
方
針
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
れ
を
立
証
す
る
手
続
き
で
あ
る
。
殺
人
や
強
盗
と
い
っ
た
犯
罪
に
つ
い
て
、
あ
る
個
人
が
単
独
で
、
あ
る
い
は
複
数
の

個
人
が
共
謀
し
て
そ
れ
を
行
っ
た
事
実
を
司
法
的
に
立
証
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
裁
き
を
受
け
る
と
い
う
刑
法
の
常
識
か
ら
見
れ
ば
、

あ
り
え
な
い
法
律
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
被
疑
者
が
あ
る
﹁
犯
罪
部
族
﹂
と
い
う
集
団
に
所
属
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ

れ
ば
、
そ
の
時
点
で
犯
罪
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
一
つ
一
つ
の
特
定
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
、
本
人

が
そ
れ
を
犯
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
事
実
を
検
証
す
る
必
要
は
な
い
。﹁
部
族
﹂
と
か
﹁
階
級
﹂
と
い
う
言
葉
で
意
味
さ
れ
て
い
る
カ

ー
ス
ト
と
見
な
さ
れ
る
と
、
生
ま
れ
に
よ
っ
て
所
属
し
た
集
団
が
、
そ
の
ま
ま
﹁
犯
罪
部
族
﹂
あ
る
い
は
﹁
犯
罪
カ
ー
ス
ト
﹂
と
さ
れ

て
、
刑
法
的
に
取
り
締
ま
ら
れ
る
と
い
う
、
常
軌
を
逸
し
た
法
律
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
犯
罪
を
ま
っ
た
く
起
こ
し
よ
う
の
な

い
幼
児
で
も
、
り
っ
ぱ
に
﹁
犯
罪
部
族
﹂
の
一
員
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
法
的
に
正
当
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
、﹁
犯
罪
部
族
﹂
と
か
﹁
犯
罪
カ
ー
ス
ト
﹂
と
﹁
公
告
﹂
す
る
と
、
定
住
し
て
い
な
か
っ
た
人
々

の
場
合
に
は
﹁
州
政
府
の
指
定
す
る
居
所
に
定
住
﹂
さ
せ
、
す
で
に
定
住
し
て
い
た
人
々
に
つ
い
て
も
﹁
改
善
居
留
地
︵
reform
atory

settlem
ent︶
﹂
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
前
に
行
わ
れ
た
﹁
タ
グ
掃
討
作
戦
﹂
と
の
決
定
的
な
違
い
は
、
捕
え
ら
れ
た
人
々

に
対
す
る
﹁
改
善
︵
reform
ation
︶
﹂
も
し
く
は
﹁
矯
正
︵
reclam
ation
︶
﹂
が
追
求
さ
れ
た
点
に
あ
る
。﹁
犯
罪
部
族
法
﹂
は
、﹁
犯
罪

部
族
﹂
が
、
放
浪
し
て
定
住
し
て
い
な
い
暮
ら
し
方
ゆ
え
に
﹁
犯
罪
性
﹂
を
身
に
つ
け
て
し
ま
う
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
彼
ら
に
定
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住
と
適
切
な
生
業
を
付
与
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

一
八
六
七
年
に
連
合
州
の
北
西
に
隣
接
し
た
当
時
の
北
西
辺
境
州
の
警
察
長
官
は
、
﹁
古
代
以
来
の
仲
間
同
士
の
連
帯
が
あ
り
、
膨

大
な
数
の
人
々
が
存
在
し
て
、
彼
ら
に
よ
る
略
奪
が
行
わ
れ
て
い
る
土
地
は
広
大
で
、
そ
の
上
、
集
団
的
な
組
織
は
完
璧
で
、
し
か
も

す
さ
ま
じ
い
害
悪
を
生
み
出
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ド
の
移
動
す
る
遊
牧
民
と
し
て
の
、
こ
う
し
た
部
族
に
対
処
す
る
た
め

に
は
、
特
別
な
法
律
を
作
っ
て
抑
圧
し
、
彼
ら
を
強
制
的
に
変
え
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
一
八
七
一
年
法
で
は
、
警

察
が
提
案
し
た
二
九
の
部
族
の
中
か
ら
四
つ
が
選
ば
れ
て
﹁
犯
罪
部
族
﹂
と
定
め
ら
れ
、
そ
の
後
も
必
要
な
限
り
﹁
犯
罪
部
族
﹂
の
リ

ス
ト
を
増
や
し
て
い
く
し
く
み
と
な
っ
て
い
た
。﹁
犯
罪
部
族
﹂
に
属
す
人
々
は
警
察
に
よ
っ
て
登
録
さ
れ
、
登
録
証
を
持
た
さ
れ
、

警
察
の
点
呼
を
受
け
、
移
動
を
規
制
さ
れ
て
、
要
す
る
に
二
四
時
間
、
そ
し
て
一
生
の
間
、
警
察
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
こ
と
と
さ

(
)

れ
た
。

74具
体
的
に
は
、
各
地
で
﹁
居
住
地
︵
Settlem
ent︶
﹂
の
計
画
が
立
て
ら
れ
、
本
国
で
は
貧
し
い
人
々
を
救
済
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な

団
体
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
﹁
救
世
軍
︵
the
Salvation
A
rm
y
︶
﹂
は
、
植
民
地
に
お
け
る
貧
し
い
人
々
を
救
済
し
矯
正
す
る
と
い
う

主
旨
を
掲
げ
て
、
実
際
に
は
政
府
に
協
力
し
て
、﹁
犯
罪
部
族
﹂
と
し
て
指
定
さ
れ
た
人
々
を
集
団
的
に
居
住
さ
せ
る
施
設
を
経
営
し

た
。
最
初
に
多
数
の
人
々
が
収
容
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
ほ
と
ん
ど
刑
務
所
と
か
わ
ら
ず
、﹁
矯
正
﹂
の
意
義
が
な
い
と
評
判
が
悪
か
っ

た
た
め
、
次
第
に
、
政
府
の
所
有
し
て
い
る
土
地
を
開
墾
す
る
た
め
に
集
団
的
に
移
住
さ
せ
る
﹁
居
留
地
﹂
を
設
置
し
、
割
り
当
て
ら

れ
た
土
地
を
耕
作
す
る
よ
う
指
導
し
て
、
捕
え
ら
れ
た
人
々
を
﹁
放
浪
す
る
人
々
﹂
か
ら
﹁
定
住
す
る
農
民
﹂
に
強
制
的
に
変
え
る
と

い
う
実
験
が
施
さ
れ
た
。

﹁
犯
罪
部
族
﹂
に
属
す
る
と
見
な
さ
れ
れ
ば
、
居
留
地
に
住
ん
で
い
な
く
て
も
警
察
に
定
期
的
に
出
頭
し
て
監
視
を
受
け
る
必
要
が

あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
、
居
留
地
か
ら
外
に
出
る
こ
と
は
、
指
示
さ
れ
た
労
働
以
外
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
の
部
族
的
な
集
団

の
結
び
つ
き
を
壊
す
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
が
取
ら
れ
た
。
多
夫
多
婦
制
を
否
定
さ
れ
、
一
夫
一
婦
制
を
基
本
と
し
た
家
族
単
位
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に
分
け
ら
れ
た
。
居
留
地
の
外
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
断
ち
切
り
、
理
想
的
な
結
婚
を
さ
せ
る
た
め
に
、
結
婚
す
る
相
手
に
つ
い
て

男
女
と
も
自
由
な
選
択
は
許
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
、
離
婚
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
生
活
の
詳
細
ま
で
﹁
矯
正
﹂
さ
れ
、
生
活
時
間
が
統
制

さ
れ
、
飲
酒
は
禁
止
さ
れ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
の
一
員
と
し
て
の
適
切
な
衣
服
の
着
方
や
髪
の
整
え
方
ま
で
指
導
さ
れ
た
。
キ
リ
ス
ト

教
教
育
、
こ
と
に
道
徳
教
育
が
施
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
ま
だ
﹁
改
善
﹂
の
余
地
の
あ
る
一
八
歳
以
下
の
子
ど
も
は
、
悪
影
響
を
与
え
る

親
か
ら
離
し
て
、
別
の
場
所
に
収
容
さ
れ
て
教
育
を
施
さ
れ
た
。

一
言
で
言
え
ば
、
定
住
地
の
中
も
外
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
役
人
と
警
察
、
後
に
加
わ
っ
た
﹁
救
世
軍
﹂
が
﹁
監
視
﹂
す
る
、
強
制
収
容

所
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
が
何
世
代
も
続
く
形
で
運
営
さ
れ
、
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
居
留
地
も
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
政
府
は
何
も
効
果
的
な
投
資
を
せ
ず
、
住
民
が
自
分
た
ち
の
土
地
と
み
な
し
て
農
耕
に
投
資
し
初
め
、
そ
の
成
果
が
明
ら
か
に
な

る
と
、
周
囲
の
社
会
か
ら
批
判
が
わ
き
起
こ
り
、
す
で
に
収
監
さ
れ
た
住
民
の
﹁
矯
正
﹂
は
完
了
し
た
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
居
留
地

か
ら
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
も
起
こ
っ
た
。
都
市
化
な
ど
の
進
展
で
居
留
地
の
土
地
と
し
て
の
価
値
が
あ
が
っ
た
場
合
も
、
社
会
的
な
批

判
に
よ
っ
て
、
居
留
地
よ
り
荒
廃
し
た
地
域
に
移
転
さ
せ
ら
れ
、﹁
犯
罪
部
族
﹂
の
人
々
が
追
い
立
て
ら
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、﹁
犯
罪
部
族
法
﹂
を
め
ぐ
る
政
策
は
、
大
英
帝
国
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
﹁
社
会
工
学
︵
socialengineering
︶
﹂

的
な
政
策
の
中
で
も
、
非
常
に
特
異
な
性
格
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
地
の
貧
し
い
人
々
を
強
制
的
に
移
住
さ
せ
て

﹁
矯
正
﹂
す
る
と
い
う
動
機
に
基
づ
く
政
策
は
、
け
っ
し
て
珍
し
く
な
か
っ
た
。﹁
犯
罪
部
族
﹂
政
策
に
限
ら
ず
、
他
の
分
野
の
政
策
に

お
い
て
も
展
開
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
貧
し
い
農
民
や
森
に
住
む
﹁
部
族
﹂
に
対
し
て
、
飢
饉
の
予
防
策
と
し
て
集

団
移
住
を
推
進
し
た
事
例
は
、
ま
た
別
の
強
制
的
な
﹁
矯
正
﹂
政
策
の
事
例
で
あ
る
。
﹁
部
族
﹂
を
強
制
的
に
移
住
さ
せ
て
、
未
開
拓

の
土
地
を
開
墾
す
れ
ば
、
無
駄
な
土
地
が
徴
税
可
能
な
土
地
と
な
り
、
政
府
に
と
っ
て
は
一
石
二
鳥
で
は
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
該
当

す
る
人
々
を
﹁
犯
罪
部
族
﹂
と
し
て
指
定
し
て
移
住
さ
せ
る
と
い
う
本
末
転
倒
の
政
策
も
実
施
さ
れ
た
と
い
う
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
経
営

す
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
工
場
に
、
安
価
な
労
働
力
と
し
て
働
か
せ
る
人
々
が
必
要
な
場
合
に
は
、
特
定
の
﹁
部
族
﹂
を
移
住
さ
せ
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る
政
策
が
実
施
さ
れ
た
。﹁
犯
罪
部
族
﹂
の
居
留
地
の
そ
ば
に
、
そ
の
労
働
力
を
見
込
ん
で
工
場
が
建
て
ら
れ
る
例
も
あ

(
)

っ
た
。

75

結
局
、﹁
犯
罪
部
族
法
﹂
の
体
制
も
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
矯
正
﹂
政
策
は
、﹁
定
住
し
て
い
な
い
人
々
﹂
が
社
会
の
害
悪
と
し
て
の

﹁
犯
罪
者
の
集
団
﹂
と
な
る
、
あ
る
い
は
そ
う
な
ら
な
い
と
し
て
も
貧
し
く
役
に
立
た
な
い
階
層
を
な
す
、
と
い
う
、
﹁
移
動
す
る

人
々
﹂
に
対
す
る
否
定
的
な
認
識
に
立
脚
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
国
家
の
行
政
の
網
の
目
に
は
ど
う
し
て
も
引
っ
か
か
っ
て
来
な
い
、

自
律
的
な
生
活
圏
を
維
持
す
る
人
々
の
、
し
た
が
っ
て
よ
り
自
由
に
動
く
人
々
の
、
﹁
原
初
的
な
反
抗
﹂
の
可
能
性
を
封
じ
よ
う
と
す

る
国
家
的
な
要
請
が
体
現
さ
れ
た
政
策
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
人
は
、
自
国
の
社
会
と
比
較
し
た
と
き
、
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
を
﹁
市
民
社
会
︵
civilsociety
︶
﹂
と
は
見
な
し
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
、﹁
犯
罪
部
族
﹂
を
取
り
扱
う
と
き
に
は
、
ビ
ク
ト
リ
ア
朝
の
イ
ギ
リ
ス
の
市
民
社
会
的
な
価
値
観
だ
け
で
は
な
く
、

周
囲
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
の
規
範
に
照
ら
し
て
、
き
ち
ん
と
﹁
文
明
的
﹂
な
行
動
様
式
を
さ
せ
る
よ
う
に
、
強
制
的
に
﹁
矯
正
﹂
し

た
。
﹁
犯
罪
部
族
﹂
の
女
性
は
、
当
た
り
前
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
女
性
の
よ
う
に
家
事
を
担
い
、
子
ど
も
を
生
ん
で
育
て
る
も
の
静
か
な
女

性
、
つ
ま
り
﹁
家
庭
的
な
女
性
︵
dom
esticated
w
om
en
︶
﹂
に
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
制
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、﹁
犯
罪
部
族
﹂
と
さ
れ
た
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
は
、
西
欧
の
帝
国
と
ア
ジ
ア
の
植
民
地
の
間
の
﹁
文
明
﹂
と
﹁
野
蛮
﹂
の

境
界
線
の
み
な
ら
ず
、
現
地
社
会
の
主
流
と
そ
こ
か
ら
疎
外
さ
れ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
の
間
に
横
た
わ
る
﹁
文
明
﹂
と
﹁
野
蛮
﹂
の

境
界
線
の
、
二
重
の
境
界
線
の
外
側
に
置
か
れ
て
、﹁
文
明
化
﹂
さ
れ
る
た
め
の
各
種
の
﹁
矯
正
﹂
政
策
ゆ
え
に
、
近
代
国
家
に
よ
る

新
た
な
﹁
周
縁
化
︵
マ
ー
ジ
ナ
ル
化
︶
﹂
を
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

現
実
に
は
、
一
九
世
紀
後
半
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
﹁
法
と
秩
序
﹂
を
貫
徹
す
る
た
め
の
国
家
は
、
安
定
的
な
支
配
を
実
現
す
る
た
め

に
、
植
民
地
社
会
の
主
流
を
構
成
す
る
人
々
の
保
守
的
な
利
益
と
理
念
に
妥
協
す
る
傾
向
を
強
め
て
い
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
周

縁
的
な
人
々
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
﹁
文
明
の
使
者
﹂
と
し
て
の
強
制
的
な
政
策
を
堅
持
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、﹁
移
動
す

る
人
々
﹂
の
貧
し
い
集
団
に
生
ま
れ
て
育
て
ば
、
暴
力
的
な
犯
罪
の
文
化
に
染
ま
り
、
こ
れ
は
系
譜
と
し
て
伝
え
ら
れ
、﹁
犯
罪
部
族
﹂
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や
﹁
犯
罪
カ
ー
ス
ト
﹂
と
な
る
。
し
か
し
帝
国
の
権
力
は
、
こ
れ
を
断
ち
切
る
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、﹁
放
浪
す
る
人
々
﹂
を
定
住

さ
せ
、
若
い
う
ち
に
親
と
は
違
う
文
化
に
教
育
し
直
し
て
、﹁
犯
罪
﹂
を
犯
す
集
団
を
消
し
去
っ
て
い
く
と
い
う
筋
書
き
で
あ
る
。
科

学
主
義
的
な
﹁
犯
罪
学
︵
crim
inology
︶
﹂
あ
る
い
は
﹁
社
会
工
学
﹂
的
な
合
理
性
が
主
張
さ
れ
な
が
ら
、﹁
イ
ン
ド
は
部
族
や
カ
ー
ス

ト
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
固
定
的
な
社
会
だ
﹂
と
い
う
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
的
な
見
方
が
強
固
に
そ
れ
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
本
国
の
自
由
主
義
的
な
﹁
法
と
秩
序
﹂
の
原
理
と
は
矛
盾
す
る
よ
う
な
政
策
を
イ
ン
ド
亜
大
陸
で
実
現
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
自
由
主
義
や
市
民
社
会
の
論
理
と
ま
っ
た
く
無
縁
の
差
別
か
ど
う
か
は
、
ま
た
後
で
考
え
て
み

た
い
点
で
あ
る
。
翻
っ
て
み
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ジ
プ
シ
ー
と
呼
ば
れ
た
人
々
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
反
動
の
強
ま
っ
た
中
世

の
み
な
ら
ず
、
市
民
社
会
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
国
家
の
原
理
を
構
成
し
た
近
現
代
に
お
い
て
も
、
厳
し
い
差
別
を
受
け
続
け
て
き

た
。
ナ
チ
の
絶
滅
計
画
の
対
象
と
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
々
の
存
在
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
イ
ギ
リ
ス
系
の
移
民
が
自
由
主

義
的
な
自
治
を
獲
得
し
た
二
〇
世
紀
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
の
人
々
が
被
っ
た
差
別
も
あ
る
。
同
じ
よ
う
に

大
英
帝
国
の
自
治
領
と
な
っ
た
南
ア
フ
リ
カ
で
は
、﹁
有
色
人
種
﹂
の
人
々
に
対
す
る
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
体
制
が
築
か
れ
た
。
ま
た
、

自
由
主
義
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
ア
フ
リ
カ
系
の
移
民
に
対
す
る
奴
隷
的
な
人
種
差
別
が
長
い
間
続
け
ら

れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
自
由
主
義
的
な
市
民
社
会
は
、
生
ま
れ
に
基
づ
く
異
質
な
集
団
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
差
別
し
て
き
た
豊
富

な
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
比
較
し
て
み
れ
ば
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
﹁
犯
罪
部
族
﹂
の
問
題
は
、
現
地
社
会
の
性
格
に
そ
の
理
由
を
帰
す

よ
り
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
主
義
的
な
帝
国
支
配
の
性
格
に
、
原
因
を
辿
っ
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
で
も
、
絶
対
主
義
的
な
王
権
の
時
代
に
、
森
の
所
有
権
を
保
障
す
る
法
が
制
定
さ
れ
、
﹁
山
の
民
﹂
に
よ
る
動
物
の
狩
り

や
草
木
・
実
の
収
集
が
﹁
違
法
行
為
﹂
と
し
て
厳
し
く
取
り
締
ま
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ソ
ン
の
研
究
で
有

名
で
あ
る
。
土
地
の
耕
作
に
関
わ
る
農
民
の
権
利
や
持
ち
分
、
森
や
空
き
地
や
川
な
ど
農
地
以
外
の
村
の
空
間
に
対
す
る
農
民
の
権
利

や
持
ち
分
も
、
慣
習
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
が
、
近
代
的
な
所
有
権
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
多
く
の
農
民
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反
乱
の
背
景
と
な
っ
た
こ
と
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
近
代
国
家
に
よ
る
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂

へ
の
統
制
が
、
一
九
世
紀
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
植
民
地
国
家
の
下
で
実
施
さ
れ
た
が
、
と
く
に
、﹁
犯
罪
部
族
法
﹂
の
試
行
は
そ
の

典
型
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

(
)

う
か
。

76

第
三
節

﹁
イ
ギ
リ
ス
の
平
和
﹂

以
上
、
一
九
世
紀
初
め
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
外
国
勢
力
を
迎
え
て
激
し
い
変
動
を
被
っ
た
社
会
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の

人
々
が
武
装
し
て
行
動
を
起
こ
し
、
そ
れ
が
﹁
犯
罪
﹂
と
し
て
取
り
締
ま
ら
れ
、﹁
犯
罪
者
﹂
が
処
罰
さ
れ
て
き
た
の
か
を
見
て
き
た
。

結
局
、
イ
ギ
リ
ス
権
力
が
﹁
法
﹂
を
作
り
、
軍
事
作
戦
の
後
に
﹁
犯
罪
者
﹂
と
し
て
裁
い
た
人
々
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
人
々
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

タ
グ
を
研
究
し
た
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ル
ケ
ン
ズ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
歴
史
の
中
で
﹁
権
力
が
掌
握
さ
れ

た
り
失
わ
れ
た
り
し
た
と
き
に
、
社
会
の
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
に
現
れ
た
盗
賊
と
は
、
誰
だ
っ
た
の
か
。
簡
単
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
人
々
が
誰
だ
っ
た
か
は
定
義
さ
れ
て
い
な
い
し
、
定
義
で
き
そ
う
も
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
﹂。
ま
た
、
一
五

世
紀
か
ら
一
九
世
紀
ま
で
の
亜
大
陸
に
お
け
る
兵
士
の
雇
用
市
場
を
分
析
し
た
コ
ル
フ
は
、
こ
う
指
摘
す
る
。﹁
農
民
大
衆
は
武
装
し

て
い
た
。
つ
ま
り
、
農
民
は
動
物
に
攻
撃
さ
れ
て
も
自
分
た
ち
を
守
る
力
を
持
っ
て
い
た
し
、
同
じ
よ
う
に
、
軍
事
的
な
攻
撃
や
徴
税

官
に
対
し
て
も
抵
抗
す
る
こ
と
が
で
き
た
﹂。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
状
況
を
、
ム
ガ
ー
ル
研
究
の
権
威
で
あ
る
イ
ル
フ
ァ
ン
・
ハ
ビ
ー

ブ
の
文
章
を
引
い
て
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
六
五
〇
年
頃
の
ア
グ
ラ
地
域
の
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
族
は
、﹁
人
口
が
多
く
、
働
き

者
で
勇
敢
な
種
族
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
ど
の
村
に
も
小
さ
な
要
塞
が
あ
っ
て
、
ハ
キ
ー
ム
︵
hakim
徴
税
役
人
︶
に
対
し
て
も
戦
わ
ず

し
て
は
地
税
を
支
払
わ
な
か
っ
た
。
鋤
を
持
っ
て
働
く
農
民
は
火
縄
銃
を
首
か
ら
さ
げ
て
、
火
薬
袋
を
腰
に
つ
り
下
げ
て
い
た
﹂。
同

様
に
、
﹁
耕
作
地
で
も
武
装
し
て
い
る
臣
下
た
ち
と
皇
帝
の
関
係
は
不
安
的
な
も
の
だ
っ
た
﹂
と
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ル
ケ
ン
ズ
は
指
摘
し
、
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次
の
よ
う
な
コ
ル
フ
の
文
章
を
引
い
て
い
る
。

結
論
的
に
言
え
ば
、
北
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
農
村
地
域
の
反
抗
的
な
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
や
有
害
な
武
装
集
団
を
引
き
連
れ
た
山
岳
部
の

王
族
た
ち
は
、
中
央
の
政
権
を
常
に
や
っ
か
み
、
そ
れ
と
競
合
す
る
存
在
だ
っ
た
。
国
家
に
と
っ
て
さ
ら
に
重
要
な
問
題
だ
っ
た
の
は
、
普

通
の
農
民
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
泥
の
要
塞
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ス
タ
ン
平
原
の
ど
こ
に
で
も
あ
る

ジ
ャ
ン
グ
ル
や
渓
谷
、
何
よ
り
も
使
い
慣
れ
た
武
器
に
よ
っ
て
自
衛
し
て
い
る
何
千
万
人
も
の
、
ほ
と
ん
ど
統
治
で
き
そ
う
も
な
い
農
村
の

民
衆
を
い
か
に
統
制
し
、
い
か
に
地
代
を
徴
収
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ

(
)

っ
た
。

77

﹁
し
た
が
っ
て
、
農
民
た
ち
の
ほ
う
が
、
中
央
政
権
の
政
策
に
従
わ
ず
に
自
衛
し
よ
う
と
し
た
り
、
新
し
い
同
盟
関
係
を
結
ん
だ
り
、

反
乱
を
起
こ
し
た
り
、
単
純
に
生
き
延
び
る
た
め
に
盗
賊
に
な
っ
た
り
、
何
を
す
る
か
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ

は
、
す
べ
て
の
人
々
に
言
え
る
こ
と
だ
っ
た
が
、
と
く
に
多
数
派
を
な
す
農
民
は
そ
う
だ

(
)

っ
た
﹂
と
、
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ル
ケ
ン
ズ
は
指

78

摘
す
る
。し

ば
し
ば
、
彼
ら
は
武
器
の
使
用
に
慣
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
反
乱
農
民
に
な
っ
た
り
、
季
節
的
な
兵
士
と
も
な
っ

た
。
一
六
三
六
年
八
月
に
旅
行
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
そ
の
年
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
で
は
、
モ
ン
ス
ー
ン
が
始
ま
っ
た
途
端
に

街
道
の
強
盗
団
は
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
雨
が
降
っ
た
後
は
、
農
民
は
畑
に
戻
っ
て
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か

ら
で

(
)

あ
る
。

79

こ
こ
ま
で
に
触
れ
て
き
た
、
ピ
ン
ダ
ー
リ
ー
、
サ
ン
シ
ヤ
ー
、
バ
ン
ジ
ャ
ー
ラ
ー
、
タ
グ
、
ダ
コ
イ
ト
、
反
乱
に
立
ち
上
が
っ
た
サ

ン
タ
ー
ル
人
や
北
イ
ン
ド
の
農
民
の
行
動
は
、
す
ぐ
に
は
理
解
し
が
た
い
現
象
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
地
域
の
長
い
歴
史
的
な
経
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験
を
知
れ
ば
、
不
思
議
な
現
象
と
は
い
え
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
農
民
が
武
装
し
て
村
を
守
り
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
や

荒
れ
地
に
武
装
し
た
人
々
が
潜
み
、
必
要
な
ら
ば
武
器
を
持
っ
て
余
所
者
を
襲
っ
て
金
品
を
獲
得
し
、
遊
牧
民
が
軍
団
と
し
て
略
奪

し
、
あ
る
い
は
支
配
の
拠
点
を
築
く
と
い
う
こ
と
は
、
一
九
世
紀
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
工
業
化
し
た
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
近
代
的
な
戦
争
と
経
済
開
発
の
波
が
持
ち
込
ま
れ
、
そ
れ
ま
で

に
は
な
か
っ
た
社
会
経
済
的
な
変
動
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
が
一
九
世
紀
だ
っ
た
。
水
路
の
増
加
、
農
耕
地
の
拡
大
、
森
や
荒
れ
地
の
減

少
、
私
有
地
の
囲
い
込
み
な
ど
、
農
民
や
﹁
山
の
民
﹂
が
所
与
の
も
の
と
み
な
し
て
い
た
地
域
か
ら
追
い
出
さ
れ
、
自
由
な
活
動
が
制

限
さ
れ
、
経
済
的
な
取
り
分
が
奪
わ
れ
て
い
っ
た
時
代
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
武
器
を
持
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
人
々
が
、
先
祖
伝
来

の
土
地
を
守
り
、
農
耕
か
ら
の
﹁
正
当
な
取
り
分
﹂
を
守
ろ
う
と
し
、
そ
の
た
め
に
破
壊
力
の
強
い
新
し
い
武
器
で
武
装
し
た
白
人
の

下
の
軍
隊
に
も
武
装
抵
抗
を
試
み
、
街
道
の
上
で
は
盗
賊
に
な
っ
て
暮
ら
し
の
糧
を
得
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
﹁
当
た
り
前
﹂

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
状
況
を
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
官
僚
や
軍
人
は
、
許
し
て
は
な
ら
な
い
﹁
無
秩
序
︵
disorder︶
﹂
だ
と
受
け

止
め
、
こ
う
し
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
立
法
を
行
い
、
軍
事
力
の
行
使
に
よ
っ
て
断
固
と
し
て
﹁
法
と
秩
序
﹂
を
実
現
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
た
。﹁
タ
グ
の
ス
リ
ー
マ
ン
﹂
の
報
告
書
を
手
に
取
れ
ば
、
彼
が
辺
境
の
国
家
に
仕
え
る
、
機
敏
な
軍
人
で
あ
っ
た
こ

と
が
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
る
。
危
険
な
未
知
の
土
地
に
、
国
家
へ
の
忠
誠
心
と
冒
険
を
楽
し
む
好
奇
心
を
胸
に
、
死
を
恐
れ
る
こ
と

な
く
侵
入
し
た
ス
リ
ー
マ
ン
は
、
盗
賊
団
に
接
近
し
、
彼
ら
の
言
葉
を
学
ん
で
解
読
し
、
彼
ら
と
の
話
か
ら
情
報
を
集
め
て
分
析
し
、

誰
よ
り
も
﹁
タ
グ
﹂
へ
の
理
解
を
深
め
な
が
ら
、
政
府
と
し
て
の
掃
討
作
戦
を
提
案
し
、
し
か
も
軍
事
力
と
警
察
力
に
よ
っ
て
実
現
し

た
の
で
あ
る
。
彼
の
備
え
て
い
た
官
僚
と
し
て
の
合
理
主
義
的
な
精
神
、
軍
人
と
し
て
の
技
術
力
、
冷
静
で
臨
機
応
変
な
判
断
力
は
、

新
し
い
政
治
経
済
を
生
み
出
す
過
程
で
の
混
乱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
が
い
か
に
優
れ
た
帝
国
の
統
治
者
を
生
み
出
し
て
い
た

か
を
示
す
も
の
だ
っ
た
。
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鎮
圧
し
支
配
す
る
た
め
に
は
、
支
配
す
る
相
手
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
権
力
は
、
あ
る
特
定
の
武
装
集

団
に
、
現
地
語
か
ら
採
用
し
た
音
と
し
て
﹁
タ
グ
﹂
と
い
う
名
前
を
付
け
、
彼
ら
の
存
在
を
認
識
し
、
彼
ら
の
情
報
を
収
集
し
た
。
い

い
か
え
れ
ば
、﹁
異
な
る
人
々
﹂
や
﹁
珍
し
い
現
象
﹂
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
い
う
﹁
主
体
︵
subject︶
﹂
に
﹁
発
見
﹂
さ
れ
た
後
、
十
分

な
﹁
客
観
的
な
情
報
﹂
と
﹁
物
的
証
拠
﹂
に
裏
付
け
ら
れ
た
科
学
的
な
認
識
に
照
ら
し
て
分
析
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
政
策
的
な
変

化
を
加
え
ら
れ
る
べ
き
﹁
対
象
︵
object︶
﹂
に
置
き
換
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
捜
査
と
取
締
の
過
程
こ
そ
が
、
帝
国
主

義
的
な
認
識
と
政
策
の
関
係
性
が
構
築
さ
れ
た
現
場
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

帝
国
の
﹁
イ
ギ
リ
ス
人
の
ご
主
人
様

ア

ン

グ

レ

ジ

ー

・

サ

ー

ヒ

ブ

﹂
が
こ
こ
で
の
﹁
主
体
﹂、
つ
ま
り
﹁
主
人
公
﹂
で
あ
り
、
神
秘
的
で
危
険
な
﹁
タ
グ
﹂
を
含

む
﹁
現
地
人
︵
natives︶
﹂
は
﹁
対
象
﹂
で
あ
り
、
帝
国
に
支
配
さ
れ
る
住
民
で
あ
る
。
強
盗
や
武
装
抵
抗
と
い
っ
た
、
支
配
者
の
イ

ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
は
﹁
困
っ
た
問
題
を
引
き
起
こ
す
﹂
人
々
に
つ
い
て
、
現
地
語
と
支
配
者
の
使
う
英
語
の
間
を
取
り
持
つ
バ
イ
リ

ン
ガ
ル
な
能
力
を
持
つ
者
が
仲
立
ち
を
し
て
、
あ
る
い
は
ス
リ
ー
マ
ン
の
よ
う
に
支
配
者
自
ら
が
そ
う
し
た
能
力
を
発
揮
し
て
、
彼
ら

の
言
葉
を
写
し
取
り
、
英
語
で
綴
り
、
最
初
に
﹁
英
語
の
名
前
﹂
を
付
け
た
と
き
に
、
帝
国
の
統
治
す
る
者
と
統
治
さ
れ
る
者
と
の
非

対
称
的
な
関
係
と
し
て
、
言
語
的
な
形
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
言
語
を
操
る
者
が
、﹁
犯
罪
者
﹂

が
誰
か
を
判
断
し
、﹁
犯
罪
者
﹂
へ
の
対
処
を
決
定
し
、﹁
犯
罪
者
﹂
を
抹
殺
す
る
﹁
正
当
な
権
力
﹂
を
持
つ
者
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
誰
よ
り
も
早
く
﹁
タ
グ
﹂
を
﹁
発
見
﹂
し
、
誰
よ
り
も
強
く
制
圧
の
必
要
性
を
主
張
し
た
現
場
の
指
揮
官
で
あ
っ
た

ス
リ
ー
マ
ン
が
、
こ
の
掃
討
作
戦
に
軍
隊
と
予
算
を
振
り
向
け
る
努
力
を
行
い
、
つ
い
に
東
イ
ン
ド
会
社
と
イ
ン
ド
総
督
を
動
か
し
、

イ
ギ
リ
ス
の
議
会
に
法
案
を
通
さ
せ
て
、
よ
う
や
く
本
格
的
な
掃
討
作
戦
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
こ
そ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の

求
め
る
植
民
地
的
な
﹁
法
と
秩
序
﹂
の
実
現
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
地
に
お
け
る
国
家
的
な
情
報
収
集
体
制

サ

ー

ベ

イ

ラ

ン

ス

の
構
築
を
も
た
ら

し
た
。
ス
リ
ー
マ
ン
の
貢
献
に
よ
っ
て
植
民
地
政
府
が
作
り
上
げ
た
も
の
は
、
フ
ー
コ
ー
が
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
で
描
き
出
し
た
フ
ラ
ン

ス
の
一
九
世
紀
と
は
か
な
り
風
景
が
異
な
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
同
じ
時
代
に
同
じ
よ
う
な
発
想
で
、
植
民
地
イ
ン
ド
で
近
代
国
家
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が
構
築
し
た
﹁
監
獄
の
誕
生
﹂
だ
っ
た
の
で

(
)

あ
る
。

80

重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
植
民
地
国
家
の
﹁
監
獄
﹂
を
作
り
あ
げ
て
い
く
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
発
想
や
方
法
も
、
現
地
の
人
々

や
状
況
に
そ
っ
て
変
化
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ス
リ
ー
マ
ン
が
考
案
し
、﹁
タ
グ
﹂
を
捕
獲
す

る
過
程
で
導
入
さ
れ
た
﹁
証
言
者
︵
approver︶
﹂
の
制
度
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
軍
人
と
﹁
タ
グ
﹂
と
呼
ば
れ
た
人
々
と
の
相
互
関
係

︱
︱
植
民
地
権
力
と
現
地
の
人
々
と
の
間
の
﹁
支
配
︱
被
支
配
﹂
の
交
流
関
係
︱
︱
の
中
で
見
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。﹁
証
言

者
﹂
は
、
自
ら
も
﹁
タ
グ
﹂
と
し
て
強
盗
殺
人
を
行
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
証
言
の
意
味
が
認
め
ら
れ
、
免
責
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

役
所
か
ら
住
居
を
も
ら
い
給
料
を
与
え
ら
れ
て
雇
用
さ
れ
る
者
と
さ
れ
る
。
し
か
も
、
個
々
の
犯
罪
に
つ
い
て
個
人
の
関
与
が
立
証
さ

れ
な
く
て
も
、﹁
タ
グ
﹂
の
﹁
集
団
︵
group
︶
﹂
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
﹁
証
明
﹂
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
﹁
犯
罪
者
﹂
を
有
罪
に
持
ち

込
ん
で
処
刑
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
手
続
き
は
、
イ
ギ
リ
ス
刑
法
に
あ
っ
た
も
の
の
、
す
で
に
古
び
て
し
ま
っ
た
制
度
を
掘

り
起
こ
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、﹁
ダ
コ
イ
ト
﹂
の
取
締
り
、﹁
犯
罪
部
族
﹂
の
統
制
、
さ
ら
に
は
部
族
や
農
民
の
反
乱
の
鎮
圧
に
も
使
わ

れ
、
植
民
地
社
会
の
﹁
法
と
秩
序
﹂
を
維
持
す
る
た
め
の
便
利
な
﹁
法
﹂
と
し
て
重
宝
さ

(
)

れ
た
。

81

ス
リ
ー
マ
ン
は
、﹁
植
民
地
的
な
人
類
学
﹂
の
実
践
の
よ
う
に
﹁
タ
グ
﹂
の
﹁
文
化
﹂
を
学
び
、
彼
ら
の
思
考
と
行
動
様
式
を
分
析

す
る
中
か
ら
、
占
領
統
治
の
方
法
を
掴
み
取
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
先
述
し
た
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ル
ケ
ン
ズ
や
コ
ル
フ
の
議
論
か
ら
も

読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
北
イ
ン
ド
の
こ
の
地
域
で
は
伝
統
的
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
支
配
の
方
式
で
、
統
治
権
力
を
握
る
者
が
、
武
装

す
る
農
民
、
武
装
す
る
﹁
山
の
民
﹂、
強
盗
団
や
盗
賊
団
、
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
入
っ
て
き
た
武
将
た
ち
を
味
方
に
付
け
て
治
め
る
た
め

に
使
っ
た
方
法
で
あ
る
。
ス
リ
ー
マ
ン
は
、
こ
う
し
た
﹁
土
着
の
知
恵
﹂
を
、
本
国
の
政
府
や
議
会
も
受
容
で
き
る
よ
う
な
﹁
法
﹂
や

政
策
に
変
え
て
、
植
民
地
で
展
開
す
る
軍
隊
や
警
察
組
織
、
官
僚
組
織
、
裁
判
組
織
が
利
用
で
き
る
制
度
と
し
て
実
現
し
た
。
も
う
少

し
強
く
言
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
﹁
法
と
秩
序
﹂
も
、
現
実
の
必
要
に
応
じ
て
﹁
イ
ン
ド
化
︵
Indianization
︶
﹂
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
う
や
く
意
味
の
あ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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一
八
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
一
九
世
紀
の
は
じ
め
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
に
採
用
さ
れ
た
役
人
は
、
会
社
と
し
て
黒
字
を
出
す
よ

う
な
﹁
安
上
が
り
の
政
府
﹂
と
し
て
、
合
理
的
な
法
体
制
と
行
政
機
構
の
導
入
を
め
ざ
そ
う
と
し
た
。
自
国
で
王
族
や
貴
族
が
古
い
重

商
主
義
的
な
独
占
に
し
が
み
つ
い
て
い
て
も
、
産
業
革
命
後
の
自
由
主
義
に
影
響
さ
れ
た
多
く
の
若
手
職
員
が
動
か
し
て
お
り
、
一
八

三
〇
年
代
に
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
の
﹃
イ
ン
ド
統
治
論
﹄
が
会
社
員
の
学
ぶ
べ
き
教
科
書
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
民
法
に
基
づ
く
農

村
の
土
地
所
有
の
体
系
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
た
﹁
永
久
土
地
措
定
︵
Perm
anent
Settlem
ent︶
﹂
に
よ
る
徴
税
体
系
、
イ
ギ
リ
ス
人
を

中
心
と
す
る
財
産
と
人
命
の
安
全
を
確
保
し
て
犯
罪
者
を
取
り
締
ま
る
刑
法
体
系
、
そ
れ
ら
を
実
現
す
る
官
僚
組
織
と
警
察
・
軍
隊
組

織
、
そ
し
て
﹁
法
﹂
を
守
る
た
め
の
裁
判
制
度
。
こ
れ
ら
は
、
植
民
地
国
家
の
﹁
合
法
と
違
法
﹂
の
境
界
線
を
明
ら
か
に
示
す
権
力

の
、
イ
ン
ド
の
村
人
た
ち
に
も
ま
ざ
ま
ざ
と
﹁
見
え
る
︵
visible︶
﹂
装
置
と
な
っ
て
い
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
近
代
国
家
の
﹁
法
と
秩
序
﹂
を
異
質
な
占
領
地
に
導
入
す
る
た
め
に
は
、
最
初
か
ら
意
図
的
な
﹁
イ
ン
ド

化
﹂
が
不
可
欠
だ
っ
た
。

総
督
ヘ
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
は
、
行
政
の
た
め
に
現
地
の
﹁
法
﹂
に
関
す
る
知
識
が
重
要
だ
と
考
え
、
効
果
的
な
司
法
と
徴
税
の
制
度
を
備

え
て
い
た
ム
ガ
ー
ル
帝
国
の
統
治
方
式
を
学
習
す
る
た
め
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ッ
ト
語
・
ペ
ル
シ
ャ
語
・
ア
ラ
ビ
ア
語
を
若
手
官
僚
に
学
ば
せ

た
。
最
初
の
英
訳
が
、
ア
ク
バ
ル
皇
帝
の
統
治
に
つ
い
て
ペ
ル
シ
ャ
語
で
書
か
れ
た
﹃
統
治
様
式
に
つ
い
て
﹄
と
い
う
書
物
だ
っ
た
と

(
)

い
う
。
こ
う
し
た
知
識
は
、
帝
国
の
東
洋
学
を
作
り
出
す
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

82こ
う
し
て
、
新
し
い
国
家
は
、
本
国
の
も
た
ら
す
イ
ギ
リ
ス
法
と
自
ら
掘
り
起
こ
し
た
イ
ン
ド
の
法
と
い
う
異
質
な
法
源
を
持
つ
裁
判
制

度
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
法
の
集
積
と
議
会
の
主
権
に
権
威
の
源
泉
を
持
っ
た
が
、
イ
ン
ド
の
法
は
、
官
僚
が
選
択
的

に
ま
と
め
た
現
地
社
会
に
関
す
る
知
識
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
下
で
イ
ン
ド
法
と
し
て
編
成
さ
れ
る
と
い
う
過
程
を
辿
っ
た
。
そ
し
て
、
二

つ
の
法
源
は
、
裁
判
制
度
の
中
で
具
体
的
に
混
合
さ
せ
ら
れ
た
。
民
事
法
廷
と
し
て
の
デ
ィ
ワ
ニ
裁
判
所
と
刑
事
法
廷
の
フ
ァ
ウ
ダ
リ
裁
判
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所
が
設
置
さ
れ
、
前
者
で
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
、
ム
ス
リ
ム
に
は
ム
ス
リ
ム
法
が
適
用
さ
れ
、
後
者
の
法
廷
で
は
ム
ガ
ー
ル

帝
国
に
従
っ
て
ム
ス
リ
ム
法
が
適
用
さ
れ
た
。
デ
ィ
ワ
ニ
法
廷
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
徴
税
官
が
デ
ィ
ワ
ン
と
呼
ば
れ
る
イ
ン
ド
人
の
法
的
な

助
言
者
を
伴
っ
た
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
に
つ
い
て
は
僧
侶
と
し
て
選
ば
れ
た
パ
ン
デ
ィ
ッ
ト
、
ム
ス
リ
ム
法
に
つ
い
て
は
同
じ
よ
う
に
宗
教

的
な
地
位
を
持
つ
マ
ウ
ラ
ヴ
ィ
が
そ
れ
を
勤

(
)

め
た
。

83

ジ
ャ
ン
グ
ル
の
﹁
闇
の
奥
︵
the
H
eartofthe
D
arkness︶
﹂
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
最
初
は
闇
の
暗
さ
を
恐
れ
る
が
、
次
第
に
目

が
闇
に
慣
れ
て
き
て
、
辺
り
が
見
回
せ
る
よ
う
に
な
る
。
近
代
的
な
武
器
と
コ
ン
パ
ス
を
持
つ
訓
練
さ
れ
た
探
検
家
な
ら
、
猛
獣
の
通

っ
た
痕
跡
を
辿
り
、
警
戒
し
な
が
ら
歩
を
進
め
、
つ
い
に
は
牙
を
剥
き
出
し
て
襲
っ
て
く
る
猛
獣
を
倒
し
、
さ
ら
に
は
罠
に
掛
け
て
捕

獲
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
の
と
き
に
は
、
自
ら
も
猛
獣
と
同
じ
よ
う
に
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
闇
に
紛
れ
て

潜
み
、
暗
闇
で
目
を
こ
ら
し
、
樹
木
の
臭
い
を
嗅
ぎ
、
微
細
な
音
に
耳
を
立
て
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
掟
に
沿
っ
て
行
動
し
て
い
る
。
そ
れ

と
同
じ
よ
う
に
、
占
領
し
た
統
治
者
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
イ
ン
ド
の
﹁
闇
の
奥
﹂
に
突
き
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
現
地
の
人
々
の

﹁
文
化
﹂
を
学
び
、
現
地
の
人
々
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
思
想
や
行
動
様
式
を
支
配
の
方
策
に
取
り
入
れ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

﹁
二
度
と
タ
グ
の
被
害
を
出
さ
な
い
た
め
に
﹂、﹁
二
度
と
大
反
乱
を
招
か
な
い
た
め
に
﹂、
統
治
者
は
、
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
人
々

を
理
解
し
、
分
析
し
、
捕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
い
つ
の
ま
に
か
彼
ら
と
同
じ
よ
う
に
考
え
、
行
動
す
る
よ
う
に
な

る
。
農
村
地
域
と
森
や
乾
燥
地
帯
の
間
を
行
き
来
し
な
が
ら
、
生
存
と
名
誉
の
た
め
に
武
力
を
用
い
た
人
々
を
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
掟
を

学
ん
だ
イ
ギ
リ
ス
の
役
人
や
軍
人
は
、
次
第
に
共
感
を
示
し
、
必
要
な
限
り
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
よ
う
な

﹁
交
流
﹂
は
、
そ
れ
と
同
時
に
武
装
し
た
農
民
た
ち
を
﹁
法
廷
﹂
に
引
き
出
し
、﹁
監
獄
﹂
に
閉
じ
こ
め
、
処
刑
す
る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、﹁
イ
ギ
リ
ス
の
平
和
﹂
へ
の
道
の
り
で
あ
り
、﹁
平
定
﹂
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
が
イ
ン
ド
大
反
乱
を
鎮
圧
し
、
東
イ
ン
ド
会
社
を
廃
止
し
て
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
下
の
イ
ン
ド
帝
国
と
し
て
の
支
配
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を
築
い
た
一
九
世
紀
後
半
に
は
、
植
民
地
国
家
と
﹁
法
と
秩
序
﹂
の
体
系
は
、
さ
ら
に
安
定
的
な
支
配
を
め
ざ
す
方
向
に
再
編
さ
れ

た
。
改
変
さ
れ
た
イ
ン
ド
統
治
法
の
下
に
、
行
政
・
軍
事
組
織
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
民
法
・
刑
法
領
域
で
の
整
備
を
進
め
た
。
そ

れ
は
、
法
領
域
を
イ
ギ
リ
ス
法
と
イ
ン
ド
法
の
二
つ
に
分
化
さ
せ
る
体
制
の
完
成
で
も
あ
っ
た
。

簡
単
に
言
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
、﹁
領
土
的
︵
territorial︶﹂
な
法
と
し
て
英
領
イ
ン
ド
全
土
で
一
貫
し
て
適
用
さ
れ
、
土
地
関
係
・

刑
法
・
契
約
法
・
立
証
法
な
ど
﹁
公
的
︵
public︶﹂
な
世
界
を
律
す
る
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
た
。
他
方
、
人
の
属
性
に
応
じ
て
異
な
る

よ
う
な
﹁
人
的
︵
personal︶﹂
か
つ
﹁
私
的
︵
private︶﹂
な
現
象
に
つ
い
て
︱
︱
つ
ま
り
、
家
族
関
係
・
家
族
財
産
・
宗
教
に
関
わ
る
よ

う
な
事
象
︱
︱
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
や
ム
ス
リ
ム
法
な
ど
、
イ
ギ
リ
ス
が
認
定
し
た
宗
教
的
な
法
に
委
ね
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
personal

law
と
呼
ば
れ
、
民
法
の
家
族
法
に
あ
た
る
領
域
は
、
主
に
こ
れ
に
含
ま

(
)

れ
た
。

84

植
民
地
国
家
は
危
険
で
﹁
原
初
的
な
抵
抗
﹂
を
制
圧
す
る
た
め
に
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
や
荒
れ
地
や
砂
漠
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
や
中
央
ア
ジ

ア
に
抜
け
て
い
く
平
原
地
帯
の
﹁
闇
﹂
の
世
界
を
空
間
的
に
切
り
崩
し
、
縮
小
さ
せ
て
い
く
と
同
時
に
、
﹁
犯
罪
部
族
法
﹂
に
顕
著
に

表
れ
た
よ
う
に
、﹁
原
初
的
な
反
抗
﹂
を
起
こ
し
か
ね
な
い
人
々
と
し
て
の
﹁
山
の
民
﹂
を
平
地
に
引
き
ず
り
出
し
て
定
住
さ
せ
、
非

武
装
化
し
て
監
視
下
に
置
い
て
、﹁
闇
の
奥
﹂
か
ら
の
武
装
抵
抗
の
﹁
自
然
な
爆
発
﹂
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
強
制
的
な

政
策
は
、﹁
文
明
の
使
命
﹂
を
負
っ
た
﹁
白
人
の
責
務
﹂
と
し
て
、
絶
え
ず
正
当
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
統
治
す
る
側
の
安
全
を
保
障

し
、
経
済
的
な
利
潤
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
主
権
を
保
持
す
る
国
家
の
下
に
暴
力
が
独
占
的
に
集
中
さ
れ
、
一
定
の

住
民
を
国
民
と
し
て
登
録
し
、
明
確
な
国
境
線
に
よ
っ
て
国
土
が
保
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
一
九
世
紀
型
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
民
国
家

と
は
や
や
異
な
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
類
似
し
た
形
で
の
近
代
国
家
が
植
民
地
経
営
の
た
め
に
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ

が
、
﹁
植
民
地
国
家
︵
colonialstate︶
﹂
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
安
定
的
な
支
配
を
行
う
国
家
が
で
き
あ
が
り
、
恐
る
べ
き
﹁
タ
グ
﹂
が
実
際
に
は
駆
逐
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
彼
ら
は
恐
怖

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹁
敵
﹂
で
は
な
く
、
ロ
ン
ド
ン
の
動
物
園
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
猛
獣
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
の
奥
地
で
﹁
発
見
﹂

さ
れ
た
珍
種
の
人
間
と
し
て
お
も
し
ろ
が
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
世
紀
後
半
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
、﹁
タ
グ
﹂
に
つ
い
て
の
書
き

物
や
演
劇
が
流
行
し
て
、
帝
国
の
中
心
に
い
る
人
々
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
関
心
を
引
き
付
け
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
武
装
勢
力
が

﹁
平
定
﹂
さ
れ
、﹁
イ
ギ
リ
ス
の
平
和
︵
Pax
B
ritanica︶
﹂
が
イ
ン
ド
の
地
で
も
実
現
さ
れ
た
こ
と
と
ま
さ
に
表
裏
を
成
し
て
い
る
。

﹁
東
洋
人
︵
O
rientals︶
﹂
に
つ
い
て
の
情
報
や
知
識
は
、﹁
闇
の
奥
﹂
を
侵
略
し
平
定
す
る
軍
人
や
官
僚
の
必
要
不
可
欠
な
﹁
東
洋
学

︵
O
rientalStudies︶
﹂
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
大
衆
的
な
帝
国
の
市
場
の
中
で
消
費
さ
れ
う
る
も
の
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

時
代
遅
れ
の
東
イ
ン
ド
会
社
が
自
由
主
義
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
振
り
か
ざ
し
て
帝
国
を
拡
大
し
た
一
九
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
権
力

と
、
帝
都
カ
ル
カ
ッ
タ
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
記
念
博
物
館
を
建
設
し
、
そ
の
中
心
に
女
王
の
彫
像
を
据
え
た
一
九
世
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
権

力
と
の
間
に
は
、
一
世
紀
近
い
時
間
の
隔
た
り
だ
け
で
な
く
、
植
民
地
に
お
け
る
近
代
国
家
の
建
設
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
完
成
前

と
後
と
い
う
、
全
く
対
照
的
な
状
況
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、﹁
法
﹂
を
植
民
地
進
出
の
攻
撃
的
な
武
器
と
し
て
使
っ
た
時
代
と
、

﹁
法
﹂
を
国
家
の
安
定
的
な
制
度
と
し
て
使
っ
た
時
代
と
の
違
い
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
植
民
地
国
家
の
建
設
に
よ
っ
て
、
﹁
合
法
と

違
法
﹂
の
境
界
線
は
、﹁
光
の
世
界
﹂
と
﹁
闇
の
世
界
﹂
を
隔
て
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
く
っ
き
り
と
引
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

(
)

あ
る
。

85

第
四
節

ガ
ン
デ
ィ
ー
主
義
と
農
民
一
揆

こ
う
し
た
﹁
法
と
秩
序
﹂
の
支
配
を
実
現
し
た
植
民
地
国
家
の
枠
内
で
、
そ
し
て
後
に
は
そ
れ
に
対
抗
す
る
形
で
、
一
九
世
紀
後
半

か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
イ
ン
ド
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
日
か
ら
振
り
返
る
と
、
地
元
の
人
々
に

よ
る
自
治
や
独
立
を
意
味
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
運
動
で
あ
れ
ば
、
政
治
的
な
連
帯
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
そ
の
社
会
の
あ
ら
ゆ
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る
人
々
を
含
み
込
む
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
使
っ
た
概
念
に
は
、

地
元
の
人
々
を
包
括
的
に
含
み
込
む
こ
と
が
可
能
な
意
味
合
い
が
孕
ま
れ
て
は
い
た
。
け
れ
ど
も
、
運
動
や
組
織
の
実
態
と
し
て
は
、

少
な
く
と
も
二
〇
世
紀
初
め
ま
で
は
限
定
的
な
範
囲
の
人
々
の
も
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
厳
し
く
批
判
し
た
よ
う
に
、
豊
か

な
大
都
市
の
﹁
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
﹂、
そ
し
て
上
層
カ
ー
ス
ト
出
身
の
人
々
が
中
心
の
権
利
要
求
の
動
き
に
止
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
農
民
の
大
規
模
な
武
装
抵
抗
を
呼
び
起
こ
し
た
一
八
五
七
年
の
大
反
乱
か
ら
二
〇
年
後
の
一
八
七
七
年
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女

王
は
イ
ン
ド
帝
国
の
皇
帝
と
し
て
即
位
し
、
新
し
い
国
家
的
な
秩
序
の
樹
立
を
宣
言
し
、
そ
の
後
、
ま
さ
に
植
民
地
国
家
の
秩
序
を
完

成
さ
せ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
は
安
定
的
な
時
期
を
迎
え
た
か
に
見
え
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
対
応
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
式
の
学
校
が
数

多
く
建
て
ら
れ
、
英
語
や
西
欧
的
な
知
識
を
学
ん
で
大
学
を
卒
業
し
、
法
律
家
・
官
僚
・
教
師
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ど
の
専
門
職
に

就
く
若
い
現
地
人
エ
リ
ー
ト
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
。
植
民
地
港
市
で
あ
る
カ
ル
カ
ッ
タ
・
ボ
ン
ベ
イ
・
マ
ド
ラ
ス
を
中
心
に
、
大
英

帝
国
を
支
え
る
﹁
教
育
を
受
け
た
階
級
の
人
々
︵
the
educated
classes︶
﹂
あ
る
い
は
﹁
イ
ン
ド
人
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
︵
the
Indian

M
iddle
C
lass︶
﹂
と
呼
ば
れ
た
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、
英
字
新
聞
や
書
物
を
発
行
し
、
そ
れ
を
消
費
し
て
政
治
経
済
社
会
を
論
じ
る
新
し

い
﹁
植
民
地
社
会
︵
colonialsociety
︶
﹂
の
﹁
世
論
︵
public
opinion
︶
﹂
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

彼
ら
は
、
行
政
・
司
法
・
商
業
・
教
育
な
ど
植
民
地
体
制
を
機
能
さ
せ
る
役
割
を
イ
ギ
リ
ス
人
と
と
も
に
担
っ
た
の
だ
が
、
逆
に
そ

う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
理
不
尽
に
差
別
さ
れ
る
経
験
を
し
て
、
具
体
的
な
不
満
や
挫
折
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
問
題
意
識
を
共
有
す
る
人
々
が
集
ま
っ
て
事
態
を
変
え
て
い
く
た
め
の
議
論
を
行
い
、
公
的
な
発
言
を
め
ざ
す
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
う
し
た
動
き
に
思
想
的
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
民
運
動
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
だ
っ
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
後
に
世
界
分
割
を
加
速
す
る
よ
う
な
帝
国
主
義
的
な
ジ
ン
ゴ
イ
ズ
ム
よ
り
も
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
も
イ
ン
ド
を
統
治
す

る
エ
リ
ー
ト
の
間
で
も
ま
だ
自
由
主
義
的
な
思
想
が
優
位
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
一
八
八
五
年
、
イ
ギ
リ
ス
人
も
働
き
か
け
て
、
こ
う

し
た
人
々
が
初
の
イ
ン
ド
国
民
会
議
︵
the
Indian
N
ationalC
ongress︶
を
開
催
し
た
。
こ
の
﹁
会
議
﹂
が
毎
年
開
か
れ
る
恒
常
的
な
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﹁
会
議
体
﹂
と
な
り
、
次
第
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
議
論
の
﹁
場
﹂
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
団
体
と
見
な

さ
れ
る
に
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

(
)

あ
る
。

86

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
強
硬
な
帝
国
主
義
の
世
論
が
強
ま
り
、
世
紀
転
換
期
に
は
南
ア
フ
リ
カ
で

は
厳
し
い
ボ
ー
ア
戦
争
が
戦
わ
れ
た
が
、
英
領
イ
ン
ド
で
は
、
統
治
の
合
理
化
と
強
化
を
主
張
す
る
カ
ー
ゾ
ン
総
督
が
ベ
ン
ガ
ル
管
区

を
三
つ
に
分
割
す
る
と
い
う
政
策
を
実
施
し
、
そ
れ
に
反
対
す
る
大
規
模
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
〇
五
年
か
ら
数
年
間
、
カ
ル
カ
ッ
タ
を
中
心
に
﹁
ス
ワ
デ
ー
シ
︵
Sw
adeshi
国
産
品
愛
好
︶
﹂
を
合
言
葉
に
、
イ
ギ
リ
ス
製
の
綿

製
品
を
焼
い
て
自
国
で
生
産
さ
れ
た
も
の
を
着
用
し
よ
う
と
い
う
大
衆
的
な
運
動
が
展
開
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
会
議
派
の
エ
リ
ー
ト
主

義
的
な
性
格
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
機
会
と
な
っ
た
。
会
議
派
の
指
導
者
ク
リ
シ
ュ
ナ
・
ゴ
ー
カ
レ
ー
は
穏
健
派
と
さ
れ
な
が
ら
も
進

歩
的
な
方
向
へ
の
社
会
改
革
を
呼
び
か
け
、
過
激
派
と
も
呼
ば
れ
た
テ
ィ
ラ
ク
は
よ
り
土
着
的
な
文
化
に
根
ざ
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
呼
び
か
け
た
。
イ
ン
ド
大
反
乱
は
兵
士
の
み
な
ら
ず
支
配
階
級
と
農
民
を
含
む
国
民
的
な
﹁
第
一
次
イ
ン
ド
独
立
戦
争
︵
the
F
irst

Indian
Independence
W
ar︶
﹂
だ
っ
た
と
い
う
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
議
論
が
提
起
さ
れ
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
の
も
こ

の
頃
で
あ
る
。

こ
の
時
期
以
後
、
西
欧
教
育
を
受
け
た
都
会
の
エ
リ
ー
ト
が
、
鋤
や
鍬
を
持
っ
て
泥
に
ま
み
れ
て
働
き
、
家
畜
を
飼
育
し
獣
を
倒

し
、
近
代
以
前
の
考
え
方
や
暮
ら
し
方
を
し
て
い
る
か
に
見
え
る
、
字
も
読
め
な
い
農
民
と
と
も
に
、
平
等
に
﹁
イ
ン
ド
国
民
﹂
を
構

成
す
る
と
い
う
思
想
と
運
動
を
受
け
入
れ
て
い
く
土
壌
が
、
次
第
に
準
備
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
か
ら
自
立
を
求
め

る
主
体
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
肩
を
並
べ
る
だ
け
の
能
力
を
持
つ
イ
ン
ド
人
エ
リ
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
そ
の
支
配
に
服
従
し
て
き
た
農
民

で
あ
り
、
後
者
の
協
力
な
く
し
て
帝
国
の
権
力
に
対
し
て
抵
抗
で
き
な
い
と
い
う
発
想
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
戦

い
方
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
方
向
へ
と
状
況
を
推
し
進
め
た
の
は
、
大
英
帝
国
が
英
領
イ
ン
ド

を
巻
き
込
ん
だ
第
一
次
世
界
大
戦
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
万
人
以
上
の
兵
士
や
工
兵
が
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
農
村
地
域
か
ら
中
東
や
ヨ
ー
ロ
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ッ
パ
の
戦
線
に
送
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
戦
後
は
除
隊
し
た
彼
ら
が
帰
国
し
て
地
元
に
戻
り
、
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
政
治
的
な
意

識
を
広
め
る
主
体
と
な
っ
た
。
ま
た
、
戦
争
は
後
背
地
で
あ
る
イ
ン
ド
に
も
経
済
的
な
打
撃
を
与
え
、
商
品
価
格
の
引
き
下
げ
や
地

代
・
地
税
の
減
免
を
要
求
す
る
農
民
運
動
を
引
き
起
こ
し
た
。

大
戦
中
の
一
九
一
五
年
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
イ
ン
ド
に
二
二
年
ぶ
り
に
帰
国
し
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
は
政
治
活
動
を
開
始
せ
ず
、

﹁
真
の
イ
ン
ド
﹂
を
自
分
の
目
で
見
て
確
か
め
る
た
め
に
し
ば
ら
く
は
行
脚
の
よ
う
な
旅
を
続
け
た
。
彼
は
、
農
民
こ
そ
が
﹁
イ
ン
ド

国
民
﹂
の
主
体
で
あ
り
、﹁
農
村
の
イ
ン
ド
︵
V
illage
India︶
﹂
が
本
来
の
母
国
の
姿
だ
と
考
え
、
し
か
も
自
分
は
彼
ら
に
つ
い
て
何

も
知
ら
な
い
と
痛
感
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
一
七
年
に
は
農
民
代
表
の
依
頼
を
受
け
て
ビ
ハ
ー
ル
州
チ
ャ
ン
パ
ー
ラ
ン
に
向
か

い
、
藍
農
園
で
過
酷
な
搾
取
を
受
け
て
い
た
人
々
を
救
済
す
る
た
め
に
調
査
と
抗
議
の
運
動
を
展
開
し
た
。
一
九
一
八
年
に
は
グ
ジ
ャ

ラ
ー
ト
州
ケ
ー
ダ
で
不
当
に
高
い
地
租
に
抗
議
す
る
農
民
を
率
い
て
、
非
暴
力
的
な
税
の
不
払
い
運
動
を
指
導
し
た
。
こ
う
し
て
南
ア

フ
リ
カ
の
移
民
社
会
で
見
出
し
た
﹁
市
民
不
服
従
︵
C
ivilD
isobedience︶
﹂
を
柱
と
す
る
﹁
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
︵
Satyagraha︶
﹂

の
運
動
を
、
本
国
で
も
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
非
暴
力
的
な
農
民
や
労
働
者
の
運
動
を
可
能
に
す
る
ガ
ン
デ
ィ
ー
主
義
的
な
思
想
が
影

響
力
を
発
揮
し
、
そ
れ
を
採
用
し
た
イ
ン
ド
国
民
会
議
派
が
農
村
社
会
へ
の
つ
な
が
り
を
模
索
す
る
時
代
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。ま

た
、
大
戦
後
の
戦
後
処
理
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
滅
亡
と
と
も
に
カ
リ
ー
フ
制
の
廃
止
を
意
味
し
た
た
め
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
に
お

い
て
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
人
々
は
戦
勝
国
の
中
心
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
抗
議
運
動
を
展
開
し
た
。
カ
リ
ー
フ
制
の
擁
護
を
め

ざ
し
た
﹁
ヒ
ラ
ー
フ
ァ
ト
運
動
︵
K
hilafat︶
﹂
で
あ
る
。
会
議
派
は
も
と
も
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
違
い
を
超
え
た
世
俗
主

義
的
な
組
織
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
連
帯
を
呼
び
か
け
た
。
一
九
一
九
年
に
は
戦
後
の
治

安
維
持
法
と
し
て
新
た
に
制
定
さ
れ
た
ロ
ー
ラ
ッ
ト
法
に
抗
議
し
て
、
市
民
不
服
従
運
動
が
会
議
派
に
よ
っ
て
全
国
的
に
組
織
さ
れ

た
。
し
か
し
、
反
ロ
ー
ラ
ッ
ト
法
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
の
途
中
で
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
州
ア
ム
リ
ッ
ト
サ
ル
で
市
民
集
会
が
軍
隊
の
銃
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撃
を
受
け
て
一
五
〇
〇
名
以
上
の
死
者
を
出
す
と
い
う
、
ジ
ャ
リ
ア
ン
ワ
ラ
バ
ー
グ
の
虐
殺
事
件
が
起
こ
り
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
弾
圧

に
抗
議
す
る
民
衆
運
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
混
乱
期
に
会
議
派
を
率
い
る
こ
と
に
な
っ
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
よ
り
民
衆
的
な
組
織
へ
の
改
革
を
強
く
主
張
し
、
そ
れ

を
実
現
し
た
。
そ
の
結
果
、
ス
ー
ツ
の
西
欧
紳
士
の
集
ま
り
だ
っ
た
会
議
派
は
、
手
紡
ぎ
糸
を
素
材
に
し
た
手
織
り
の
綿
織
物
を
纏ま

と

っ

た
政
治
指
導
者
と
そ
の
支
持
者
の
組
織
に
﹁
衣
替
え
﹂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
し
い
党
の
規
約
で
は
、
党
費
が
大
幅
に
引
き
下
げ
ら

れ
て
民
衆
が
参
加
で
き
る
組
織
に
変
わ
り
、
そ
の
か
わ
り
に
、
党
員
で
あ
れ
ば
毎
日
自
分
の
手
で
綿
糸
を
紡
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
条
件
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
組
織
の
中
心
を
占
め
て
い
た
都
会
の
エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
は
、
行
動
様
式
の
こ
こ
ま
で
の
根
本

的
な
変
革
は
、
ネ
ル
ー
が
﹁
革
命
的
﹂
と
呼
ん
だ
民
衆
の
激
し
い
動
き
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
い
も
の
だ
っ
た
。
裏
返
し
て
見
れ
ば
、

大
都
会
の
エ
リ
ー
ト
が
育
ん
だ
西
欧
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
と
運
動
が
、
現
実
に
農
村
地
域
に
強
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
時
期
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
き
た
北
イ
ン
ド
の
地
域
︱
︱
現
在
は
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
と
呼
ば
れ
、
大
反
乱
後
の
時

代
に
は
ア
ワ
ド
王
国
と
ア
グ
ラ
王
国
を
合
わ
せ
た
と
い
う
意
味
で
統
合
州
︵
the
U
nited
Provinces
ofA
w
adh
and
A
gra︶
と
呼
ば
れ

た
ガ
ン
ジ
ス
川
流
域
地
域
︱
︱
に
つ
い
て
、
シ
ャ
ヒ
ー
ド
・
ア
ミ
ー
ン
︵
Shahid
A
m
in
︶
の
行
っ
た
歴
史
研
究
に
依
拠
し
て
、
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
に
は
農
民
の
社
会
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
周
辺
に
暮
ら
す
武
装
し
移
動
す
る
人
々
は
ど
の
よ
う
に
変
化

し
て
い
た
の
か
、
を
観
察
し
て
み
た
い
と

(
)

思
う
。

87

ア
ミ
ー
ン
が
取
り
上
げ
た
の
は
、
ア
ワ
ド
地
域
の
東
に
位
置
し
て
、
北
は
ネ
パ
ー
ル
国
境
と
接
し
た
、
ゴ
ー
ラ
ク
プ
ー
ル
県
に
お
け

る
農
民
運
動
で
あ
る
。
そ
の
す
ぐ
隣
の
州
境
を
越
え
る
と
ビ
ハ
ー
ル
州
チ
ャ
ン
パ
ー
ラ
ン
県
の
藍
栽
培
地
域
に
入
り
、
そ
こ
は
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
帰
国
後
初
め
て
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
を
指
導
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ゴ
ー
ラ
ク
プ

ー
ル
は
別
の
意
味
で
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
に
説
明
す
る
よ
う
に
、
非
暴
力
的
な
市
民
不
服
従
運
動
が
全
国
的
に
展
開
さ
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れ
て
い
る
中
で
、
ゴ
ー
ラ
ク
プ
ー
ル
県
の
チ
ャ
ウ
リ
ー
・
チ
ャ
ウ
ラ
ー
︵
C
hauriC
haura︶
と
い
う
町
で
、
一
九
二
二
年
二
月
に
ス
ワ

ラ
ー
ジ
を
叫
ぶ
農
民
た
ち
が
警
察
署
を
襲
い
、
警
官
を
閉
じ
こ
め
て
火
を
放
ち
、
彼
ら
を
焼
き
殺
し
、
逃
げ
た
警
察
官
を
も
殺
傷
し
た

事
件
が
起
こ
っ
て
、
会
議
派
の
率
い
た
全
国
的
な
市
民
不
服
従
運
動
を
停
止
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

﹁
チ
ャ
ウ
リ
ー
・
チ
ャ
ウ
ラ
ー
﹂
は
、
現
在
ま
で
、
イ
ン
ド
史
の
中
で
は
﹁
非
暴
力
︵
ahim
sa︶
﹂
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
﹁
恥
ず
べ
き

事
件
﹂
の
代
名
詞
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
。

け
れ
ど
も
、
暴
力
的
な
行
動
を
起
こ
し
た
人
々
は
誰
だ
っ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
暴
力
を
使
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
止
め
よ
う
と
し
た

の
は
誰
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

大
戦
後
の
経
済
危
機
に
対
応
す
る
能
力
も
意
志
も
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
大
地
主

ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル

に
対
し
て
、
人
々
が
動
揺
し
不
満
を
表
明
す
る

行
動
を
取
り
始
め
た
の
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
イ
ン
ド
大
反
乱
後
は
一
貫
し
て
大
地
主
を
保
護
す
る
政
策
を
取
っ
て
き
た
植
民
地
政
府
で

は
あ
っ
た
が
、
農
民
の
大
規
模
な
蜂
起
と
い
っ
た
最
悪
の
事
態
を
避
け
る
に
は
、
い
か
に
大
地
主
が
反
対
し
よ
う
と
も
、
農
民
の
境
遇

を
改
善
す
る
政
策
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
統
治
の
合
理
性
を
望
む
の
は
、
官
僚
だ
け
で
は

な
く
、
イ
ン
ド
社
会
の
中
の
穏
健
な
西
欧
派
の
声
で
も
あ
っ
た
。
一
九
一
九
年
イ
ン
ド
統
治
法
で
設
置
さ
れ
た
新
し
い
議
会
に
対
す
る

参
加
を
め
ぐ
っ
て
会
議
派
と
袂
を
分
か
っ
た
、
主
に
年
長
の
法
律
家
が
集
ま
っ
た
穏
健
派
の
﹁
自
由
党
︵
the
Liberals︶
﹂
は
、
政
府

と
協
力
し
て
、
大
地
主
の
横
暴
を
取
り
締
ま
り
、
小
作
農
を
保
護
す
る
措
置
を
立
法
化
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
う
し

た
対
策
だ
け
で
は
、
農
民
の
抗
議
行
動
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か

(
)

っ
た
。
会
議
派
は
、
ゴ
ー
ラ
ク
プ
ー
ル
や
そ
の
周
辺
地
域
に
新
し

88

く
支
部
を
作
り
、
土
地
の
指
導
者
を
引
き
付
け
て
農
民
の
組
織
化
を
始
め
た
。
一
九
二
一
年
二
月
に
は
、
地
元
の
会
議
派
に
呼
ば
れ
て

ガ
ン
デ
ィ
ー
も
ゴ
ー
ラ
ク
プ
ー
ル
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
チ
ャ
ウ
リ
ー
・
チ
ャ
ウ
ラ
ー
の
駅
で
止
ま
っ
た
鉄
道
の
貨
車
の
中
で
一
晩
を
過
ご
し
た
が
、
そ
の
彼
を
一
目
見
る
た

め
に
何
万
も
の
人
々
が
集
ま
っ
た
。
第
一
章
で
、
警
察
に
投
降
す
る
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
の
姿
を
見
に
何
千
人
も
の
人
々
が
集
ま
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っ
た
と
前
述
し
た
が
、
同
じ
よ
う
に
﹁
ダ
ル
シ
ャ
ン
を
頂
く
︵
darshan
lena︶
﹂
た
め
に
、
い
い
か
え
れ
ば
﹁
神
的
な
人
の
姿
を
拝

む
﹂
た
め
に
怒
濤
の
よ
う
に
群
衆
が
押
し
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に
は
﹁
マ
ハ
ー
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
︵
M
ahatm
a
G
andhi︶
﹂

と
い
う
﹁
名
前
︵
nam
︶
﹂
は
誰
で
も
知
る
も
の
と
な
り
、﹁
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
王
国
︵
G
andhijikiR
aj︶
﹂
が
も
う
す
ぐ
到
来
す
る
、﹁
ガ

ン
デ
ィ
ー
の
王
国
﹂
に
な
れ
ば
税
金
も
な
く
な
り
、
地
代
も
引
き
下
げ
ら
れ
て
、
み
ん
な
幸
福
に
暮
ら
せ
る
、
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。﹁
マ
ハ
ー
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
万
歳
︵
M
ahatm
a
G
andhikiJai︶
﹂
は
、﹃
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
﹄
に
登
場
す
る
古
代
王
国
の
ラ

ー
マ
王
子
と
許
嫁
の
シ
ー
タ
姫
の
名
前
を
重
ね
た
﹁
シ
ー
タ
・
ラ
ー
マ
万
歳
︵
Sita
R
am
a
kiJai︶
﹂
と
と
も
に
、
行
進
し
集
会
に
集
ま

る
人
々
の
掛
け
声
と
し
て
繰
り
返
し
唱
え
ら

(
)

れ
た
。

89

政
治
指
導
者
と
し
て
の
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
土
地
の
会
議
派
と
民
衆
に
対
し
て
、
運
動
目
標
と
し
て
六
つ
の
方
針
を
示
し
た
。
そ
れ
は

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
の
中
で
も
こ
の
土
地
特
有
の
言
葉
に
訳
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
た
。

一

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
ム
ス
リ
ム
の
統
一
、
つ
ま
り
エ
ク
タ
︵
ekta︶。

二

人
々
が
行
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
警

棒

ラ
ー
テ
ィ
ー

を
使
う
こ
と
。
市
場
や
住
居
を
襲
う
こ
と
。
社
会
的
な
ボ
イ
コ
ッ
ト

︵
naudhobiband
︶
を
強
制
す
る
こ
と
。

三

マ
ハ
ー
ト
マ
が
真
の
弟
子
た
ち
に
望
む
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
賭
け
事
・
麻
薬
︵
ganja︶
の
喫
煙
・
飲
酒
・
売
春
を
止
め
る
こ
と
。

四

法
律
家
は
仕
事
を
辞
め
る
こ
と
。
公
立
学
校
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
す
る
こ
と
。
公
職
は
放
棄
す
る
こ
と
。

五

み
な
綿
糸
の
手
紡
ぎ
を
行
い
、
織
物
職
人
は
こ
の
手
紡
ぎ
糸
を
使
う
こ
と
。

六

も
う
ス
ワ
ラ
ー
ジ
は
そ
こ
ま
で
来
て
い
る
こ
と
。
平
和
・
神
の
御
心
・
自
己
犠
牲
・
自
己
浄
化
を
手
に
し
た
多
く
の
民
衆
の
内
側
か
ら

の
強
さ
が
あ
れ
ば
、
ス
ワ
ラ
ー
ジ
は
実
現
す
る
と
い
う

(
)

こ
と
。

90
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さ
ま
ざ
ま
な
方
針
が
混
ざ
っ
て
い
る
が
、
一
般
の
農
民
に
直
接
的
に
関
係
す
る
の
は
二
と
三
で
、
こ
の
方
針
に
つ
い
て
の
﹁
宣
誓

書
﹂
が
作
ら
れ
、
多
く
の
農
民
が
署
名
を
行
っ
た
。
と
く
に
、﹁
肉
や
魚
を
食
べ
ず
酒
や
煙
草
を
飲
ま
な
い
こ
と
﹂、
す
な
わ
ち
菜
食
主

義
と
禁
酒
・
禁
煙
主
義
が
重
要
視
さ
れ
た
と
い
う
。

ア
ワ
ド
王
国
の
存
在
し
て
い
た
こ
の
地
方
は
、
ム
ガ
ー
ル
時
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
影
響
も
強
く
、
ラ
ク
ナ
ウ
は
も
ち
ろ
ん
、
フ
ァ
イ

ザ
ー
バ
ー
ド
に
は
バ
ー
ブ
ル
大
帝
の
モ
ス
ク
も
建
立
さ
れ
て
い
て
、
都
市
の
織
物
工
・
職
人
・
商
人
な
ど
も
含
め
て
多
く
の
ム
ス
リ
ム

が
居
住
し
て
い
た
。
同
時
に
、
古
代
か
ら
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
聖
地
が
多
い
と
こ
ろ
で
、
ラ
ー
マ
生
誕
の
場
所
と
言
わ
れ
る
ア
ヨ
ー
デ

ィ
ヤ
も
あ
っ
た
。﹃
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
﹄
や
﹃
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
﹄
に
因
む
遺
跡
・
説
話
・
慣
習
も
多
く
、
宗
教
的
に
は
保
守
的
な
風
土

で
あ
っ
た
。
一
八
九
〇
年
代
頃
か
ら
﹁
雌
牛
保
護
運
動
︵
C
ow
Protection
M
ovem
ents︶
﹂
が
展
開
さ
れ
て
、
そ
の
た
め
の
団
体
も
組

織
さ
れ
、
一
九
〇
〇
︱
一
〇
年
代
に
は
共
通
語
と
し
て
の
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
普
及
運
動
も
展
開
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
か
ら
戦
後
に

か
け
て
は
、﹁
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
マ
ハ
ー
・
サ
バ
ー
︵
the
H
indu
M
aha
Sabha
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
大
協
会
︶
﹂
を
率
い
た
政
治
家
マ
ラ
ー
ヴ
ィ
ヤ

も
、
こ
の
地
域
で
は
高
く
尊
敬
さ
れ
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
指
導
す
る
会
議
派
に
連
携
し
て
﹁
ス
ワ
ラ
ー
ジ
協
会
﹂
が
作
ら
れ
て
、
菜
食
主

義
・
禁
酒
主
義
な
ど
の
生
活
改
善
運
動
を
展
開
し
て

(
)

い
た
。

91

こ
う
し
た
禁
忌

タ

ブ

ー

を
め
ぐ
る
社
会
的
背
景
を
若
干
説
明
し
て
お
こ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
と
は
、
菜
食
主
義
・
禁
酒

主
義
を
掟
と
し
て
守
る
僧
侶
階
級
の
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
が
階
層
的
な
頂
点
に
立
ち
、
厳
し
い
婚
姻
関
係
の
制
約
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き

た
。
純
潔
な
血
統
を
保
ち
、﹁
ヴ
ァ
ル
ナ
︵
varna
色
︶
﹂
を
共
有
す
る
血
縁
集
団
の
秩
序
が
、
カ
ー
ス
ト
制
度
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。﹁
カ
ー
ス
ト
︵
caste︶
﹂
は
、
も
と
も
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
﹁
カ
ス
タ
︵
casta
階
級
︶
﹂
が
語
源
と
な
っ
て
い
る
と

言
わ
れ
る
が
、
常
識
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
反
し
て
、
こ
の
秩
序
は
け
っ
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
的
に
変
転
を
繰
り

返
し
て
き
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
実
の
社
会
の
中
で
は
常
に
社
会
経
済
的
な
力
の
変
動
が
あ
り
、
よ
り
多
く

の
土
地
を
獲
得
し
て
栄
え
る
カ
ー
ス
ト
集
団
も
出
て
く
れ
ば
、
逆
に
零
落
し
て
い
く
集
団
も
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
圧
政
や
搾
取
に
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逃
げ
出
す
集
団
も
あ
れ
ば
、
雇
用
や
土
地
を
求
め
て
移
住
し
て
く
る
集
団
も
あ
る
。
個
々
人
の
レ
ベ
ル
で
も
禁
忌
を
犯
し
て
カ
ー
ス
ト

を
失
う
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
血
縁
集
団
が
ま
と
ま
っ
て
カ
ー
ス
ト
的
な
階
層
を
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る

シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
こ
の
柔
軟
性
ゆ
え
に
、
カ
ー
ス
ト
制
度
そ
の
も
の
が
長
い
歴
史
を
生
き
延
び
て
き
た
と
言
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
富
や
権
力
と
い
う
世
俗
的
な
成
功
に
相
応
し
い
カ
ー
ス
ト
的
な
身
分
を
獲
得
し
た
い
と
望
む
一
族
は
、

従
来
の
カ
ー
ス
ト
的
な
秩
序
を
壊
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
尊
重
し
て
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
を
頂
点
に
し
た
厳
し
い
規
範
を
集
団

と
し
て
取
り
入
れ
、
そ
れ
を
勤
勉
に
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ー
ス
ト
の
序
列
を
上
が
ろ
う
と
し
て
き
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
上

層
カ
ー
ス
ト
か
ら
﹁
汚
れ
﹂
と
見
な
さ
れ
る
行
為
を
止
め
、
身
を
清
め
よ
う
と
す
る
自
己
改
革
の
運
動
を
集
団
的
に
行
お
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
肉
食
を
し
な
い
で
菜
食
主
義
を
守
り
、
下
層
の
人
々
や
﹁
山
の
民
﹂
が
行
う
よ
う
な
飲
酒
や
喫
煙
を
止
め
、
断
食

を
し
、
沐
浴
を
す
る
と
い
っ
た
日
常
生
活
の
規
範
や
、
家
内
の
女
性
た
ち
に
処
女
性
や
貞
淑
性
を
厳
格
に
保
守
さ
せ
る
た
め
に
一
人
で

外
を
出
歩
か
せ
ず
、
地
主
や
商
人
の
家
に
入
っ
て
働
か
せ
な
い
、
な
る
べ
く
家
の
中
で
暮
ら
さ
せ
る
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
規
範

が
、
真
面
目
に
遵
守
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
ー
ス
ト
的
な
集
団
の
、
こ
う
し
た
社
会
的
な
上
昇
へ
の
動
機
と
行
動
を
、
社
会
学
者
は

﹁
サ
ン
ス
ク
リ
タ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
︵
Sanscritization
︶
﹂
と
呼
ん
で

(
)

き
た
。

92

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
参
加
を
求
め
る
民
衆
の
動
き
が
起
こ
っ
て
き
た
時
期
は
、
同
時
に
農
村
に
お
け
る
土
地
支
配
の
構
造
や
そ
れ

を
保
護
し
て
き
た
植
民
地
国
家
の
体
制
が
揺
る
が
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
黙
っ
て
大
地
主
に
恭
順
し
て
い
た
農
民
が
、
自

分
た
ち
の
怒
り
や
望
み
を
声
に
し
、
要
求
を
掲
げ
て
行
動
し
始
め
た
か
ら
こ
そ
、
体
制
が
動
揺
し
た
か
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
原

動
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
集
団
の
中
か
ら
の
、
具
体
的
な
解
放
の
思
想
と
運
動
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
奴
隷
的
な
労
働
を
課
さ

れ
て
も
従
わ
な
い
、
法
外
な
地
代
を
要
求
さ
れ
て
も
支
払
わ
な
い
、
自
分
た
ち
の
妻
や
娘
が
地
主
に
レ
イ
プ
さ
れ
な
い
よ
う
に
家
か
ら

出
す
こ
と
を
拒
む
な
ど
の
行
動
で

(
)

あ
る
。
そ
う
し
た
小
さ
な
地
域
社
会
で
の
動
き
が
、﹁
ス
ワ
ラ
ー
ジ
﹂
を
目
標
と
す
る
ガ
ン
デ
ィ
ー

93

主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
﹁
大
き
な
政
治
﹂
の
流
れ
に
結
び
つ
き
、
よ
り
大
き
な
連
帯
の
運
動
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
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で
あ
る
。

ア
ミ
ー
ン
は
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
や
逸
話
を
集
め
て
い
る
。﹃
ギ
ャ
ー
ン
・
プ
ラ
カ
ー
シ
ュ
﹄
と
い
う
大
地
主
層
の
支
持
す
る

新
聞
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
﹃
ス
ワ
デ
ー
シ
﹄
と
い
う
会
議
派
系
の
新
聞
、
あ
る
い
は
や
や
離
れ
た
大
都
市
の
ア
ラ
ハ
バ
ー
ド
で
出
さ
れ

る
﹃
ア
ー
ジ
﹄
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
地
元
の
記
事
で
あ
る
。
農
民
の
多
く
が
字
を
読
め
な
か
っ
た
が
、
少
し
で
も
学
の
あ
る
人
々
が
声

を
出
し
て
新
聞
を
読
み
聞
か
せ
、
集
団
的
に
記
事
の
内
容
を
共
有
す
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
輪
が
作
ら
れ
て
い
た
。
そ
の

中
か
ら
食
事
・
飲
酒
・
喫
煙
に
ま
つ
わ
る
話
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
、﹁
バ
ス
テ
ィ
に
あ
る
マ
ン
ス
ル
ガ
ン
ジ
警
察
区
ラ
ン
プ
ー
ル
村
の
パ
ン
デ
ィ
ッ
ト
︵
僧
侶
︶
は
、
多
く
の
人
々
に
繰
り

返
し
魚
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
た
の
に
、
誰
の
言
う
こ
と
も
聞
か
ず
、﹃
魚
を
食
べ
て
マ
ハ
ー
ト
マ
様
が
何
を
で
き
る
か
見

て
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
﹄
と
言
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
座
っ
て
食
べ
た
途
端
に
、
魚
に
は
た
く
さ
ん
の
虫
が
這
い
回
っ
て
い
た
﹂。

あ
る
い
は
、﹁
バ
ー
ト
ニ
駅
に
近
い
ラ
ー
ル
チ
ャ
ク
の
そ
ば
の
タ
モ
リ
ー
一
族
の
中
の
︵
噛
煙
草
を
生
産
し
て
売
る
稼
業
を
し
て
い
る
︶

男
た
ち
が
ヤ
ギ
を
殺
し
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
止
め
よ
う
と
し
た
人
々
も
い
た
が
、
彼
ら
は
気
に
も
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
後

に
、
食
べ
た
人
々
が
嘔
吐
し
始
め
、
ひ
ど
く
気
に
病
み
始
め
た
。
つ
い
に
マ
ハ
ー
ト
マ
様
の
名
前
を
唱
え
て
も
う
二
度
と
肉
を
食
べ
ま

せ
ん
と
誓
う
と
、
み
な
症
状
が
よ
く
な
っ
た
﹂。

﹁
二
月
二
二
日
に
ゴ
ッ
ド
バ
ル
村
に
や
っ
て
来
た
修
業
僧
が
、
麻
薬
の
パ
イ
プ
を
ふ
か
し
始
め
た
。
人
々
は
こ
の
僧
を
説
得
し
た
け

れ
ど
も
、
彼
は
逆
に
マ
ハ
ー
ト
マ
様
を
の
の
し
り
始
め
た
。
朝
に
な
る
と
、
僧
の
全
身
は
糞
ま
み
れ
に
な
っ
て

(
)

い
た
﹂
。

94

こ
の
よ
う
に
菜
食
主
義
や
禁
酒
・
禁
煙
の
誓
い
を
破
っ
た
人
々
が
罰
を
受
け
る
と
い
う
話
と
と
も
に
、
﹁
マ
ハ
ー
ト
マ
様
に
祈
願
し

て
、
き
ち
ん
と
こ
う
い
う
約
束
を
守
っ
た
ら
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
願
い
が
か
な
っ
た
﹂
と
い
う
﹁
ご
利
益
﹂
の
系
譜
の
話
も
多

い
。
た
と
え
ば
、﹁
ア
ザ
ム
ガ
ル
の
ナ
イ
プ
ラ
村
で
、
ダ
ル
ク
・
ア
ヒ
ー
ル
と
い
う
人
に
長
い
間
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
牛
が
い
た
が
、

マ
ハ
ー
ト
マ
様
に
お
祈
り
し
た
ら
、
飼
い
主
の
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
き
た
。
ダ
ル
ク
・
ア
ヒ
ー
ル
は
ス
ワ
ラ
ー
ジ
基
金
に
一
ル
ピ
ー
の
寄
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附
を
行
っ
た
﹂。﹁
水
が
湧
き
出
て
き
た
ミ
ル
ザ
プ
ー
ル
の
市
場
で
、
信
者
た
ち
︵
bhakts︶
は
二
三
ル
ピ
ー
八
ア
ナ
一
二
パ
イ
サ
を
寄

進
し
た
。
チ
ェ
デ
ィ
・
ラ
ー
ル
氏
は
こ
の
お
金
を
ゴ
ー
ラ
ク
プ
ー
ル
・
ス
ワ
ラ
ー
ジ
基
金
に
送
る
よ
う
に
手
配

(
)

し
た
﹂
。
そ
の
ほ
か
、

95

枯
れ
て
い
た
井
戸
に
水
が
出
て
き
た
と
か
、
井
戸
の
水
が
清
め
ら
れ
た
と
か
、
倒
れ
た
木
が
夜
の
間
に
も
う
一
度
自
力
で
立
ち
上
が
っ

た
と
か
、
枯
れ
た
は
ず
の
マ
ン
ゴ
ー
の
木
が
蘇
っ
た
な
ど
の
、
た
く
さ
ん
の
﹁
奇
跡
﹂
と
﹁
ガ
ン
デ
ィ
ー
様
﹂﹁
マ
ハ
ー
ト
マ
様
﹂
が

結
び
つ
け
ら
れ
て
、
さ
ら
に
一
層
、
人
々
の
信
仰
心
と
清
ら
か
な
暮
ら
し
方
が
奨
励
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

現
在
で
も
、
国
境
を
ま
た
い
だ
ネ
パ
ー
ル
側
で
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
間
で
も
肉
食
が
め
ず
ら
し
く
な
い
が
、
こ
の
地
域
で
も
当
時

は
多
く
の
人
々
が
肉
食
を
普
通
に
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
人
々
の
間
か
ら
自
発
的
に
生
ま
れ
て
き
た
解

放
へ
の
自
己
改
革
運
動
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
め
ざ
し
た
新
し
い
組
織
を
つ
く
り
、
市
場
や
村
で
肉
・
魚
・
酒
・
煙
草
な
ど
の

生
産
と
販
売
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
き
た
人
々
に
対
し
て
非
買
運
動
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
特
定
の
人
々
の
現
実
の
利
益

や
生
活
の
基
盤
を
脅
す
恐
れ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、﹁
イ
ン
ド
対
イ
ギ
リ
ス
﹂
と
い
う
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
想
定
す
る
政

治
的
な
対
立
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
前
に
、
牛
肉
を
捌さ

ば

く
ム
ス
リ
ム
と
聖
な
る
牛
を
守
ろ
う
と
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
間
の
宗
教
的
な
緊
張

や
、
菜
食
主
義
の
上
層
カ
ー
ス
ト
と
肉
食
を
嫌
わ
な
い
下
層
カ
ー
ス
ト
の
間
の
緊
張
や
、
大
反
乱
後
に
移
住
し
て
き
た
、
肉
食
を
行
う

パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
出
身
の
大
地
主
と
旧
来
か
ら
の
地
元
の
農
民
と
の
間
の
緊
張
な
ど
が
、
生
み
出
さ
れ
か
ね
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ヒ
ラ
ー
フ
ァ
ト
運
動
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
連
帯
方
針
は
、
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
農
村
社
会

で
も
見
ら
れ
て
、﹁
ガ
ン
デ
ィ
ー
様
万
歳
﹂
と
叫
ぶ
民
衆
の
中
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
も
ム
ス
リ
ム
も
参
加
し
て
い
た
。
ま
た
、
皮
革
を
扱

っ
て
製
品
を
販
売
す
る
下
層
カ
ー
ス
ト
の
チ
ャ
マ
ー
ル
の
人
々
や
ム
ス
リ
ム
の
人
々
は
、
チ
ャ
ウ
リ
ー
・
チ
ャ
ウ
ラ
ー
で
も
主
な
市
場

と
は
少
し
は
ず
れ
た
と
こ
ろ
で
臭
い
の
強
い
こ
う
し
た
品
を
販
売
し
、
日
頃
は
差
別
を
受
け
て
き
た
人
々
だ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
の
ス

ワ
デ
ー
シ
運
動
に
は
他
の
村
人
と
と
も
に
参
加
し
て
い
た
。
酒
を
醸
造
す
る
人
々
の
カ
ー
ス
ト
や
煙
草
を
作
る
人
々
の
カ
ー
ス
ト
を
い
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じ
め
る
よ
う
な
暴
力
沙
汰
が
起
こ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
と
し
て
の
大
地
主
や
僧
侶
で
あ
る
ブ
ラ
ー

フ
マ
ン
が
批
判
を
受
け
る
側
に
置
か
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
教
え
を
守
ろ
う
と
す
る
民
衆
の
主
張
を
無
視
し
た
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
へ
の
批
判
は
、
次
の
よ
う
な
逸
話

に
も
現
れ
て
い
る
。﹁
サ
モ
ガ
ル
地
区
デ
オ
リ
ア
郡
の
有
名
な
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
が
、
神
様
バ
グ
ワ
テ
ィ
ー
に
願
を
か
け
て
犠
牲
の
ヤ

ギ
を
捧
げ
た
。
多
く
の
人
が
肉
を
神
様
か
ら
の
お
裾
分
け
︵
prasad
︶
と
し
て
も
ら
っ
た
。
少
し
時
間
が
経
つ
と
、
こ
の
ザ
ミ
ー
ン
ダ

ー
ル
の
息
子
の
両
手
が
胸
に
く
っ
つ
い
て
し
ま
い
、
そ
の
妻
は
気
が
ふ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
が
犠
牲
に
し
た
ヤ
ギ
の
価

格
と
同
じ
金
額
を
国
民
学
校
基
金
に
募
金
す
る
と
誓
っ
た
と
き
に
、
よ
う
や
く
、
息
子
も
嫁
も
具
合
が
良
く
な

(
)

っ
た
﹂
。

96

次
の
話
も
ま
た
悪
い
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
が
懲
ら
し
め
ら
れ
た
話
で
あ
る
。﹁
ル
ド
ラ
プ
ル
地
区
︵
カ
マ
シ
郵
便
局
︶
の
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
に

は
草
を
盗
む
習
慣
が
あ
っ
た
。
人
々
は
、
マ
ハ
ー
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
そ
う
し
た
悪
事
を
禁
じ
て
い
る
と
信
じ
さ
せ
よ
う
と
努
力
し

た
。
そ
れ
に
答
え
て
そ
の
男
は
、﹃
夜
に
草
を
盗
ん
だ
後
、
私
が
誰
か
に
捕
ま
え
ら
れ
、
病
気
に
な
り
、
牛
糞
を
食
べ
始
め
た
ら
、
ガ

ン
デ
ィ
ー
様
と
や
ら
を
信
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
﹄
と
言
っ
た
。
神
様
の
な
さ
る
こ
と
は
本
当
に
不
思
議
で
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
が

起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
男
が
、
自
分
の
症
状
が
良
く
な
っ
た
ら
ガ
ン
デ
ィ
ー
を
信
じ
よ
う
と
約
束
し
た
ら
、
本
当
に
症
状
が
よ
く

な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
村
や
周
囲
の
村
で
盗
み
を
働
く
者
は
い
な
く
な

(
)

っ
た
﹂。
草
泥
棒
は
、
家
畜
の
飼
育
と
関
係
し
て
い
る
が
、

97

こ
の
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
は
ガ
ン
デ
ィ
ー
主
義
的
な
運
動
に
反
対
し
て
い
た
人
物
だ
っ
た
と
い
う
。

一
九
二
一
年
か
ら
次
第
に
高
ま
っ
て
い
た
農
民
運
動
は
、
二
二
年
初
め
に
は
ピ
ー
ク
に
達
し
、
民
衆
に
よ
る
市
場
を
閉
鎖
す
る
動
き

は
激
し
さ
を
増
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
、
チ
ャ
ウ
リ
ー
・
チ
ャ
ウ
ラ
ー
の
警
察
署
は
外
部
か
ら
警
官
隊
の
増

派
を
要
請
し
て
、
市
場
で
ピ
ケ
を
張
っ
て
行
進
す
る
農
民
た
ち
に
空
砲
を
発
射
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
威
嚇
に
よ
っ
て
も
集
会
を
解
散

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
農
民
た
ち
は
﹁
ガ
ン
デ
ィ
ー
様
の
お
か
げ
で
鉄
砲
弾
は
水
に
落
ち
る
﹂
と
言
っ
て
、
警
察
を
嘲
笑
し

て
い
た
と
い
う
。
緊
張
の
中
で
、
警
官
の
発
砲
で
三
名
の
犠
牲
者
が
出
て
、
民
衆
の
指
導
者
が
暴
行
を
受
け
た
。
そ
れ
を
契
機
に
、
民
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衆
が
大
挙
し
て
警
察
署
に
押
し
か
け
、
警
官
を
閉
じ
こ
め
て
火
を
付
け
て
焼
き
殺
し
、
逃
げ
出
し
た
警
官
に
も
暴
行
を
加
え
て
殺
害
す

る
悲
劇
を
引
き
起
こ
し
た
。
獄
中
に
い
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
こ
の
事
件
の
報
を
受
け
て
、
た
だ
ち
に
全
国
的
な
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
の

停
止
を
決
断
し
、
彼
の
息
子
を
派
遣
し
て
ゴ
ー
ラ
ク
プ
ー
ル
で
の
運
動
の
停
止
を
伝

(
)

え
た
。

98

カ
リ
ス
マ
的
な
指
導
者
と
し
て
の
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
対
す
る
支
持
や
﹁
ス
ワ
ラ
ー
ジ
﹂
と
い
う
言
葉
を
掲
げ
る
活
動
は
、
新
興
宗
教
の

運
動
の
よ
う
に
人
々
の
興
奮
と
狂
乱
を
掻
き
立
て
た
︱
︱
役
人
や
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
の
側
は
そ
の
よ
う
に
捉
え
た
が
、
第
一
章
で
﹁
社

会
的
盗
賊
﹂
に
つ
い
て
考
え
た
よ
う
に
、
人
々
の
熱
意
と
熱
心
な
行
動
は
、
本
来
は
暮
ら
し
の
中
で
与
え
ら
れ
る
べ
き
社
会
経
済
的
な

正
義
の
回
復
を
め
ざ
す
、﹁
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
﹂
へ
の
民
衆
的
な
要
求
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

動
き
が
地
元
で
自
律
的
に
展
開
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
し
て
全
国
的
な
運
動
に
各
地
の
運
動
を
連
携
さ
せ
る
会
議
派
の
組
織
力
が
弱
け

れ
ば
弱
い
ほ
ど
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
は
乖
離
し
た
独
自
の
運
動
が
展
開
さ
せ
ら
れ
る
余
地
が
拡
大
し
た
。

つ
ま
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
・
エ
リ
ー
ト
の
構
想
す
る
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
政
治
︵
nationalist
politics︶
﹂
と
は
食
い
違
っ
た
﹁
サ

バ
ル
タ
ン
の
政
治
︵
subaltern
politics︶
﹂、
つ
ま
り
﹁
下
層
民
衆
の
政
治
﹂
が
、
独
自
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
で
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、﹁
ガ
ン
デ
ィ
ー
様
万
歳
﹂
と
叫
び
な
が
ら
、
民
衆
が
暴
力
を
振
る
う
事
件
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

北
イ
ン
ド
の
片
田
舎
の
事
件
で
は
あ
っ
た
が
、
全
国
的
な
注
目
を
浴
び
、﹁
事
件
﹂
を
引
き
起
こ
し
た
﹁
犯
人
﹂
を
追
っ
て
、
警
察

は
掃
討
作
戦
を
行
っ
た
。
村
全
体
が
警
官
に
囲
ま
れ
た
の
で
逃
げ
ら
れ
な
く
な
っ
た
ジ
ャ
ド
ゥ
・
チ
ャ
マ
ー
ル
は
、﹁
タ
ナ
が
燃
や
さ

れ
て
か
ら
五
日
目
に
バ
ラ
ン
プ
ー
ル
に
警
察
の
襲
撃
が
あ
っ
た
。
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
の
家
の
外
に
皆
が
集
め
ら
れ
、
警
察
署
長

ダ

ロ

ー

ガ

が
誰
が

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
の
か
を
聞
い
た
。
村
の
警
察
官
︵
ゴ
レ
イ
ト

gorait︶
が
何
か
話
し
て
、
私
た
ち
三
人
が
逮
捕
さ
れ
た
…
…
ダ
ロ
ー

ガ
は
私
た
ち
を
殴
り
つ
け
、
私
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
知
っ
て
い
る
と
言
っ
た
。
私
は
知
ら
な
い
と
答
え
た
が
、
み
ん
な
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
だ
っ
た
﹂
と
法
廷
で
証
言
し
て
い
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
は
、
ス
ワ
ラ
ー
ジ
運
動
を
志
願
し
た
者
た
ち
で
あ
る
。
ジ
ャ
ド
ゥ
を

逮
捕
し
た
と
き
に
、
自
署
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
の
﹁
宣
誓
書
﹂
が
見
つ
か
り
、
そ
れ
以
後
、
こ
の
よ
う
な
宣
誓
書
を
書
い
た
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人
々
が
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ゴ
ー
ラ
ク
プ
ー
ル
の
会
議
派
支
部
で
は
三
〇
〇
〇
枚
ほ
ど
の
こ
う
し
た
宣
誓
書
が
見
つ
か

(
)

っ
た
。

99こ
の
よ
う
に
し
て
二
二
五
名
の
人
々
が
逮
捕
さ
れ
た
が
、
彼
ら
を
有
罪
と
す
る
た
め
の
証
拠
は
ほ
と
ん
ど
集
ま
ら
な
か
っ
た
。
会
議

派
支
部
が
集
め
た
宣
誓
書
に
﹁
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
﹂
と
し
て
の
署
名
を
し
て
い
て
も
、
警
察
署
を
焼
き
討
ち
し
て
警
官
を
殺
し
た
犯
人
と

は
限
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
直
接
的
な
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
暴
動
の
犯
人
を
審
理
し
裁
く
た
め
に
、
一
八
三
〇
年
代
に

﹁
タ
グ
の
ス
リ
ー
マ
ン
﹂
が
導
入
し
た
タ
グ
掃
討
作
戦
の
た
め
の
法
律
と
方
法
が
援
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、﹁
証

言
者
﹂
の
シ
ス
テ
ム
で
、
逮
捕
さ
れ
た
者
が
他
の
共
犯
者
を
逮
捕
し
訴
追
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
証
拠
を
提
供
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

人
は
処
罰
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。﹁
チ
ャ
ウ
リ
ー
・
チ
ャ
ウ
ラ
ー
事
件
﹂
に
つ
い
て
は
、
ミ
ー
ル
・
シ
カ
ー

リ
ー
と
い
う
一
人
の
農
民
が
中
心
的
な
﹁
証
言
者
﹂
と
な

(
)

っ
た
。

100

そ
れ
で
は
、
警
察
署
が
な
ぜ
攻
撃
さ
れ
た
か
。
ま
ず
、
警
察
こ
そ
は
、
在
地
の
社
会
に
と
っ
て
近
代
国
家
の
支
配
を
体
現
す
る
存
在

だ
っ
た
。
イ
ン
ド
大
反
乱
後
、
植
民
地
国
家
の
堅
牢
な
治
安
体
制
が
構
築
さ
れ
、
こ
の
地
域
で
は
鉄
道
の
駅
の
側
に
警
察
署
が
本
格
的

に
設
置
さ
れ
た
。
一
八
八
九
年
に
は
大
規
模
な
ダ
コ
イ
ト
掃
討
作
戦
が
実
施
さ
れ
て
成
功
を
収
め
た
が
、
そ
れ
を
境
に
警
察
組
織
が
改

革
さ
れ
て
、
制
服
も
変
更
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
ど
の
警
官
も
、
藍
で
染
め
た
制
服
を
着
て
い
た
が
、
こ
れ
だ
と
ダ
コ
イ
ト
も
真
似
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
以
後
は
、
警
官
の
制
服
は
、
ド
イ
ツ
製
の
化
学
染
料
で
染
め
ら
れ
た
カ
ー
キ
色
の
制
服
に
な
っ

た
。
け
れ
ど
も
、
村
の
警
官

ゴ
レ
イ
ト

は
、
依
然
と
し
て
藍
色
の
制
服
に
赤
い
布
を
巻
い
た
パ
グ
リ
ー
︵
タ
ー
バ
ン
︶
を
被
る
格
好
を
し
て
い

た
。
チ
ョ
キ
ダ
ー
ル
と
呼
ば
れ
た
警
察
官
に
は
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
を
含
め
て
比
較
的
高
い
カ
ー
ス
ト
の
者
が
採
用
さ
れ
た
が
、
下
端
の
ゴ

レ
イ
ト
は
ほ
と
ん
ど
が
ア
ウ
ト
カ
ー
ス
ト
の
出
身
者
だ
っ
た
。
暴
動
の
過
程
で
は
、
警
察
官
も
、
暴
動
の
最
中
に
制
服
を
脱
い
で
暴
徒

に
加
わ
っ
て
命
拾
い
し
た
と
い
う
話
や
、
黒
い
腰
巻
き
を
し
て
い
た
農
民
が
間
違
え
ら
れ
て
襲
わ
れ
た
と
い
う
話
が
出
て
く
る
が
、
ど

ち
ら
も
地
元
の
人
々
だ
っ
た
か
ら
見
分
け
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で

(
)

あ
る
。

101
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た
と
え
ば
、
ア
ミ
ー
ン
は
、
警
官
が
牛
を
放
し
た
こ
と
で
罰
を
受
け
た
事
件
に
つ
い
て
の
記
事
を
拾
っ
て
い
る
。﹁
ド
ー
キ
︵
ア
ザ

ム
ガ
ル
︶
出
身
の
テ
ィ
ラ
ル
ダ
ー
リ
・
ラ
ー
イ
が
書
い
て
い
る
の
は
、
二
月
一
八
日
に
ガ
ズ
ィ
ア
プ
ル
地
区
の
会
合
で
決
め
ら
れ
た
の

は
、
誰
も
家
畜
を
放
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
チ
ョ
キ
ダ
ー
ル
の
カ
デ
ィ
ー
ル
は
自
分
の
牛
を
放
さ
な
い
と
誓
っ
た

が
、
そ
の
後
そ
の
誓
い
を
破
っ
た
。
人
々
は
彼
に
こ
の
約
束
の
厳
格
さ
を
思
い
出
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
カ
デ
ィ
ー
ル
は
﹃
と
も
か
く

家
畜
を
放
牧
す
る
よ
。
村
の
パ
ン
チ
ャ
ー
ヤ
ッ
ト
や
ガ
ン
デ
ィ
ー
様
に
何
が
で
き
る
っ
て
い
う
の
さ
﹄
と
反
論
し
た
が
、
一
時
間
後
、

彼
の
足
が
腫
れ
痛
み
出
し
た
。
今
で
も
そ
の
腫
れ
は
引
い
て
い

(
)

な
い
﹂。

102

そ
れ
で
は
、
警
察
官
を
攻
撃
し
た
の
は
誰
だ
っ
た
の
か
。
農
民
が
カ
ー
ス
ト
と
宗
教
の
違
い
を
越
え
て
連
帯
し
た
運
動
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
証
言
者
に
よ
っ
て
名
前
を
挙
げ
ら
れ
て
捕
ま
っ
た
人
々
の
名
前
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
パ
ー
シ
ー
、
ア
ヒ
ー

ル
、
チ
ャ
マ
ー
ル
な
ど
、
低
い
カ
ー
ス
ト
に
属
す
人
々
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
名
や
、
ミ
ー
ル
な
ど
の
ム
ス
リ
ム
名
の
農
民
が
登
場
し
て
い

る
。
証
言
者
の
シ
カ
ー
リ
ー
に
指
差
さ
れ
た
人
々
の
中
に
は
、﹁
何
で
自
分
の
名
前
を
挙
げ
た
か
わ
か
ら
な
い
﹂
と
い
う
容
疑
者
も
い

れ
ば
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
か
ら
そ
の
仕
返
し
だ
ろ
う
と
言
う
者
も
い
た
。
シ
カ
ー
リ
ー
は
、
一
八
五
七
年
の
大
反
乱
後
に
、

在
地
の
マ
ハ
ー
ラ
ー
ジ
ャ
か
ら
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
の
新
し
い
地
主
に
多
く
の
土
地
が
移
転
し
た
時
期
に
、
そ
の
波
に
乗
っ
て
移
住
し
て
き

た
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
人
だ
っ
た
か
ら
、
や
は
り
こ
の
重
大
な
時
に
村
人
を
裏
切
っ
た
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
二
二
五

名
が
訴
追
さ
れ
、
一
九
二
三
年
初
め
に
一
七
二
名
に
死
刑
と
い
う
判
決
が
下
っ
た
が
、
そ
の
後
ゴ
ー
ラ
ク
プ
ー
ル
の
高
等
裁
判
所
に
裁

判
が
持
ち
込
ま
れ
た
。﹁
協
力
者
﹂
の
証
言
が
本
当
に
死
刑
を
求
刑
す
る
ほ
ど
確
実
か
ど
う
か
が
再
審
さ
れ
、
結
局
一
九
名
の
み
が
首

謀
者
と
し
て
死
刑
と
さ
れ
、
あ
と
の
一
一
〇
名
は
終
身
刑
、
そ
の
他
は
よ
り
短
い
刑
期
と
さ

(
)

れ
た
。

103

ア
ミ
ー
ン
が
詳
細
に
収
集
し
た
歴
史
的
な
証
拠
の
﹁
断
片
﹂
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
わ
か
る
の
は
、
支
配
す
る
側
の
体
制
が
危
機
に
瀕

し
て
い
た
の
と
反
比
例
し
て
、
村
人
の
ほ
う
は
力
の
優
位
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
グ
ワ
ー
ン
・
ア
ヒ
ー
ル

︵
B
hagw
an
A
hir︶
と
い
う
農
民
は
、
ス
ワ
ラ
ー
ジ
を
掲
げ
た
運
動
の
中
で
も
一
目
置
か
れ
た
指
導
的
人
物
だ
っ
た
が
、
大
戦
中
メ
ソ
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ポ
タ
ミ
ア
戦
線
で
兵
士
と
し
て
闘
っ
て
帰
国
し
、
退
役
軍
人
と
し
て
年
金
を
受
け
取
る
と
い
う
特
別
な
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
。
お
そ

ら
く
は
、
だ
か
ら
こ
そ
民
衆
の
指
導
者
と
な
り
、
警
官
に
も
暴
行
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
地
域
か
ら
ア
ッ
サ
ム
や
ビ
ル
マ

な
ど
に
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
送
金
す
る
農
民
は
多
か
っ
た
が
、
ラ
ン
グ
ー
ン
で
移
民
と
し
て
数
年
間
働
き
、
帰
郷
し
て
い
た
ム
ス
リ
ム
の

農
民
は
、
地
元
で
格
闘
家
と
し
て
道
場
を
開
い
て
人
気
を
集
め
、
多
く
の
若
者
が
そ
の
道
場
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と

(
)

い
う
。
も

104

と
も
と
牛
飼
い
カ
ー
ス
ト
と
し
て
誇
り
の
あ
る
ヤ
ー
ダ
ヴ
族
を
中
心
に
、
こ
の
地
域
の
農
民
に
は
男
性
的
な
腕
っ
節
の
強
さ
を
尊
敬
す

る
風
土
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
主
義
と
も
結
び
つ
い
て
展
開
さ
れ
た
菜
食
主
義
や
禁
酒
・
禁
煙
主
義
は
、
﹁
内
な
る
辺
境
﹂
に
生
き
延
び

て
き
た
無
頼
な
戦
士
の
文
化
や
牛
を
追
う
遊
牧
民
的
な
暮
ら
し
方
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
﹁
矯
正
﹂
す
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
だ
っ
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。﹁
移
動
す
る
人
々
﹂、
あ
る
い
は
村
落
の
周
縁
に
暮
ら
す
﹁
山
の
民
﹂
に
と
っ
て
は
、
家
畜
を
放
牧
し
な
が
ら
育

て
て
そ
の
肉
や
皮
を
売
り
、
川
で
魚
を
捕
っ
て
売
り
、
酒
や
煙
草
を
作
っ
て
売
り
、
そ
れ
ら
を
飲
食
し
、
女
性
も
自
由
に
移
動
し
て
働

い
て
い
た
、
彼
ら
の
暮
ら
し
そ
の
も
の
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

一
九
二
二
︱
二
四
年
は
民
衆
運
動
に
対
処
す
る
た
め
に
警
察
が
手
一
杯
で
、
盗
賊
な
ど
の
取
締
り
に
は
手
が
回
ら
な
か
っ
た
と
ア
ミ

ー
ン
は
記
載
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
暴
動
の
後
、
事
件
に
関
与
し
巻
き
込
ま
れ
た
人
々
は
家
に
帰

ら
ず
に
、
親
戚
の
い
る
遠
く
の
村
や
村
の
外
に
身
を
隠
し
た
。
警
察
は
一
斉
捜
査
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
の
村
人
を
捜
索
し
て
捕
獲
し
た

が
、
犯
人
と
さ
れ
た
農
民
の
家
族
が
本
人
を
説
得
し
投
降
さ
せ
た
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
逃
げ
た
者
た
ち
は
多
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
バ
グ
ワ
ン
・
ア
ヒ
ー
ル
は
、
三
月
一
〇
日
に
ネ
パ
ー
ル
国
境
に
近
い
北
部
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
捕
ま
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
コ
マ
ー
ル
・
ア
ヒ
ー
ル
、
あ
る
い
は
コ
マ
ー
ル
・
ヤ
ー
ダ
ヴ
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
、
非
常
に
強
い
ダ
コ
イ

ト
と
し
て
評
判
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
九
〇
年
代
末
に
ア
ミ
ー
ン
が
行
っ
た
面
接
調
査
の
と
き
に
、
シ
ー
タ
と
い
う
農
民
は
、
過
去
を

振
り
返
っ
て
、﹁
彼
こ
そ
が
警
察
署
に
火
を
放
つ
勇
気
を
持
っ
た
奴
だ
っ
た
﹂
と
語
っ
た
。
当
時
の
﹃
ス
ワ
デ
ー
シ
﹄
紙
は
、﹁
す
ば
ら
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し
い
格
闘
家
で
ダ
コ
イ
ト
の
コ
マ
ー
ル
・
ア
ヒ
ー
ル
﹂
を
地
元
の
誰
も
が
知
っ
て
い
る
と
報
道
し
て
い
る
。
実
際
に
は
﹁
チ
ャ
ウ
リ

ー
・
チ
ャ
ウ
ラ
ー
事
件
﹂
が
起
こ
っ
た
と
き
に
は
こ
の
土
地
に
お
ら
ず
、
後
に
捕
え
ら
れ
、
脱
獄
し
て
ま
た
捕
ま
え
ら
れ
、
一
九
二
四

年
に
絞
首
刑
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ダ
コ
イ
ト
の
﹁
格
闘
家
で
無
法
者
の
肉
体
的
な
強
さ
﹂
は
、
長
い
年
月
を
経
て

も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
た
ち
の
横
に
並
べ
ら
れ
る
英
雄
の
位
置
を
コ
マ
ー
ル
・
ア
ヒ
ー
ル
に
与
え
て
い
た
の
で

(
)

あ
る
。

105さ
て
、
こ
の
時
期
の
民
衆
的
な
抵
抗
に
思
想
的
な
骨
格
を
与
え
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
盗
賊
の
よ
う
な
人
々
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
﹃
ヒ
ン
ド
ゥ
・
ス
ワ
ラ
ー
ジ
﹄
で
、﹁
イ
ギ
リ
ス
人
が
イ
ン
ド
で
治
安
を
維
持
し
安
定
を
与
え
た
﹂

の
で
は
な
い
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、﹁
私
は
治
安
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
な
い
﹂
と
答
え
、﹁
で
は
タ
グ
、
ピ
ン
ダ
ー
リ
ー
、

ビ
ー
ル
、
な
ど
が
︵
人
々
を
︶
苦
し
め
て
﹂
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

タ
グ
、
ピ
ン
ダ
ー
リ
ー
、
ビ
ー
ル
な
ど
の
強
盗
行
為
に
よ
る
苦
し
み
は
た
い
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
し
、
そ
の
苦
し
み
が

重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
国
民
は
と
っ
く
の
む
か
し
に
滅
ん
で
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
、
今
日
の
治
安
と
い
う
の
は
名
ば
か
り
で

す
。
…
…
私
た
ち
は
そ
の
治
安
に
よ
っ
て
男
ら
し
さ
を
失
い
、
女
々
し
く
な
り
、
臆
病
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
ビ
ー
ル
、
ピ
ン
ダ
ー

リ
ー
の
本
性
を
イ
ギ
リ
ス
人
が
変
え
た
と
思
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
苦
し
み
が
あ
っ
て
も
私
た
ち
は
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
ほ
か
の
人
が
そ
の
苦
し
み
か
ら
私
た
ち
を
救
っ
て
く
れ
た
ら
、
ま
っ
た
く
劣
等
感
を
覚
え
ま
す
。
私
た
ち
が
非
力
で
い
る
よ
り
ビ
ー

ル
の
矢
に
当
た
っ
て
死
ぬ
方
が
ず
っ
と
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
か
つ
て
の
イ
ン
ド
は
勇
気
に
満
ち
た
国
で
し
た
。
マ
コ
ー
リ
ー
は
イ
ン
ド
人

は
男
で
な
い
と
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
ひ
ど
い
無
知
を
示
す
も
の
で
す
。
イ
ン
ド
人
は
け
っ
し
て
女
々
し
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
山
地
の

人
た
ち
や
、
ト
ラ
、
ヒ
ョ
ウ
が
い
る
国
の
住
人
が
も
し
臆
病
で
あ
れ
ば
滅
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
あ
な
た
は
畑
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

か
？

私
は
あ
な
た
に
自
信
を
持
っ
て
い
う
の
で
す
が
、
畑
で
私
た
ち
の
農
民
は
怖
が
る
こ
と
な
く
今
日
で
も
寝
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で

イ
ギ
リ
ス
人
や
あ
な
た
が
寝
る
の
を
恐
れ
て
尻
込
み
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
力
は
恐
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。
身
体
に
肉
の
固
ま
り
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が
付
い
た
か
ら
と
い
っ
て
力
が
出
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
あ
な
た
が
少
し
考
え
た
ら
分
か
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
、
自
治
を
望
ん
で
い
る
あ
な
た
に
私
は
注
意
し
た
い
の
で
す
が
、
ビ
ー
ル
、
ピ
ン
ダ
ー
リ
ー
と
タ
グ
は
私
た
ち
の
同
胞
で
す
よ
。

我
が
も
の
と
す
る
の
は
あ
な
た
や
私
が
す
る
こ
と
で
す
。
自
分
の
兄
弟
を
怖
が
っ
て
い
る
う
ち
は
、
あ
な
た
は
け
っ
し
て
目
的
地
に
着
け
ま

せ

(
)

ん
よ
。

106

別
の
箇
所
で
は
、
武
装
し
た
泥
棒
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
に
つ
い
て
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

武
装
し
た
泥
棒
が
あ
な
た
の
品
物
を
持
っ
て
行
っ
た
。
あ
な
た
は
忘
れ
て
い
な
い
。
あ
な
た
は
怒
っ
て
い
る
。
あ
な
た
は
そ
の
悪
党
を
、

自
分
の
た
め
で
は
な
く
世
間
の
人
々
の
た
め
に
、
罰
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
あ
な
た
は
人
を
集
め
た
。
悪
党
の
家
に
攻
撃
を
か
け
た
。
悪

党
は
知
っ
た
。
逃
走
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
悪
党
は
ほ
か
の
盗
賊
た
ち
を
集
め
た
。
ひ
ど
く
腹
を
立
て
て
い
る
。
あ
な
た
の
家
を
白
昼
、
略

奪
す
る
と
い
っ
て
よ
こ
し
た
。
あ
な
た
は
強
い
か
ら
逃
れ
な
い
。
あ
な
た
は
備
え
て
い
る
。
こ
の
間
、
盗
賊
た
ち
は
あ
な
た
の
近
所
の
人
た

ち
を
悩
ま
せ
る
。
人
々
は
あ
な
た
に
苦
情
を
訴
え
る
。
あ
な
た
は
い
う
。﹁
私
は
あ
な
た
の
た
め
に
こ
う
し
て
い
る
ん
だ
。
私
は
品
物
を
盗

ま
れ
た
が
、
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
﹂。
人
々
は
い
う
。﹁
以
前
、
盗
賊
た
ち
は
我
々
を
略
奪
し
て
い
な
か
っ
た
。
あ
な
た
が
賊
と
戦

う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
盗
賊
た
ち
は
略
奪
を
始
め
た
の
だ
﹂。
あ
な
た
は
窮
地
に
立
た
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
貧
し
い
人
た
ち
に
あ
な
た
は

同
情
し
て
い
る
。
近
所
の
人
た
ち
が
い
う
こ
と
は
正
し
い
。
さ
あ
、
な
に
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
？

盗
賊
た
ち
を
見
逃
そ
う
か
？

見
逃
し
た
ら
あ
な
た
の
対
面
は
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
。
対
面
は
誰
に
と
っ
て
も
大
切
な
も
の
だ
。
あ
な
た
は
貧
し
い
人
た
ち
に
い
う
。﹁
心
配

し
な
い
で
。
さ
あ
、
私
の
財
産
は
あ
な
た
た
ち
の
も
の
。
あ
な
た
た
ち
に
武
器
を
渡
そ
う
。
武
器
の
使
い
方
を
教
え
よ
う
。
悪
党
を
殺
し
な

さ
い
。
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
﹂。
こ
の
よ
う
に
戦
闘
は
激
し
く
な
っ
た
。
盗
賊
た
ち
は
増
え
た
。
人
々
は
自
分
の
手
で
困
っ
た
状
態
に
し

て
し
ま
っ
た
。
泥
棒
に
敵
意
を
持
っ
た
結
果
、
安
眠
を
売
っ
て
不
眠
を
買
っ
て
し
ま
っ
た
。
平
和
だ
っ
た
の
に
不
穏
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

以
前
は
死
が
訪
れ
た
と
き
、
死
を
迎
え
て
い
た
も
の
な
の
に
、
い
ま
で
は
い
つ
殺
さ
れ
て
も
い
い
よ
う
な
日
々
と
な
っ
た
。
勇
敢
で
あ
る
あ

な
た
が
臆
病
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
な
た
が
辛
抱
強
く
考
え
た
ら
、
私
が
誇
張
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
分
か
る
で
し
ょ
う
。
こ
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れ
が
一
つ
の
手
段
。

さ
あ
、
も
う
一
つ
の
手
段
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
は
、
泥
棒
を
愚
か
者
で
あ
る
と
し
、
い
つ
か
機
会
が
あ
れ
ば
説
得
し
よ
う
と
決

め
た
。
泥
棒
だ
っ
て
人
間
で
あ
る
と
あ
な
た
は
考
え
た
。
な
ん
の
理
由
で
盗
み
を
し
た
の
か
、
あ
な
た
に
ど
う
し
て
分
か
る
だ
ろ
う
か
？

あ
な
た
に
と
っ
て
よ
い
道
は
、
時
が
く
れ
ば
、
盗
み
の
種
子
を
取
り
除
く
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
あ
の
お
兄
様
が
ま

た
盗
み
に
や
っ
て
来
た
。
こ
の
人
は
病
人
な
の
だ
と
思
っ
た
。
あ
な
た
は
扉
や
窓
を
開
け
た
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
寝
る
場
所
は
変
え
た
。

品
物
は
す
ぐ
に
持
っ
て
行
け
る
よ
う
に
し
て
お
い
た
。
泥
棒
は
や
っ
て
来
た
。
び
っ
く
り
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
、
な
ん
と
奇
妙
な

様
子
を
見
た
か
ら
だ
。
品
物
は
持
っ
て
行
っ
た
が
、
心
は
落
ち
着
か
な
い
。
村
で
調
べ
た
。
あ
な
た
の
慈
悲
深
さ
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。

後
悔
し
て
、
あ
な
た
に
許
し
を
請
う
た
。
品
物
を
返
し
に
や
っ
て
来
た
。
泥
棒
稼
業
を
止
め
た
。
あ
な
た
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
な

た
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
職
に
つ
け
て
や
っ
た
。
こ
れ
が
も
う
一
つ
の

(
)

手
段
。
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彼
は
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
非
暴
力
の
哲
学
を
論
じ
て
い
る
。﹁
異
な
る
手
段
か
ら
異
な
る
結
果
と
な
る
こ
と
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。

す
べ
て
の
泥
棒
が
こ
の
よ
う
に
振
る
ま
う
と
か
、
す
べ
て
の
人
に
あ
な
た
の
よ
う
な
慈
悲
心
が
あ
る
、
と
こ
の
こ
と
か
ら
証
明
し
た
い

と
は
思
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
よ
い
結
果
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
よ
い
手
段
が
必
要
で
あ
る
と
だ
け
は
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
﹂。
そ

し
て
、
﹁
い
つ
も
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
武
器
の
力
よ
り
慈
悲
の
力
が
も
っ
と
強
力
で
す
。
武
器
に
は
害
が
あ
り

ま
す
が
、
慈
悲
に
は
け
っ
し
て
あ
り
ま
せ
ん

(
)

﹂
と
。
実
際
に
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
投
降
し
た
ダ
コ
イ
ト
が
い
た
よ
う
に
、
彼
の
思
想
と
運

108

動
の
基
礎
に
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
論
が
あ
っ
た
。

以
上
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
時
代
に
起
こ
っ
た
、
北
イ
ン
ド
の
一
地
方
に
お
け
る
農
民
の
暴
力
的
な
一
揆
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
れ
は

﹁
盗
賊
の
イ
ン
ド
史
﹂
と
い
う
本
稿
の
テ
ー
マ
と
、
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
時
期
、
植
民
地
体
制
の
下
の
﹁
法
と
秩
序
﹂
が
力
を
失
い
、
民
衆
は
﹁
違
法
と
合
法
の
間
﹂
の
揺
ら
ぎ
を
経
験
し
、
日
常
の
さ

ま
ざ
ま
な
言
説
や
行
動
に
よ
っ
て
、
支
配
の
﹁
正
統
性
︵
legitim
acy
︶
﹂
を
集
団
的
に
問
い
直
し
始
め
て
い
た
。
昨
日
ま
で
は
﹁
合
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法
﹂
で
あ
っ
た
地
主
や
商
人
の
や
り
方
や
彼
ら
を
守
る
役
所
や
警
察
の
取
締
り
は
、
今
日
で
は
﹁
不
正
﹂
だ
と
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
そ
れ
を
正
す
た
め
に
は
﹁
ガ
ン
デ
ィ
ー
様
の
名
前
﹂
や
﹁
ス
ワ
ラ
ー
ジ
﹂
の
言
葉
を
唱
え
て
集
団
的
な
抗
議
行
動
を
取
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
、
多
く
の
人
々
が
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
国
家
の
中
枢
に

あ
る
権
力
は
遠
く
漠
然
と
し
て
い
た
か
ら
、
対
抗
す
べ
き
﹁
目
の
前
の
敵
﹂
は
、
村
の
近
く
の
町
に
住
む
地
主
、
金
貸
し
、
商
人
、
そ

し
て
役
人
や
警
察
官
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
同
時
に
、
こ
う
し
た
﹁
目
の
前
の
敵
﹂
を
押
さ
え
込
む
よ
う
な
新
し
い
力
は
、
組
織
し
た
自

分
た
ち
の
力
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
全
国
的
な
組
織
と
の
連
携
、
さ
ら
に
そ
の
連
携
を
明
示
す
る
﹁
ガ
ン
デ
ィ
ー
様
の
名
前
﹂
や

﹁
ス
ワ
ラ
ー
ジ
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
た
。

け
れ
ど
も
、
エ
リ
ー
ト
の
展
開
す
る
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
政
治
﹂
と
﹁
サ
バ
ル
タ
ン
の
政
治
﹂
の
間
に
は
、
大
き
な
文
化
的
差
異

が
存
在
し
て
い
た
。
ネ
ル
ー
は
、
一
九
三
六
年
に
書
い
た
﹃
自
叙
伝
﹄
の
中
で
、
そ
の
差
異
を
以
下
の
よ
う
な
文
章
で
表
現
し
て
い

る
。
﹁
チ
ャ
ウ
リ
ー
・
チ
ャ
ウ
ラ
ー
は
嘆
か
わ
し
い
出
来
事
、
非
暴
力
運
動
の
精
神
に
全
く
反
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、

ま
た
事
実
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
僻
遠
の
村
落
と
辺
鄙
な
土
地
の
農
民
の
暴
徒
が
、
た
と
え
し
ば
ら
く
の
間
で
も
、
私
た
ち
の
自

由
の
た
め
の
民
族
闘
争
を
止
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
﹂。
さ
ら
に
、﹁
わ
ず
か
数
名
の
人
た
ち
︱
︱
友
人
と
見
せ
か
け
た

私
た
ち
の
敵
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︱
︱
が
、
彼
ら
の
軽
率
な
振
舞
い
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
運
動
を
転
倒
さ
せ
た
り
、
終
わ
ら
せ
た
り

す
る
力
を
持
っ
て
い
た
﹂
の
だ
ろ
う
か

(
)

、
と
。
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農
民
は
、
自
分
の
所
有
す
る
器
具
・
材
料
・
家
畜
を
使
っ
て
農
耕
や
牧
畜
を
営
み
、
利
益
や
害
を
も
た
ら
す
動
物
を
捕
獲
す
る
た
め

に
武
器
を
使
い
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
隣
接
し
た
農
村
の
家
で
安
全
に
暮
ら
す
た
め
に
武
装
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非

暴
力
の
教
え
は
、
武
装
し
て
暮
ら
し
て
い
な
い
都
会
の
住
民
に
対
す
る
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
。
た
と
え

ば
、
ゴ
ー
ラ
ク
プ
ー
ル
の
農
民
た
ち
は
﹁
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
﹂
に
照
ら
し
て
正
当
な
暮
ら
し
を
取
り
戻
す
手
段
と
し
て
、
自
己
浄

化
と
禁
欲
を
課
す
ガ
ン
デ
ィ
ー
主
義
を
実
践
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ア
ミ
ー
ン
の
挙
げ
た
情
報
か
ら
も
、
非
暴
力
主
義
は
、
肉
食
を
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止
め
る
こ
と
以
上
に
重
要
な
課
題
で
は
な
か
っ
た
と
想
像
で
き
る
。

し
か
し
、
ボ
ン
ベ
イ
や
カ
ル
カ
ッ
タ
な
ど
の
都
市
を
活
動
の
場
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
主
だ
っ
た
指
導
者
に
と
っ
て
は
、

農
民
の
﹁
原
初
的
な
反
抗
﹂
こ
そ
非
暴
力
主
義
に
よ
っ
て
止
め
ら
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
り
、
﹁
僻
遠
の
村
落
と
辺
鄙
な
土
地
の
農
民
の

暴
徒
﹂
の
行
動
と
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
五
七
年
の
大
反
乱
と
は
異
な
っ
て
、
兵
士
の
反
乱
、
農

民
や
﹁
山
の
民
﹂
の
武
装
抵
抗
、
盗
賊
や
強
盗
を
し
て
き
た
ダ
コ
イ
ト
の
支
援
な
ど
は
、
多
く
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
は
抑
え

る
べ
き
も
の
で
あ
れ
、
政
府
と
対
決
す
る
上
で
頼
み
に
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
﹃
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ス

ワ
ラ
ー
ジ
﹄
か
ら
の
引
用
文
が
示
す
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
、
会
議
派
中
枢
に
お
け
る
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
示
す
方
針
に
従
え
ば
、
そ
う
で

あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
に
な
る
と
、
ゴ
ー
ラ
ク
プ
ー
ル
の
よ
う
な
ネ
パ
ー
ル
と
の
国
境
沿
い
の
辺
境
地
域
に
お
い
て
も
、﹁
法

と
秩
序
﹂
を
め
ぐ
る
状
況
は
す
で
に
国
家
に
と
っ
て
圧
倒
的
に
有
利
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
抵
抗
に
立
ち
上
が
っ
た
ほ
と
ん
ど
の
農

民
は
治
安
を
乱
し
た
﹁
犯
罪
者
﹂
と
し
て
直
ち
に
逮
捕
さ
れ
た
。
し
か
も
、
農
民
が
期
待
を
寄
せ
た
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
政
治
﹂
に

お
い
て
も
、﹁
内
な
る
辺
境
﹂
を
舞
台
に
自
由
に
駆
け
回
る
武
装
し
た
農
民
や
﹁
山
の
民
﹂
は
、﹁
国
民
﹂
と
い
う
共
同
体
に
そ
の
ま
ま

で
は
入
れ
て
も
ら
え
な
い
存
在
だ
っ
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
﹁
愚
か
者
﹂
だ
か
ら
泥
棒
を
し
て
き
た
の
だ

が
、
﹁
泥
棒
だ
っ
て
人
間
で
あ
る
の
だ
か
ら
﹂、﹁
慈
悲
深
い
﹂
ガ
ン
デ
ィ
ー
主
義
的
な
運
動
を
知
れ
ば
、
﹁
泥
棒
稼
業
を
止
め
﹂、
新
し

い
国
に
﹁
仕
え
る
よ
う
に
な
﹂
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
の
か
わ
り
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
彼
ら
を
、
泥
棒
を
し
な
く
て
も
食
べ
て

い
け
る
よ
う
な
﹁
ち
ゃ
ん
と
し
た
職
に
つ
け
て
や
﹂
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
主
義
的
な
指
導
者
は
、
彼
ら

に
対
し
て
﹁
機
会
が
あ
れ
ば
説
得
し
よ
う
﹂
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
人
々
は
、﹁
後
悔
し
て
…
…
許
し
を
請
う
て
﹂
改

心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
論
理
が
、﹁
犯
罪
部
族
﹂
に
対
し
て
植
民
地
国
家
が
施
し
た
﹁
定
住
化
﹂
と
﹁
文
明
化
﹂
へ
の
﹁
矯
正
﹂
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政
策
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
こ
ま
で
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
武
装
し
た
﹁
移
動
す
る
民
﹂
を
非
武
装
化

し
た
﹁
定
住
す
る
民
﹂
に
変
え
る
と
い
う
近
代
国
家
の
政
策
が
、﹁
法
と
秩
序
﹂
の
完
成
を
め
ざ
す
植
民
地
国
家
の
統
治
者
か
ら
、
将

来
の
国
民
国
家
を
担
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
手
へ
と
譲
り
渡
さ
れ
て
い
く
道
筋
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
古
く
か
ら
﹁
内
な
る
辺

境
﹂
を
足
場
に
武
装
し
て
戦
い
な
が
ら
稼
ぎ
を
見
出
し
て
暮
ら
し
て
き
た
人
々
が
、
平
和
的
な
農
民
や
労
働
者
と
な
り
、
他
の
国
民
を

脅
か
さ
な
い
存
在
に
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
は
、
彼
ら
が
独
立
後
の
民
主
主
義
的
な
国
家
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
た
め

の
条
件
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て
︱
︱
参
加
民
主
主
義
へ
の
道

﹁
法
と
は
も
と
も
と
合
法
と
違
法
と
を
区
切
る
境
界
線
で
あ
る
﹂
と
い
う
一
文
か
ら
本
稿
を
書
き
始
め
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
、

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
、
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
亜
大
陸
に
集
権
的
な
近
代
国
家
が
形
成
さ
れ
た
時
代
に
お
け
る
盗
賊
と
、
盗
賊
の
よ
う

に
﹁
犯
罪
者
﹂
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
人
々
に
つ
い
て
書
い
て
き
た
。
第
一
章
で
は
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
の
人
生
を
取
り
上
げ
て
現

代
の
盗
賊
を
考
え
、
第
二
章
で
は
ム
ガ
ー
ル
帝
国
末
期
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
国
家
が
形
成
さ
れ
た
時
代
の
盗
賊
と
農
民
の
武
装
蜂

起
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
も
う
い
ち
ど
現
代
に
話
を
戻
し
、
盗
賊
、
貧
し
い
農
民
、﹁
山
の
民
﹂
な
ど
を
含
む
、
近

代
国
家
の
﹁
周
縁
化
さ
れ
た
人
々
﹂
に
は
、
市
場
経
済
と
民
主
主
義
の
時
代
に
ど
の
よ
う
な
生
き
方
が
可
能
な
の
か
、
そ
れ
は
何
を
意

味
す
る
か
を
検
討
し
て
、
本
稿
の
む
す
び
に
か
え
よ
う
と
思
う
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
近
代
国
家
に
お
け
る
合
法
的
な
世
界
は
、
国
家
権
力
の
中
心
の
あ
る
中
核
的
な
都
市
と
定
住
的
な
農
民

を
基
盤
と
す
る
農
村
社
会
に
置
か
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
が
イ
ン
ド
亜
大
陸
に
お
い
て
植
民
地
国
家
を
形

成
す
る
際
に
も
っ
と
も
重
視
し
た
作
業
は
、
農
村
社
会
の
実
情
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
現
地
の
諸
王
国
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と
の
戦
争
に
勝
利
し
て
占
領
地
を
獲
得
す
る
と
、﹁
永
久
土
地
査
定
﹂
と
呼
ば
れ
る
検
地
の
事
業
を
行
っ
た
。
土
地
の
広
さ
や
形
を
検

分
し
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
保
有
し
、
誰
が
農
耕
を
行
い
、
ど
れ
く
ら
い
の
収
穫
高
が
あ
り
、
そ
れ
は
ど
れ
く
ら
い
の
金
銭
的
価
値
に
な

る
か
を
調
査
し
認
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
納
税
者
を
特
定
し
、
収
穫
高
や
そ
の
他
の
条
件
か
ら
税
率
を
設
定
し

た
。こ

う
し
て
国
家
財
政
の
基
礎
で
あ
る
徴
税
体
系
と
治
安
体
系
が
確
立
さ
れ
、
一
〇
年
ご
と
に
土
地
査
定
が
行
わ
れ
、
国
勢
調
査

︵
C
ensus
セ
ン
サ
ス
︶
が
実
施
さ
れ
た
。
統
治
す
る
対
象
の
﹁
人
口
︵
population
︶
﹂
が
ど
の
程
度
の
規
模
な
の
か
、
民
族
・
宗
教
・
カ

ー
ス
ト
な
ど
集
団
的
な
固
有
の
﹁
範
疇
︵
category
︶
﹂
は
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
が
、
必
要
な
情
報
だ
と
考
え
ら
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
官
僚
は
、
自
ら
の
観
察
に
基
づ
い
て
、﹃
官
報
︵
G
azette︶
﹄
に
報
告
を
定
期
的
に
ま
と
め
た
。﹁
現
地
人
﹂
の

社
会
は
多
様
で
あ
り
、
農
村
に
は
ど
ん
な
人
々
が
い
て
、
ど
ん
な
言
語
や
文
化
を
持
ち
、
ど
ん
な
慣
習
を
行
っ
て
い
る
の
か
な
ど
、
ま

さ
に
文
化
人
類
学
的
な
情
報
が
、
詳
細
な
行
政
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
察
と
と
も
に
、
領
主
の
よ
う
で
あ
っ
た
タ

ー
ル
ク
ダ
ー
ル
や
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
と
い
っ
た
有
力
者
を
、
民
法
的
に
土
地
所
有
権
を
持
つ
主
体
と
し
て
の
﹁
地
主
﹂
と
し
、
彼
ら
に

納
税
の
責
任
を
負
わ
せ
た
。
農
村
全
体
が
土
地
を
保
有
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
、
農
民
を
小
規
模
な
土
地
所
有
を
行
う
主
体
と

見
立
て
て
、
村
全
体
に
課
税
す
る
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
ワ
ー
リ
ー
制
を
と
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
植
民
地
国
家
の
基
盤
は
、
農
民
の
社
会
を
効
率
的
に
支
配
し
、
土
地
か
ら
の
余
剰
を
合
理
的
か
つ
十
分

に
徴
収
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
絶
対
主
義
王
制
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
家
に
類
似
し

て
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
下
で
形
成
さ
れ
た
統
治
体
の
中
核
は
、
農
業
社
会
を
官
僚
制
的
に
支
配
す
る
体
制
︱
︱
﹁
農
業
的
官
僚
制

︵
agrarian
bureaucracy
︶
﹂
︱
︱
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、
功
利
主
義
的
な
課
税
政
策
を
実
験
的
に
適
用
し
、
イ

ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
へ
の
投
資
を
行
い
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
へ
の
海
外
か
ら
の
投
資
を
促
進
す
る
と
い
う
、
資
本
主
義
的

な
国
家
の
性
格
も
備
え
て
い
た
。
前
者
の
機
能
を
果
た
す
た
め
に
は
、
国
家
が
定
住
農
民
を
行
政
的
に
掌
握
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
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あ
り
、
後
者
の
機
能
を
果
た
す
た
め
に
は
、
国
家
が
資
本
を
準
備
し
、
新
し
い
労
働
力
を
創
出
す
る
と
い
う
企
業
家
の
役
割
を
果
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
要
請
に
応
え
た
諸
政
策
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
、
植
民
地
社
会
の
周
縁
に
生
き
る
人
々
に
も
及

ぼ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
の
議
論
に
登
場
し
た
﹁
盗
賊
﹂
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、
植
民
地
国
家
が
想
定
し
た
﹁
地
主
﹂
や
﹁
農
民
﹂
と
も
違
い
、
イ

ギ
リ
ス
人
の
経
営
す
る
会
社
や
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
就
職
す
る
﹁
労
働
者
﹂
と
も
違
う
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
近
代
的
な
﹁
範
疇
﹂

に
合
致
し
な
い
人
々
で
あ
り
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
の
よ
う
な
﹁
範
疇
﹂
に
入
れ
ら
れ
る
の
を
拒
ん
で
抵
抗
し
た
り
、
逃
げ
出
し
た
り

す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
人
々
と
し
て
紹
介
し
て
き
た
の
が
、
失
業
し
た
兵
士
、
武
装
し
た
農
民
、
僧
侶
や
修
道
増
、
芸
や

商
い
や
農
作
業
を
季
節
的
に
担
う
﹁
山
の
民
﹂
な
ど
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
の
農
村
は
、
カ
ー
ス
ト
制
の
下
に
多
様
な
職
能
集
団
を
抱
え

込
ん
だ
自
給
自
足
的
な
社
会
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
定
住
的
な
農
民
の
社
会
と
他
の
社
会
を
結
ん
で
、
モ

ノ
や
金
や
情
報
や
労
働
力
を
供
給
す
る
よ
う
な
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
貧
し
い
農
民
は
、
農
繁
期
に

は
自
分
の
村
か
ら
移
動
し
て
仕
事
の
あ
る
村
へ
農
業
労
働
者
と
し
て
移
動
し
、
農
閑
期
に
は
、
盗
賊
も
含
め
て
、
他
の
仕
事
で
稼
い

だ
。対

照
的
に
、
植
民
地
国
家
が
必
要
と
し
た
新
種
の
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
も
増
加
し
た
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
下
で
行
政
や
商
業

の
文
書
仕
事
を
こ
な
す
英
語
を
学
ん
だ
﹁
現
地
人
﹂、
イ
ギ
リ
ス
人
の
指
揮
官
に
忠
誠
を
示
し
て
海
外
で
も
戦
争
に
従
事
す
る
軍
人
、

そ
れ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
企
業
や
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
と
し
た
労
働
者
と
な
る
た
め
に
出
稼
ぎ
を
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
裏

側
で
、
古
い
タ
イ
プ
の
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
は
不
要
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
そ
の
資
本
の
安
全
を
脅
か
す
﹁
犯
罪

者
﹂
と
し
て
追
い
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
農
民
を
定
住
化
さ
せ
る
の
は
大
変
な
こ
と
で
あ
り
、
強
い
罰
則
を
伴
っ
て
年
貢
や
賦
役
を
負
わ
せ
る
複
雑
な
支
配
関
係
と

と
も
に
、
そ
う
し
た
主
従
関
係
を
規
範
的
な
も
の
と
し
て
農
民
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
よ
う
な
、
古
く
か
ら
守
ら
れ
て
き
た
は
ず
の
慣
習
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や
宗
教
が
必
要
だ
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
土
地
に
お
い
て
も
、﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
の
伝
統
は
﹁
定
住
し
た
人
々
﹂
の
社

会
よ
り
前
か
ら
活
発
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
中
世
に
つ
い
て
、
網
野
善
彦
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。

日
本
の
古
代
社
会
に
お
い
て
は
、
漁
民
、
山
民
な
ど
、
な
お
ほ
と
ん
ど
自
然
の
ま
ま
の
状
態
に
お
か
れ
た
山
野
河
海
を
そ
の
生
活
の
主
な

舞
台
と
す
る
人
々
の
集
団
が
、
か
な
り
の
数
、
活
動
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
一
部
は
、
天
皇
に
直
属
す
る
職
能
民
に
な
っ
て
い
る

が
、
大
部
分
は
平
民
身
分
で
、
山
野
河
海
の
産
物
を
調
や
贄に
え

な
ど
と
し
て
、
天
皇
、
朝
廷
に
貢
献
し
て
い
る
。
農
業
民
︱
稲
作
民
と
異
な

り
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
移
動
性
に
富
み
、
稲
作
民
の
共
同
体
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
国
家
の
規
制
か
ら
も
相
対
的
に
自
由
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
海
に
か
こ
ま
れ
た
日
本
列
島
に
は
海
民
が
広
く
分
布
し
て
お
り
、
広
大
な
、
だ
れ
の
も
の
で
も
な
い
海
で
活
動
す

る
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
日
本
列
島
の
内
外
に
お
け
る
農
業
民
の
共
同
体
の
媒
介
者
で
あ
る
商
人
や
廻
船
人
の
母
胎
と
な
り
、
後
年
の
都
市
の

規
制
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

中
世
に
入
っ
て
も
、
そ
の
前
期
に
は
平
民
の
共
同
体
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
離
脱
し
た
浪
人
も
少
な
か
ら
ず
お
り
、
こ
の
人
々
を
荘

園
・
公
領
に
招
き
居す

え
て
田
畠
を
満
作
さ
せ
る
こ
と
が
そ
の
現
地
の
管
理
者
の
目
標
だ
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
一
方
、
海
民
の
中
か
ら
分
化

し
は
じ
め
た
廻
船
人
を
は
じ
め
、
塩
商
人
、
魚
商
人
な
ど
の
職
能
民
が
、
独
自
な
第
二
次
的
な
共
同
体
を
結
ん
で
活
動
す
る
よ
う
に
な
り
、

古
代
に
お
い
て
品
部
、
雑
戸
な
ど
と
し
て
天
皇
、
朝
廷
に
直
属
し
て
い
た
各
種
の
職
能
民
︱
手
工
業
者
、
芸
能
民
も
、
平
民
身
分
の
同
種
の

人
々
を
含
め
て
、
自
立
し
た
職
能
的
な
共
同
体
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
古
代
で
は
罪
が
ケ
ガ
レ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
う
し

た
罪
の
み
な
ら
ず
、
癩
の
病
を
含
む
あ
る
種
の
皮
膚
病
、
血
・
死
な
ど
を
穢
と
す
る
習
俗
が
平
民
に
次
第
に
浸
透
す
る
と
と
も
に
、
穢
を
理

由
に
そ
の
共
同
体
か
ら
排
除
、
疎
外
さ
れ
る
人
々
も
現
れ
る
が
、
こ
の
人
々
も
穢
を
き
よ
め
去
る
仕
事
を
機
能
と
す
る
共
同
体
を
つ
く
り
出

し
た
。
し
か
も
そ
こ
に
は
自
ら
の
宗
教
的
な
動
機
か
ら
平
民
の
共
同
体
を
離
脱
し
た
人
々
、
乞
食
僧
の
加
わ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

職
能
民
の
う
ち
、
鉄
商
人
を
兼
ね
た
鋳い

物も

師じ

は
原
料
鉄
、
鋳
物
製
品
、
鍛
冶
の
製
品
を
持
ち
、
少
な
く
と
も
西
日
本
の
全
域
を
廻
船
に
よ
っ
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て
遍
歴
し
て
お
り
、
他
の
職
能
民
も
広
狭
の
差
は
あ
れ
、
そ
の
集
住
す
る
根
拠
地
を
中
心
に
、
遍
歴
し
て
交
易
・
出
職
に
従
事
し
た
。
そ
れ

は
芸
能
民
も
同
様
で
あ
り
、
穢
を
き
よ
め
る
職
能
集
団
︱
非
人
も
、
な
お
宗
教
的
な
意
味
を
も
お
び
た
乞
食
の
た
め
の
遍
歴
を
行

(
)

っ
た
。

110

本
稿
で
取
り
上
げ
た
盗
賊
や
盗
賊
を
生
み
出
す
母
胎
と
し
て
の
武
装
し
た
農
民
の
社
会
や
山
を
移
り
渡
る
人
々
は
、
い
ず
れ
も
牛
や

山
羊
を
飼
い
、
牧
畜
を
営
む
カ
ー
ス
ト
や
部
族
に
属
し
て
い
た
。
ム
ガ
ー
ル
帝
国
の
時
代
に
も
大
英
帝
国
の
時
代
に
も
、
ガ
ン
ジ
ス

川
・
ジ
ャ
ム
ナ
河
流
域
の
平
野
に
広
が
る
農
村
地
域
は
時
の
権
力
に
よ
っ
て
安
定
的
に
統
治
さ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
農
村
の
隣
に
は
家

畜
を
放
牧
で
き
る
荒
れ
地
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
な
﹁
内
陸
の
辺
境
﹂
が
控
え
て
い
た
。
﹁
山
の
民
﹂
は
、
そ
う

し
た
と
こ
ろ
か
ら
村
に
降
り
て
き
て
、
動
物
や
果
実
を
売
り
さ
ば
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
央
ア
ジ
ア
や
西
ア
ジ
ア
か
ら
、
遊
牧

民
の
騎
馬
隊
が
平
地
の
農
業
地
域
に
攻
め
込
ん
で
支
配
を
築
き
、
そ
う
し
た
人
と
物
の
流
れ
が
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
を
よ
り
広
い
世
界
と

結
び
つ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
近
現
代
イ
ン
ド
の
光
景
と
類
似
し
た
現
象
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
に
つ
い
て
の
阿
部
謹
也
の
文
章
を
引
い
て
み
よ

う
。

牧
人
は
人
類
の
歴
史
と
と
も
に
古
い
職
業
で
あ
っ
て
、
エ
バ
の
産
ん
だ
二
人
の
子
ど
も
の
う
ち
﹁
ア
ベ
ル
は
羊
飼
い
、
カ
イ
ン
は
農
民
と

な
っ
た
﹂。
そ
し
て
カ
イ
ン
が
ア
ベ
ル
を
殺
害
し
た
の
も
ひ
と
つ
の
象
徴
的
な
事
件
で
あ
り
、
以
後
牧
畜
を
生
業
と
す
る
遊
牧
民
族
と
定
住

し
た
農
耕
民
族
と
の
争
い
は
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
に
限
定
し
て
も
マ
ジ
ャ
ー
ル
の
馬
飼
い
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
羊
飼

い
、
地
中
海
の
羊
・
山
羊
飼
い
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
方
の
牛
飼
い
や
羊
飼
い
、
ア
ル
プ
ス
地
方
の
牛
飼
い
、
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
の
ト
ナ
カ
イ
牧

人
、
南
ド
イ
ツ
の
移
動
牧
人
な
ど
が
定
住
農
耕
文
化
と
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
近
代
産
業
の
圧
力
の
も
と
に
衰
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
つ
つ
あ

る
。
農
民
の
世
界
と
牧
人
の
世
界
は
本
来
た
が
い
に
相
容
れ
な
い
対
極
的
な
生
活
様
式
を
も
っ
て
お
り
、
し
ば
し
ば
両
者
は
た
が
い
に
悪
口
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を
言
い
合
い
、
両
者
の
争
い
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。﹁
羊
飼
い
と
刑
吏
は
従
兄
弟
同
士
﹂
と
か
、﹁
大
根
と
蕪
、
粉
ひ
き
と
泥
棒
、
羊
飼
い
と

刑
吏
、
ど
れ
も
似
た
者
同
士
﹂﹁
羊
飼
い
が
九
九
人
い
れ
ば
一
〇
〇
人
の
詐
欺
師
と
同
じ
﹂
な
ど
と
い
わ
れ
た
。

農
民
に
と
っ
て
は
、
牧
野
や
峡
谷
で
ひ
と
り
で
暮
ら
す
牧
人
に
は
何
か
不
気
味
な
精
霊
や
悪
霊
が
と
り
つ
い
て
い
る
か
に
見
え
、
彼
ら
は

自
分
た
ち
の
世
界
と
は
異
質
な
魔
術
的
能
力
が
授
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で

(
)

あ
る
。

111

け
れ
ど
も
、
中
世
の
農
村
で
は
牧
畜
と
農
業
が
密
接
に
絡
み
合
っ
て
共
生
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
特
殊
な
歴
史
的
発

展
を
も
た
ら
し
た
と
、
阿
部
氏
は
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
社
会
の
中
で
と
く
に
差
別
さ
れ
た
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
と
し
て
、

一
三
世
紀
頃
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
っ
た
と
言
わ
れ
る
ジ
プ
シ
ー
の
人
々
が
い
た
。
一
八
四
四
年
に
Ａ
・
Ｆ
・
ポ
ッ

ト
が
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ジ
プ
シ
ー
﹄
を
著
し
て
、
ジ
プ
シ
ー
の
言
葉
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
立
証
し
、

そ
の
後
ジ
プ
シ
ー
の
民
話
に
も
イ
ン
ド
に
起
源
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
も
立
証
さ
れ
た
と
い
う
。

数
世
紀
に
も
わ
た
る
放
浪
の
生
活
を
彼
ら
は
独
特
の
職
業
で
支
え
て
き
た
。
文
明
化
し
た
地
域
で
狩
猟
を
営
む
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
か

ら
、
彼
ら
は
針
鼠
、
鼠
、
烏
な
ど
、
定
住
者
が
食
用
に
せ
ず
、
嫌
っ
て
い
る
動
物
を
食
料
と
し
、
蛇
、
猿
、
熊
、
山
羊
な
ど
に
芸
を
仕
込
ん

で
は
見
世
物
興
行
を
糧
と
し
て
き
た
。
ま
た
鋳
掛
屋
の
技
術
に
す
ぐ
れ
た
ジ
プ
シ
ー
は
そ
れ
を
職
業
と
し
、
そ
こ
か
ら
カ
ル
デ
ラ
ッ
シ
ュ
と

い
う
名
称
が
生
れ
た
。
…
…
遠
く
ペ
ル
シ
ア
の
詩
人
フ
ィ
ル
ド
ゥ
ー
シ
が
﹃
王
の
書
﹄
の
な
か
で
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
最
も
ジ
プ
シ
ー
に

ふ
わ
さ
し
い
職
業
は
い
う
ま
で
も
な
く
音
楽
と
舞
踊
で
あ
っ
た
。
…
…
ジ
プ
シ
ー
の
医
術
は
野
草
に
つ
い
て
の
豊
か
な
知
識
に
も
と
づ
い
て

お
り
、
と
く
に
馬
な
ど
の
動
物
に
つ
い
て
の
知
識
は
驚
嘆
す
べ
き
も
の
と
い
わ

(
)

れ
る
。

112

ジ
プ
シ
ー
の
人
々
は
、
中
世
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
国
家
や
主
流
の
社
会
か
ら
排
除
や
弾
圧
を
受
け
て
き
た
が
、
絶
対
主
義
王
制
の

時
代
に
は
、
本
稿
で
指
摘
し
た
﹁
犯
罪
カ
ー
ス
ト
﹂
に
対
す
る
も
の
と
類
似
し
た
定
住
化
政
策
が
試
み
ら
れ
た
と
い
う
。
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一
八
世
紀
に
は
…
…
ジ
プ
シ
ー
を
強
制
労
働
に
つ
か
せ
、
無
償
労
働
を
強
要
す
る
動
き
も
出
は
じ
め
て
い
た
。
そ
れ
は
啓
蒙
思
想
の
影
響

下
で
、
ジ
プ
シ
ー
を
人
間
と
し
て
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
わ
ず
か
な
が
ら
生
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
ジ
プ

シ
ー
を
国
家
社
会
の
役
に
立
つ
存
在
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
プ
シ
ー
を
﹁
救
済
﹂
し
よ
う
と
す
る
発
想
に
支
え
ら
れ
て
も
い
た
。
こ
う

し
た
発
想
は
当
然
ジ
プ
シ
ー
の
定
住
化
を
前
提
と
し
て
い
る
。
長
い
年
月
に
わ
た
る
ジ
プ
シ
ー
の
追
放
・
弾
圧
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
プ
シ

ー
を
絶
滅
す
る
こ
と
に
成
功
し
な
か
っ
た
経
験
も
与
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

一
七
六
一
、
一
七
六
七
、
一
七
八
三
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
と
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
が
ジ
プ
シ
ー
定
住
化
の
法
令
を

出
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
も
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
が
ノ
ル
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
の
近
く
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
ス
ロ
ー
ラ
に
ジ
プ
シ
ー
村
を
つ
く
ろ
う

と
し
た
。
い
わ
ば
ジ
プ
シ
ー
を
他
か
ら
隔
離
し
て
定
住
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︵
一
七
七
五
︶。
ジ
プ
シ
ー
は
こ
こ
で
職
工
と
し
て
働

か
さ

(
)

れ
た
。

113

植
民
地
国
家
に
よ
る
﹁
内
な
る
辺
境
﹂
を
根
拠
地
と
す
る
武
装
集
団
の
掃
討
、
武
装
す
る
農
民
の
非
武
装
化
、﹁
移
動
す
る
人
々
﹂

の
定
住
化
と
い
っ
た
政
策
は
、
国
境
線
や
人
口
の
確
定
が
最
後
ま
で
完
成
し
な
か
っ
た
よ
う
に
、
着
手
さ
れ
た
も
の
の
完
全
に
は
達
成

さ
れ
な
い
ま
ま
、
独
立
国
家
へ
と
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
す
べ
て
の
住
民
を
﹁
国
民
﹂
と
し
て

迎
え
入
れ
た
よ
う
に
、
独
立
国
家
の
下
で
は
、
暴
力
的
な
犯
罪
に
手
を
染
め
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
末
裔
も
民
主
主
義
を
支
え

る
自
由
で
平
等
な
国
民
の
一
人
と
な
っ
た
。
カ
ー
ス
ト
差
別
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
﹁
ア
ウ
ト
カ
ー
ス
ト
﹂
や
﹁
部
族
﹂
の
人
々
は
、

新
憲
法
の
制
定
に
よ
り
、﹁
指
定
カ
ー
ス
ト
︵
the
Scheduled
C
astes
:SC
︶
﹂
や
﹁
指
定
部
族
︵
the
Scheduled
T
ribes
:ST
︶
﹂
と
し

て
憲
法
的
に
優
遇
政
策
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
植
民
地
時
代
に
﹁
犯
罪
カ
ー
ス
ト
﹂
や
﹁
犯
罪
部
族
﹂
と
し
て
﹁
公
告
さ
れ
た

人
々
︵
N
otified
People︶
﹂、
い
い
か
え
れ
ば
﹁
名
前
を
付
け
ら
れ
た
人
々
︵
B
randed
People︶
﹂
は
、
独
立
後
は
﹁
公
告
を
解
除
さ
れ

た
人
々
︵
D
enotified
People︶
﹂
と
し
て
、
一
部
分
は
﹁
指
定
カ
ー
ス
ト
﹂
や
﹁
指
定
部
族
﹂
と
し
て
の
保
護
を
受
け
、
国
民
と
し
て

解
放
さ
れ
た
こ
と
に
な

(
)

っ
た
。

114
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け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
差
別
が
す
ぐ
に
解
消
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
そ
う
し
た
優
遇
政
策
で
取
り
込
ま
れ
る
人
々
は
限
ら
れ

て
い
て
、
し
か
も
こ
う
し
た
政
策
が
変
化
を
も
た
ら
す
に
は
長
い
時
間
が
か
か
っ
た
。
植
民
地
国
家
の
周
縁
に
い
た
人
々
の
多
く
は
、

独
立
後
も
ま
た
周
縁
の
位
置
か
ら
な
か
な
か
抜
け
出
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
何
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
北
イ
ン
ド
の
農
村
で
は
、
国
家
に
よ
る
強
制
的
な
土
地
改
革
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代

に
培
わ
れ
た
農
民
の
組
織
化
と
運
動
を
背
景
に
、
次
の
よ
う
な
国
家
・
社
会
関
係
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。

戦
争
末
期
か
ら
独
立
ま
で
は
﹁
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
リ
ー
制
の
廃
止
﹂
が
大
声
で
唱
和
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
措
置
と
並
ん
で
、
独
立
後
の
政
府

は
農
村
地
域
に
お
け
る
政
府
機
関
の
立
場
を
強
め
、
大
地
主
に
圧
力
を
掛
け
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
だ
て
を
講
じ
た
。
新
し
い
勢
力
は

﹁
暴
漢
︵
goonda︶﹂
対
策
を
取
っ
た
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
大
地
主
の
私
兵
に
対
す
る
対
策
を
意
味
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
政
府
は
公
的

な
秩
序
の
維
持
を
図
る
機
構
を
整
え
る
た
め
に
、
農
村
地
域
の
警
察
の
組
織
改
革
を
意
図
し
、
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
の
配
下
の
者
か
ら
チ
ョ
キ

ダ
ー
リ
︵
村
の
警
察
官
︶
を
募
る
の
で
は
な
く
、
州
政
府
に
直
接
に
責
任
を
負
う
農
村
の
警
察
隊
を
作
ろ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
、
郡
裁
判
所

法
を
修
正
し
て
、
裁
判
所
が
﹁
不
当
な
経
営
や
嫌
が
ら
せ
や
抑
圧
﹂
に
手
を
染
め
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
大
地
主
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
の

ほ
う
か
ら
、
あ
る
い
は
小
作
農
の
訴
え
に
よ
っ
て
、
そ
の
所
有
地
を
没
収
で
き
る
権
限
を
与
え
た
。
小
作
農
と
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
の
一
党
が

何
度
も
衝
突
し
た
と
い
う
絶
え
間
な
い
報
告
書
を
も
と
に
、
州
政
府
は
パ
ヤ
グ
プ
ル
の
大
規
模
な
バ
ー
ラ
イ
チ
・
タ
ー
ル
ク
ダ
ー
ル
に
対
し

て
こ
の
よ
う
な
措
置
を
と
り
、
そ
う
し
た
方
針
を
実
施
す
る
姿
勢
を
十
分
に
証
明
し
た
。
一
九
四
七
年
半
ば
に
通
さ
れ
た
パ
ン
チ
ャ
ー
ヤ
ッ

ト
・
ラ
ー
ジ
︵
P
anchayatR
aj
村
議
会
自
治
︶
法
は
、
村
の
選
挙
に
成
人
の
普
通
選
挙
を
導
入
し
、
選
挙
さ
れ
た
議
会
に
村
の
リ
ソ
ー
ス

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
限
を
委
譲
す
る
こ
と
で
、
地
方
に
お
け
る
権
力
バ
ラ
ン
ス
を
大
き
く
変
更

(
)

し
た
。

115

独
立
直
後
に
も
、
民
主
主
義
の
枠
組
み
の
中
で
農
民
か
ら
の
圧
力
が
有
効
に
機
能
す
れ
ば
、
国
家
の
周
縁
に
近
い
農
村
社
会
で
も
、

地
主
が
用
い
る
暴
力
的
な
支
配
を
抑
え
る
政
治
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
右
の
文
章
は
示
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
開
発
と
統
合
を
掲
げ
た
独
立
後
の
変
動
は
、
一
直
線
に
プ
ラ
ス
の
結
果
の
み
を
生
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
民
主
主
義
の
枠

組
み
の
中
に
新
し
い
主
体
が
加
わ
り
、
社
会
経
済
的
な
不
平
等
を
是
正
す
る
た
め
の
政
策
を
求
め
よ
う
と
す
る
た
び
に
、
そ
れ
ま
で
支

配
力
を
持
っ
て
い
た
上
層
集
団
か
ら
の
反
発
を
招
き
、
選
挙
の
政
治
だ
け
で
は
な
く
、
暴
力
的
な
弾
圧
も
招
い
て
き
た
。
そ
う
し
た
も

の
の
最
近
の
現
象
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
登
場
し
た
、
イ
ン
ド
人
民
党
を
中
心
と
し
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主
義
的
な
勢
力
の
台
頭
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。﹁
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
︵
postcolonial︶
﹂、
つ
ま
り
﹁
植
民
地
後
﹂
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
そ
れ
に
基
づ
く
社
会

主
義
的
な
国
家
が
、
冷
戦
体
制
の
終
焉
と
と
も
に
イ
ン
ド
で
も
放
棄
さ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
激
動
の
中
で
、﹁
国
民
﹂
と
し
て
の
共
同

体
も
分
裂
の
危
機
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
よ
う
な
国
家
の
分
裂
と
激
し
い
内
戦
に
は
展
開
し
な
か
っ
た

が
、
多
宗
教
社
会
を
支
え
る
イ
ン
ド
型
世
俗
主
義
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
、
イ
ン
ド
国
民
会
議
派
は
中
央
で
も
州
で
も
権
力
の
座
か
ら
引

き
ず
り
お
ろ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
時
代
の
動
き
を
作
り
出
し
た
の
は
﹁
三
つ
の
Ｍ
﹂、
つ
ま
り
﹁
市
場
経
済
︵
M
arket
の
Ｍ
︶
﹂﹁
お
寺
︵
M
andir
の

M
︶
﹂、﹁
後

進
諸
階
級
︵
O
ther
B
ackw
ard
C
lasses
:O
B
C
︶
﹂
と
し
て
下
層
カ
ー
ス
ト
に
対
す
る
優
遇
政
策
を
導
入
す
る
こ
と
を
勧
告
し
た
﹁
マ

ン
ダ
ル
委
員
会
︵
M
andalC
om
m
ission
︶
の
Ｍ
﹂
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
考
え
て
き
た
問
題
に
照
ら
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら

の
﹁
Ｍ
﹂
は
い
ず
れ
も
現
代
イ
ン
ド
の
中
で
の
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
と
そ
の
活
動
を
体
現
す
る
も
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
結
び
つ
い
た
市
場
経
済
を
動
か
す
人
々
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
全
国
を
結
び
つ
け
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
宗

教
勢
力
と
と
も
に
、
彼
ら
が
対
抗
し
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
や
キ
リ
ス
ト
教
の
勢
力
、
あ
る
い
は
世
俗
主
義
的
な
左
翼
や
自
由
主
義
の
勢

力
も
、
伝
統
的
だ
と
さ
れ
る
イ
ン
ド
の
在
地
的
な
社
会
か
ら
は
逸
脱
し
た
動
き
を
も
た
ら
す
勢
力
で
あ
る
。
ま
た
、
下
層
カ
ー
ス
ト
の

上
昇
を
支
援
す
る
政
治
的
な
力
は
、
階
層
間
の
移
動
と
い
う
﹁
民
主
化
﹂
を
求
め
る
﹁
移
動
す
る
人
々
﹂
の
動
き
を
表
し
て
い
る
。

激
し
い
動
き
の
中
で
、
国
家
や
社
会
の
垣
根
を
取
り
払
う
よ
う
な
﹁
自
由
化
﹂
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
排
除
の
し
く
み
を
作
り
出
そ

う
と
す
る
反
動
的
な
右
翼
政
治
も
展
開
し
た
の
だ
が
、
し
か
し
同
時
に
、
よ
り
多
く
の
人
々
が
民
主
主
義
の
舞
台
に
上
ろ
う
と
す
る
た

盗賊のインド史（2・完）（竹中千春）

279



め
の
逆
差
別
の
政
治
も
ま
た
実
現
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
前
提
に
し
た
と
き
、
な
ぜ
盗
賊
と
し
て
刑

に
服
し
て
い
た
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
が
、
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ

ー
シ
ュ
州
の
Ｏ
Ｂ
Ｃ
の
代
表
的
な
カ
ー
ス
ト
で
あ
る
ヤ
ー
ダ
ヴ
の

人
々
を
柱
に
組
織
し
て
い
る
社
会
党
︵
Sanajw
adiParty
:SP
︶

が
政
権
を
取
っ
て
い
る
際
に
釈
放
さ
れ
、
次
の
総
選
挙
で
こ
の
党
の

候
補
者
と
し
て
立
候
補
し
た
の
か
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か

も
、
プ
ー
ラ
ン
が
立
候
補
し
た
の
は
、
ヴ
ァ
ラ
ー
ナ
シ
ー
︵
旧
名
ベ

ナ
レ
ス
︶
選
挙
区
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
聖
地
と
し
て
人
民
党
と
そ
の

支
持
団
体
が
き
わ
め
て
活
発
な
場
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
指
定
カ
ー

ス
ト
︵
Ｓ
Ｃ
︶
を
基
盤
と
す
る
大
衆
社
会
党
︵
B
ahujan
Sanaj
Par-

ty
:B
SP
︶
も
ま
た
こ
の
州
で
の
勢
力
を
拡
大
し
、
選
挙
の
競
争
性

を
増
し
て
い
た
。
大
衆
に
人
気
の
あ
る
プ
ー
ラ
ン
は
、﹁
牛
飼
い
カ

ー
ス
ト
﹂
と
自
認
す
る
ヤ
ー
タ
ブ
の
人
々
を
中
心
と
し
た
Ｏ
Ｂ
Ｃ
の

枠
を
越
え
て
、
貧
し
い
農
民
か
ら
広
く
票
を
獲
得
す
る
た
め
の
﹁
広

告
塔
﹂
と
し
て
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
や
宗
教
的
な
原
理
主
義
者
が
台
頭
し
て
き
た
時
代
に
、
盗
賊
が
合
法
的
な
政
治
家
に
な
る
。
こ
れ
は
、
一
方
で
は
選

挙
と
い
う
制
度
を
使
っ
て
自
ら
の
指
導
者
を
選
ぶ
と
い
う
民
主
主
義
的
な
制
度
に
、
よ
り
多
く
の
、
文
字
も
書
け
な
い
、
カ
ー
ス
ト
身

分
の
低
い
、
貧
し
い
人
々
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
暴
力
的
な
手
段
で
国
家
に
対
抗
し
て
処
罰
さ
れ
て
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き
た
周
縁
の
人
々
が
、
非
暴
力
的
な
手
段
で
国
家
の
新
し
い
担
い
手
に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
た
。
し
か
も
、
女

性
と
し
て
の
プ
ー
ラ
ン
は
、
極
端
に
男
性
優
位
の
イ
ン
ド
社
会
の
中
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
秩
序
に
お
け
る
周
縁
か
ら
中
心
へ
の
移
動

も
果
し
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
盗
賊
が
政
治
家
に
な
る
と
い
う
現
象
は
、
イ
ン
ド
の
民
主
主
義
に
お
い
て
、
未
だ
に
﹁
闇
の
世
界
﹂
の
暴
力
が
政
治
と

強
固
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
現
実
を
も
示
し
て
い
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
右
翼
が
反
ム
ス
リ
ム
暴
動
を
実
施
し
て
政
治
的
な
ド
ラ
マ
を

演
じ
て
選
挙
で
勝
利
し
、
暴
動
を
指
揮
し
た
人
物
も
ま
た
議
員
と
な
り
閣
僚
に
な
る
と
い
う
事
態
は
、
﹁
暴
力
の
政
治
﹂
の
一
端
で
あ

る
。
し
か
し
、
政
党
と
暴
力
組
織
の
結
び
つ
き
は
、
解
放
闘
争
を
め
ざ
す
左
翼
的
な
武
装
勢
力
に
も
、
辺
境
の
盗
賊
団
に
も
、
大
都
市

の
マ
フ
ィ
ア
組
織
に
も
存
在
し
て
い
る
。
刑
務
所
か
ら
立
候
補
し
て
当
選
の
暁
に
釈
放
さ
れ
る
議
員
は
多
い
し
、
政
敵
の
暗
殺
や
商
売

敵
の
誘
拐
な
ど
を
行
っ
た
﹁
犯
罪
者
が
政
治
家
に
な
る
﹂
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
な
い
。
こ
う
し
た
現
象
は
、﹁
政
治
の
犯
罪
化
︵
crim
i-

nalization
ofpolitics︶
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
プ
ー
ラ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
過
程
の
中
で
﹁
闇
の
世
界
﹂
か
ら
脱
出
し
た
よ
う
に

見
え
た
が
、
結
局
は
、
凶
弾
に
倒
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
二
一
世
紀
の
今
も
、
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
で
は
活
発
に
盗
賊
が
活
動
し
て
い
る
。

筆
者
が
ち
ょ
う
ど
プ
ー
ラ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ー
の
村
を
訪
ね
た
後
、
二
〇
〇
一
年
三
月
の
﹃
イ
ン
デ
ィ
ア
・
ト
ゥ
デ
ィ
ー
﹄
誌
は
、

﹁
犯
罪
︵
C
rim
e︶
﹂
の
コ
ラ
ム
で
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
の
状
況
を
報
道
し
た
。﹁
恐
怖
が
ま
た
や
っ
て
き
た
︵
T
error
R
ides
A
gain
︶
﹂
と

題
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
プ
ー
ラ
ン
が
ダ
コ
イ
ト
と
し
て
騒
動
を
起
こ
し
た
時
代
の
後
、
最
近
ま
で
か
な
り
抑
制
さ
れ

て
い
た
﹁
盗
賊
団
︵
dacoity︶
﹂
が
、
新
し
い
形
で
活
動
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
僧
︵
panda︶
が
集
団
的
に
誘
拐
さ
れ
て
身
代
金
を
奪
わ
れ
る
事
件
が
発
生
し
た
。

ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
マ
ト
ゥ
ー
ラ
市
の
中
心
的
な
僧
院
か
ら
二
一
名
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
僧
が
、
昨
年
、
隣
の
マ
デ
ィ
ヤ
・
プ
ラ

盗賊のインド史（2・完）（竹中千春）

281



デ
ー
シ
ュ
州
で
開
催
さ
れ
る
大
き
な
祭
式
︵
m
ahayagna︶
に
招
か
れ
た
。
し
か
も
、
前
金
と
し
て
五
万
ル
ピ
ー
︵
お
よ
そ
一
〇
万
円
︶
を

送
ら
れ
、
多
く
の
者
に
は
断
る
理
由
が
な
か
っ
た
。
た
と
え
﹁
盗
賊
の
は
び
こ
る
︵
dacoit-infested
︶﹂
ビ
ン
ド
県
の
中
心
で
開
か
れ
る
式

典
で
あ
っ
て
も
、
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
で
も
っ
と
も
恐
れ
ら
れ
る
盗
賊
の
一
人
、
ニ
ル
バ
イ
・
シ
ン
・
グ
ジ
ャ
ー
ル
か
ら
の
誘
い
で
あ
っ
て

も
、
送
ら
れ
た
金
の
ほ
う
が
大
事
だ
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
盗
賊
で
も
僧
侶
の
よ
う
な
宗
教
的
な
人
間
に
は
危
害
を
与
え
な
い
だ
ろ
う
、
と
考

え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
渓
谷
に
付
く
と
、
お
金
こ
そ
が
宗
教
だ
っ
た
と
僧
た
ち
が
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
祭
式
は
、

罠
に
か
け
る
た
め
の
餌
だ
っ
た
。
解
放
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
僧
一
人
に
つ
き
、
五
〇
万
ル
ピ
ー
︵
お
よ
そ
一
〇
〇
万
円
︶
を
身
代
金
と

し
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
金
は
、
マ
ト
ゥ
ー
ラ
に
住
む
家
族
と
接
触
し
た
仲
介
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
支
払
わ

れ
た
の
で

(
)

あ
る
。

116

あ
る
い
は
、
も
う
一
つ
、
観
光
で
お
び
き
寄
せ
ら
れ
た
人
々
の
事
件
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

マ
デ
ィ
ヤ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
グ
ー
ナ
県
か
ら
五
人
の
観
光
客
が
、
土
地
の
ガ
イ
ド
か
ら
ビ
ン
ド
県
の
古
代
工
芸
品
の
埋
蔵
物
の
話
を

聞
か
さ
れ
て
、
考
古
学
上
の
大
変
な
発
見
が
あ
っ
た
場
所
へ
行
く
と
思
い
込
ま
さ
れ
、
連
れ
て
行
か
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
遺
跡
探
し
の
一

行
が
ビ
ン
ド
に
着
く
と
、
た
だ
ち
に
ラ
ー
ジ
ャ
ン
・
グ
ジ
ャ
ー
ル
の
一
味
の
ギ
ャ
ン
グ
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
捕
虜
一
人
あ
た
り
五

〇
万
ル
ピ
ー
を
支
払
っ
て
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
の
で

(
)

あ
る
。

117

こ
う
し
た
事
件
は
、
土
地
の
ニ
ュ
ー
ス
に
は
頻
繁
に
登
場
す
る
。
盗
賊
や
ギ
ャ
ン
グ
や
密
輸
団
や
人
さ
ら
い
の
報
道
が
な
い
日
の
ほ

う
が
少
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
﹃
イ
ン
デ
ィ
ア
・
ト
ゥ
デ
ィ
ー
﹄
の
記
事
に
は
、
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
は
﹁
悪
い
土
地
︵
the
B
adlands︶
﹂

だ
と
し
、
こ
の
地
域
の
一
八
県
が
﹁
盗
賊
の
は
び
こ
る
地
域
﹂
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
警
察
の
記
録
な
い
し
非
公
式
的
な
推
計
に
よ
る

と
、
二
〇
〇
〇
年
の
一
年
間
に
、
こ
の
一
帯
で
、
お
よ
そ
三
二
一
の
誘
拐
事
件
と
一
〇
八
〇
名
の
行
方
不
明
者
が
数
え
ら
れ
た
。
二
〇
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〇
名
以
上
の
盗
賊
が
活
動
し
、
一
〇
万
ル
ピ
ー
に
上
る
賞
金
が
か
け
ら
れ
た
指
名
手
配
の
盗
賊
リ
ス
ト
も
あ
っ
た
と

(
)

い
う
。

118

す
で
に
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
の
位
置
を
説
明
し
た
よ
う
に
、
幹
線
道
路
に
出
て
バ
ス
に
乗
れ
ば
周
辺
の
都
市
に
す
ぐ
た
ど
り
着
け
る

し
、
鉄
道
を
使
え
ば
デ
リ
ー
の
よ
う
な
大
都
市
に
も
半
日
も
か
か
ら
ず
に
到
着
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
﹁
辺

境
﹂
と
し
て
の
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
を
出
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
っ
た
生
活
様
式
を
持
つ
盗
賊
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
都
市
と
農
村
と

﹁
内
な
る
辺
境
﹂
の
間
、
豊
か
さ
と
貧
し
さ
の
間
、
あ
る
い
は
現
代
的
空

間
と
そ
う
な
っ
て
い
な
い
古
び
た
空
間
の
間
を
、
日
常
的
に
行
き
来
し
て

い
る
男
た
ち
が
盗
賊
な
の
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
の
﹁
一
〇
年
間
の
お

休
み
の
後
﹂、
盗
賊
団
は
﹁
強
奪
と
誘
拐
の
融
合
し
た
も
の
、
そ
し
て
都

市
の
マ
フ
ィ
ア
と
農
村
の
盗
賊
︵
bandit︶
の
結
び
つ
い
た
も
の
に
生
ま

れ
変
わ
っ
て
二
一
世
紀
に
登
場

(
)

し
た
﹂
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
グ

119

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
晒
さ
れ
て
急
速
に
変
貌
し
て
い
る
イ
ン
ド
社
会

の
﹁
辺
境
﹂
で
、
チ
ャ
ン
バ
ル
渓
谷
は
、
暴
力
の
空
間
と
し
て
の
﹁
悪
い

土
地
﹂
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
だ
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

さ
て
、
冷
戦
後
に
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
と
結
び
つ
い
て
急
速
な
経
済
成
長

を
遂
げ
て
き
た
イ
ン
ド
で
、
よ
り
現
代
化
さ
れ
た
武
器
と
情
報
を
手
に
し

た
ダ
コ
イ
ト
は
、
昔
な
が
ら
の
﹁
荒
れ
地
﹂
や
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
活
動
の
余

地
を
見
出
し
、
紛
争
地
域
の
カ
シ
ミ
ー
ル
に
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
や
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
の
武
装
し
た
人
々
に
後
押
し
さ
れ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
武
装
勢
力

が
拠
点
を
維
持
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
主
導
し
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
戦
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争
に
支
持
を
示
し
、
い
ち
早
く
国
際
的
な
対
テ
ロ
戦
略
と
国
内
で
の
治
安
の
強
化
を
図
っ
た
の
は
イ
ン
ド
政
府
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
ヒ

マ
ラ
ヤ
か
ら
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
ク
シ
山
脈
を
抜
け
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
高
原
へ
と
広
が
る
﹁
世
界
の
屋
根
﹂
で
、
戦
闘
機
が
上
空
か
ら
爆

撃
し
、
最
先
端
の
武
器
を
備
え
た
軍
隊
が
占
領
し
、
衛
星
写
真
で
隠
さ
れ
た
基
地
が
破
壊
さ
れ
、
逃
げ
る
兵
士
が
捕
捉
さ
れ
る
の
を
見

て
い
る
と
、
現
代
国
家
の
周
縁
は
限
り
な
く
縮
小
し
、﹁
辺
境
﹂
は
も
は
や
ゼ
ロ
に
近
づ
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
市

民
を
殺
傷
す
る
爆
破
テ
ロ
の
残
酷
さ
を
許
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
国
際
テ
ロ
組
織
と
か
反
政
府
武
装
勢
力
と
呼

ば
れ
る
集
団
に
属
す
人
々
の
中
に
、
近
代
国
家
に
対
し
て
﹁
原
初
的
な
反
抗
﹂
を
起
こ
し
、
厳
し
く
弾
圧
さ
れ
て
き
た
遊
牧
民
、﹁
山

の
民
﹂
、
武
装
す
る
農
民
の
末
裔
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
民
社
会
と
い
う
言
葉
が
必
ず
し
も
夢
物
語
で
は
な
く
な
っ
た
二
一
世
紀
に
お
い
て
も
、
一
九
世
紀
の
英
領
イ
ン
ド

時
代
と
同
じ
よ
う
に
、
国
家
の
提
供
す
る
﹁
法
と
秩
序
﹂
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
市
民
社
会
に
暮
ら
す
人
々
と
、
そ
う
し
た
前
提
が
成
り

立
た
な
い
地
域
に
お
い
て
﹁
法
と
秩
序
﹂
に
反
抗
し
て
生
き
る
人
々
と
の
間
に
は
、
国
家
と
﹁
暴
徒
﹂
の
関
係
し
か
成
り
立
た
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
い
い
か
れ
ば
、
軍
事
的
な
鎮
圧
作
戦
の
ほ
か
に
方
法
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
を
考
え
る
上
で
も
、﹁
盗
賊
の
女

王
﹂
か
ら
国
会
議
員
に
変
身
し
た
プ
ー
ラ
ン
の
人
生
は
、
民
主
主
義
的
な
参
加
と
代
表
に
よ
っ
て
、
銃
以
外
の
方
法
で
民
衆
が
自
己
主

張
す
る
こ
と
の
で
き
る
時
代
の
到
来
を
、
そ
の
限
界
と
と
も
に
、
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
前
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
た
、
二
〇
〇
一
年
時
点
で
の
プ
ー
ラ
ン
の
家
族
写
真
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
彼
女
の
村
に
あ
る
泥
と

レ
ン
ガ
の
家
を
背
景
に
、
厳
し
い
暮
ら
し
を
生
き
抜
い
て
き
た
彼
女
の
母
親
と
と
も
に
、
学
校
帰
り
で
ま
だ
制
服
姿
の
甥
と
姪
が
た
た

ず
ん
で
い
る
。
プ
ー
ラ
ン
の
家
で
も
、
彼
女
た
ち
の
世
代
の
努
力
ゆ
え
に
、
次
の
世
代
の
子
ど
も
た
ち
は
、
よ
り
安
全
で
静
か
な
環
境

の
下
で
、
プ
ー
ラ
ン
に
は
不
可
能
だ
っ
た
限
界
を
超
え
て
、
教
育
に
よ
っ
て
人
生
を
切
り
開
く
能
力
を
身
に
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
貧
し
く
虐
待
さ
れ
て
き
た
人
々
が
、
武
装
し
て
富
を
略
奪
し
、
軍
隊
と
戦
わ
な
く
て
も
、
非
暴
力
的
に

生
活
を
守
り
、
権
利
や
利
益
を
主
張
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
時
代
が
、
盗
賊
地
帯
に
お
い
て
も
、
す
で
に
始
ま
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
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は
、
長
い
間
﹁
闇
の
世
界
﹂
へ
と
追
い
出
さ
れ
て
い
た
人
々
が
、
国
民
経
済
と
民
主
主
義
の
正
式
な
主
体
と
し
て
登
場
し
、
そ
の
力
を

発
揮
し
て
、
国
家
の
法
を
自
ら
の
手
に
獲
得
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
。

︵
�
︶

F
irishta,H
istory
ofthe
R
ise
ofthe
M
ahom
edan
P
ow
er
in
India﹇
G
ulshaniIbrahim
i﹈,translated
by
J.B
riggs,4
vols.︵
D
elhi,reprint,1981;first

published
in
1829︶,quoted
by
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,2002︶,p.7;K
olff,D
irk
H
.A
.,N
aukar,
R
ajput
and
Sepoy:
T
he
E
thnohistory
of
the
M
ilitary
L
abour
M
arket
in
H
industan,
1450-1850

︵
C
am
bridge:C
am
bridge
U
niversity
Press,1990︶.

︵
�
︶

そ
も
そ
も
﹁
境
界
線
﹂
と
い
う
﹁
線
︵
line︶﹂
で
勢
力
圏
を
切
り
取
っ
て
防
衛
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
土
地
の
高
低
、
凹
凸
、
川
・
沼
・
湖
な
ど
の
違
い
を
超
え

て
普
遍
的
な
基
準
で
精
密
な
測
量
を
行
う
技
術
と
機
械
を
必
要
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
の
気
候
と
そ
の
変
動
、
困
難
な
地
形
、
病
気
、
猛
獣
や
危
険

な
生
物
、
そ
の
地
に
暮
ら
す
人
々
の
抵
抗
や
反
発
な
ど
を
克
服
し
て
、
機
械
を
使
っ
て
測
量
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
持
ち
帰
っ
て
地
図
に
す
る
に
は
、
科
学
的
な

知
識
と
技
術
、
多
く
の
資
金
、
安
全
を
守
る
た
め
の
武
装
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
を
集
め
た
探
検
隊
が
組
織
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

地
図
の
製
作
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
産
業
革
命
後
、
そ
れ
も
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

︵
!
︶

G
om
anns,ibid.,pp.15-16.

︵
$
︶

Lattim
ore,O
w
en,Studies
in
Frontier
H
istory:C
ollected
P
apers
1828-1958
︵
Paris
and
T
he
H
ague,1962︶,quoated
by
G
om
anns,ibid.

︵
%
︶

Ibid.,pp.18-19.

︵
'
︶

Ibid.,pp.16-17.

︵
(
︶

Ibid.,p.100.

︵
)
︶

Ibid.,p.102.

︵
6
︶

B
ayly,C
.A
.,Indian
Society
and
the
M
aking
of
the
B
ritish
E
m
pire︵
T
he
N
ew
C
am
bridge
H
istory
of
India
II.1,C
am
bridge:C
am
bridge

U
niversity
Press,1988︶,p.52.

︵

︶

竹
中
千
春
﹁
カ
シ
ミ
ー
ル
︱
︱
辺
境
か
ら
国
境
へ
﹂﹃
ア
ジ
ア
研
究
﹄
第
四
七
巻

第
四
号
︵
二
〇
〇
一
年
︶
、
pp.23-38.

10
︵

︶

A
lavi,Seem
a,“T
he
C
om
pany
A
rm
y
and
R
uralSociety:T
he
Invalid
T
hanah
1780-1830”,M
odern
A
sian
Studies
27.1︵
1993︶,pp.147-148.

11
︵

︶

V
an
der
V
eer,Peter,Im
perialE
ncounters:R
eligion
and
M
odernity
in
India
and
B
ritain
︵
Princeton:Princeton
U
niversity
Press,2001
︶,p.151.

12
︵

︶

Ibid.

13
︵

︶

F
reitag,Sandra
B
.,”C
rim
e
in
the
SocialO
rder
ofC
olonialN
orth
India”,M
odern
A
sian
Studies
25.2
︵
M
ay,1991︶,pp.232-233.

14
︵

︶

V
an
der
V
eer,ibid.,pp.87-88.

15
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︵

︶

See,H
utton,Jam
es,T
hugs
and
D
acoits
ofIndia︵
D
elhi:M
ittalPublishers,1981︶,reprint
ofP
opular
A
ccountofthe
T
hugs
and
D
acoit:T
he

16
H
ereditary
G
arotters
and
G
ang-R
obbers
ofIndia︵
London:W
illiam
.H
.A
llen
&
C
o.,1857
︶.

︵

︶

V
an
W
oerkens,M
artine,T
he
Strangled
T
raveler:C
olonialIm
aginingsand
the
T
hugsofIndia,translated
by
C
atherine
T
ihanyi(C
hicago
and

17
London:the
U
niversity
ofC
hicago
Press,1995︶,pp.32-34.

︵

︶

G
om
anns,ibid.,p.104.

18
︵

︶

B
ayly,op.cit.,pp.144-145.

19
︵

︶

V
an
W
oerkens,ibid.

20
︵

︶

Singha,R
adhika,“’Providencial’C
ircum
stances:T
he
T
huggee
C
am
piagn
of
the
1830s
and
LegalInnovations”,M
odern
A
sian
Studies
27.1

21︵
1993
︶,p.85.

︵

︶
竹
中
千
春
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
す
る
政
治
︱
︱
近
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
国
家
・
法
・
女
性
﹂﹃
政
治
学
年
報
二
〇
〇
三

﹁
性
﹂
と
政
治
﹄︵
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
︶
、

22
四
五
-
七
一
頁
。

︵

︶

Lee-W
arner,Sir
W
illiam
,T
he
N
ative
StatesofIndia︵
firstedition,1910,reprinted,N
ew
D
elhi:T
ulsiPublishing
H
ouse,1979︶,p.100,quoted
by

23
Singha,ibid.,p.88.

︵

︶

Letter
from
G
.Sw
inton
to
M
ajor
Stew
art,Indore,23
O
ctober
1829,in
Sleem
an,W
illiam
H
.R
am
aseeana,
or
a
V
ocabulary
of
the
P
eculiar

24
language
U
sed
by
the
T
hugs
w
ith
an
Introduction
and
an
A
ppendix
D
escriptive
ofthe
System
P
ursued
by
T
hatFraternity
and
ofthe
M
easures

W
hich
H
ave
B
een
A
dopted
by
the
Suprem
e
G
overnm
entfor
Its
Suppression
︵
C
alcutta:M
ilitary
O
rphan
Press,1836︶,A
ppendix
X
,pp.380-381,

quoted
by
V
an
W
oerkens,op.cit.,p.45.

︵

︶

Philips︵
1977,V
ol.II,letter
459︶,“B
entinck’s
m
inute
on
the
defense
ofIndia,June
29,1832”,pp.846-47,inV
an
W
oerkens,op.cit.,p.14.

25
︵

︶

Sleem
an,C
olonelJam
es
L.,T
hug,or
A
M
illion
M
urders,︵
firstedition,1933,reprinted,D
elhi:Pilgrim
s
B
ooks,1998
︶,pp.102-103.
こ
の
著
者
は

26﹁
タ
グ
の
ス
リ
ー
マ
ン
﹂
の
孫
に
あ
た
る
。
T
ucker,F
rancis,T
he
Y
ellow
Scarf:T
he
Story
ofT
he
L
ife
ofT
hugee
Sleem
an
ofM
ajor
C
olonelSir
W
illiam

H
enry
Sleem
an,K
.C
.B
.1788-1856
ofthe
B
engalA
rm
y
and
the
Indian
P
oliticalService︵
London:J.M
.D
ent
and
Sons,1961︶.

︵

︶

Ibid.,pp.106-107.
本
国
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
刑
法
か
ら
見
れ
ば
﹁
正
当
な
司
法
手
続
き
︵
due
process︶﹂
の
は
な
は
だ
し
い
逸
脱
と
言
え
る
取
り
調
べ
・
立

27
証
・
処
罰
の
規
定
に
対
し
て
は
、
専
門
家
か
ら
の
批
判
が
あ
っ
た
。

︵

︶

Singha,op.cit.,p.84.

28
︵

︶

V
an
W
oerkens,op.cit.

29
︵

︶

Singha,op.cit.,pp.137-138.

30
︵

︶

Singha,ibid.,pp.128-129.Sleem
an,W
illiam
.H
.,R
eporton
B
udhulalias
B
agree
D
ecoits
and
O
ther
B
and
R
obbers
by
H
ereditary
P
rofession
and

31
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on
the
M
easures
adopted
by
the
G
overnm
entofIndia
for
T
heir
Suppression
︵
C
alcutta:J.C
.Sherriff,B
engalM
ilitary
O
rphan
Press,1849︶.

︵

︶

佐
藤
正
哲
・
中
里
成
章
・
水
島
司
編
﹃
世
界
の
歴
史

ム
ガ
ル
帝
国
か
ら
英
領
イ
ン
ド
へ
﹄︵
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
九
年
︶、
四
三
五
︱
四
四
〇
頁
。

32

14

︵

︶

G
uha,R
anajit,“T
he
Prose
ofC
ounter-insurgency”,Selected
Subaltern
Studies︵
N
ew
Y
ork:O
xford
U
niversity
Press,1988︶,pp.45-88.
翻
訳
は
、

33
ラ
ナ
ジ
ッ
ト
・
グ
ハ
﹁
反
乱
鎮
圧
の
文
章
﹂
ラ
ナ
ジ
ッ
ト
・
グ
ハ
他
﹃
サ
バ
ル
タ
ン
の
歴
史
︱
イ
ン
ド
史
の
脱
構
築
︱
﹄︵
竹
中
千
春
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
︶
、

第
二
章
。
な
お
、
G
uha,R
anajit,E
lem
entary
A
spects
of
P
easant
Insurgency
in
C
olonial
India
︵
D
elhi:O
xford
U
niversity
Press,1983︶、
お
よ
び
、

D
atta,K
.K
.,A
nti-B
ritish
P
lots
and
M
ovem
ents
B
efore
1857
︵
M
eerut:M
eenakshiPrakashan,1970
︶
参
照
。

︵

︶

産
業
革
命
時
代
に
イ
ギ
リ
ス
の
戦
争
と
帝
国
の
進
出
を
経
験
し
た
イ
ン
ド
亜
大
陸
で
は
、
き
わ
め
て
短
期
間
に
﹁
人
間
と
自
然
環
境
の
関
係
が
驚
く
ほ
ど
変
化
し

34
た
﹂
と
ベ
イ
リ
ー
は
指
摘
す
る
。﹁
一
七
八
〇
年
以
後
の
一
世
紀
の
間
に
、
激
し
い
森
林
破
壊
︵
deforestation
︶
が
進
行
し
﹂、﹁
一
八
六
〇
年
ご
ろ
に
は
平
野
部
や
南

の
山
岳
地
域
で
樹
木
が
失
わ
れ
て
い
た
﹂。
気
候
や
社
会
の
あ
り
方
も
変
え
て
し
ま
っ
た
、
こ
う
し
た
森
の
変
化
は
、
い
ず
れ
も
人
間
的
な
要
因
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
て
い
る
。
ま
ず
、
長
く
続
い
た
戦
争
の
過
程
で
、
地
元
の
王
国
や
東
イ
ン
ド
会
社
が
軍
事
的
な
優
位
を
求
め
て
森
林
を
伐
採
し
た
。
た
と
え
ば
、
北
西
地
域
の
ス
ィ

ク
王
国
で
は
、
一
八
二
〇
年
代
に
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
の
侵
入
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
武
装
勢
力
が
森
林
に
隠
れ
て
拠
点
を
拡
大
し
な
い
よ
う
に
、
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
渓
谷
の
森

が
伐
採
さ
れ
、
消
滅
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
本
文
で
も
説
明
し
た
よ
う
に
、
新
し
い
地
主
た
ち
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
新
し
い
土
地
制
度
と
徴
税
体
系
の
下
で
加
重
さ
れ
た

税
金
を
支
払
い
、
農
業
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
て
利
潤
を
上
げ
る
た
め
に
、
森
や
沼
や
荒
れ
地
を
開
拓
す
る
努
力
を
行
っ
た
。
一
八
世
紀
に
入
っ
て
平
野
部
の
人
口
が

急
速
に
増
加
し
始
め
た
こ
と
も
、
そ
う
し
た
動
き
を
加
速
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
工
場
、
鉄
道
・
道
路
・
運
河
、
新
し
い
都
市
の
建
設
の

た
め
に
、
森
林
地
帯
は
浸
食
さ
れ
、
投
資
の
た
め
の
私
有
地
に
変
え
ら
れ
た
。
そ
れ
を
脅
か
す
武
装
し
た
﹁
山
の
民
﹂
は
、
サ
ン
タ
ー
ル
人
の
よ
う
に
国
家
に
よ
っ
て

﹁
平
定
︵
pacification
︶﹂
さ
れ
、
強
制
的
に
労
働
者
に
変
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
B
ayly,C
.A
.,Indian
Society
and
the
M
aking
of
the
B
ritish
E
m
pire,pp.

138-142.

︵

︶

Ｄ
・
Ｄ
・
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
﹃
イ
ン
ド
古
代
史
﹄︵
山
崎
利
男
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
︶。

35
︵

︶

グ
ハ
、
上
掲
、
六
一
頁
。
See,T
he
C
alcutta
R
eview
,V
ol.X
X
V
I︵
January-June
1856︶︵
London:Seram
pore,1856
︶.

36
︵

︶

同
上
、
三
四
頁
。

37
︵

︶

同
上
、
裁
判
記
録
、
一
八
五
五
年
一
一
月
八
日
﹁
後
に
タ
ー
ク
ル
と
な
っ
た
サ
ン
タ
ー
ル
人
シ
ド
ゥ
ー
の
取
調
べ
﹂、
同
上
、
九
四
頁
。

38
︵

︶

同
上
、
裁
判
記
録
、
一
八
五
五
年
一
〇
月
四
日
﹁
神
タ
ー
ク
ル
の
お
告
げ
﹂、
同
上
、
九
三
頁
。

39
︵

︶

同
上
、
九
三
-九
四
頁
、
お
よ
び
裁
判
記
録
、
一
八
五
五
年
一
二
月
二
〇
日
、﹁
サ
ン
タ
ー
ル
人
カ
ヌ
ー
の
取
り
調
べ
﹂
、
九
四
-九
五
頁
。

40
︵

︶

同
上
、
六
六
頁
。
H
unter,Sir
W
illiam
W
ilson,A
nnals
ofR
uralB
engal︵
Seventh
E
dition,London:Sm
ith,E
lder,A
nd
C
o.,1897︶.

41
︵

︶

同
上
。

42
︵

︶

同
上
、
六
二
頁
。

43
︵

︶

H
unter,ibid.

44
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︵

︶

文
明
と
非
文
明
に
つ
い
て
、
竹
中
千
春
﹁
ア
ジ
ア
の
市
民
社
会
論
﹂
竹
中
千
春
・
高
橋
伸
夫
・
山
本
信
人
編
﹃
講
座
現
代
ア
ジ
ア
研
究

第
二
巻

市
民
社
会
﹄

45︵
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
︶、
第
一
章
。

︵

︶

N
ayar,Pram
od
K
.ed.,T
he
P
enguin
1857
R
eader︵
N
ew
D
elhi:Penguin
B
ooks,2007︶,p.8
;N
ayar,Pram
od
K
.,T
he
G
reatU
prising:India,1857

46︵
N
ew
D
elhi:Penguin
B
ooks,2007︶.
日
本
で
の
研
究
と
し
て
は
、
長
崎
暢
子
﹃
イ
ン
ド
大
反
乱
﹄︵
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
年
︶
。

︵

︶

M
etcalf,T
hom
as
R
.,T
he
A
fterm
ath
ofR
evolt:India,1867-1870
︵
D
elhi:M
anohar,1990︶,p.47.

47
︵

︶

Ibid.;Stokes,E
ric,T
he
P
easantand
the
R
aj:Studies
in
A
grarian
Society
and
P
easantR
ebellion
in
C
olonialIndia
︵
C
am
bridge:C
am
bridge

48
U
niversity
Press,1978︶,p.130.

︵

︶

こ
の
辺
の
農
村
地
域
で
は
、
コ
レ
ラ
や
天
然
痘
な
ど
、
抗
生
物
質
の
治
療
技
術
の
存
在
し
な
か
っ
た
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
死
病
に
近
い
伝
染
病
が
流
行
す
る
と
、
村

49
は
ず
れ
に
こ
う
し
た
も
の
を
置
い
て
、
隣
の
村
に
警
戒
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
病
を
治
す
女
神
に
祈
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
歴
史
的
な
慣
習
と
結
び
つ
い

て
、
何
か
悪
い
こ
と
が
起
こ
る
と
い
う
予
兆
を
伝
え
る
作
業
だ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。

︵

︶

M
etcalf,op.cit.,“C
hapter
II:T
he
M
utiny
and
its
C
auses,”
pp.46-91.

50
︵

︶

Stokes,op.cit.,p,131.

51
︵

︶

N
arrative
ofE
ventsregarding
the
M
utiny
in
India
of1857-58
and
the
R
estoration
ofA
uthority︵
C
alcutta,1881︶,paras
7-8,pp.467-468,quoted

52
by
Stokes,ibid.,pp.163-164.

︵

︶

Stokes,ibid.,p.165.
引
用
は

H
.D
.R
obertson
︵
M
agistrate︶
の
言
葉
。

53
︵

︶

Ibid.,pp.144
and
170.

54
︵

︶

Ibid.,p.144.

55
︵

︶

Ibid.,p.131.

56
︵

︶

Ibid.,pp.147-148.

57
︵

︶

Ibid.,p.167.

58
︵

︶

Ibid.,pp.144-145.

59
︵

︶

Ibid.,p.172.

60
︵

︶

Ibid.

61
︵

︶

Ibid.,p.136.

62
︵

︶

R
oy,T
apti,“V
isions
ofthe
R
ebels:A
Study
of1857
in
B
undelkhand”,M
odern
A
sian
Studies
27,1︵
1993
︶,p.207.

63
︵

︶

Ibid.,p.208.

64
︵

︶

Ibid.,p.219.

65
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︵

︶

Ibid.,p.220.

66
︵

︶

Ibid.,p.226.

67
︵

︶

Ibid.,p.223.

68
︵

︶

Ibid.,p.222.

69
︵

︶

Stokes,op.cit.,p.135.

70
︵

︶

M
etcalf,op.cit.,p.54.

71
︵

︶

N
ayar,op.cit.,pp.76-77.

72
︵

︶

こ
う
し
た
大
量
虐
殺
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
っ
た
視
点
を
含
め
て
、
新
鮮
な
視
点
か
ら
一
八
五
七
年
を
分
析
し
た
書
と
し
て
、
M
ukherjee,R
udrangshu,Spectre

73
ofV
iolence:T
he
1857
K
anpur
M
assacres︵
N
ew
D
elhi:Penguin
B
ooks,1998︶
参
照
。
今
日
で
は
、﹁
女
性
に
対
す
る
暴
力
︵
violence
againstw
om
en
︶﹂

と
い
う
概
念
や
﹁
戦
時
に
お
け
る
女
性
に
対
す
る
暴
力
︵
violence
against
w
om
en
at
w
ar︶﹂
と
い
う
概
念
が
、
人
権
侵
害
に
関
わ
る
議
論
の
中
で
は
一
般
的
に
使

わ
れ
る
。
一
九
九
〇
年
代
の
ボ
ス
ニ
ア
紛
争
や
ル
ワ
ン
ダ
内
戦
を
契
機
に
こ
う
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
暴
力
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
九
五
年
秋
に
北
京
で
開

催
さ
れ
た
世
界
女
性
会
議
で
は
初
め
て
﹁
女
性
に
対
す
る
暴
力
﹂
に
つ
い
て
の
決
議
が
行
わ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
そ
う
し
た
問
題
に
焦
点
を
置
い
て
国
連
安
全
保
障

理
事
会
一
三
四
五
決
議
が
可
決
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
展
開
の
中
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
含
め
て
、
二
〇
世
紀
の
主
要
な
戦
争
に
お
い
て
女
性
が
性
的
な
暴
力
を
被
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
改
め
て
責
任
追
及
さ
れ
て
き
た
。
プ
ー
ラ
ン
が
盗
賊
に
な
っ
た
過
程
を
辿
っ
た
前
稿
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
北
イ
ン
ド
の
こ
の
地
域
で
は

二
〇
世
紀
の
後
半
に
お
い
て
も
、
女
性
に
対
す
る
抑
圧
や
暴
力
が
﹁
当
た
り
前
﹂
と
さ
れ
る
文
化
が
根
強
く
生
き
て
い
た
。
胎
児
や
乳
児
の
頃
か
ら
女
児
は
厳
し
い
差

別
を
受
け
、
そ
の
生
存
す
ら
脅
か
さ
れ
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
が
、
持
参
金
や
幼
時
婚
の
慣
習
も
残
り
、
そ
う
し
た
差
別
の
裏
返
し
と
し
て
の
女
性
に
対
す
る
暴
力
も

家
庭
内
暴
力
︵
Ｄ
Ｖ
︶、
レ
イ
プ
、
持
参
金
殺
人
な
ど
極
め
て
厳
し
い
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
一
九
八
〇
︱
九
〇
年
代
、
イ
ス
ラ
ー
ム
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
宗
教
的
に
過
激

な
運
動
が
強
ま
っ
た
時
代
に
は
、
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
す
も
の
と
し
て
、
女
性
を
統
制
す
る
規
範
が
﹁
正
統
な
伝
統
﹂
と
か
﹁
正
統
な
教
義
﹂
と
し
て
暴

力
的
に
︱
︱
つ
ま
り
抵
抗
す
る
者
は
暴
力
的
な
迫
害
を
受
け
る
形
で
︱
︱
強
制
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
動
き
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主
義
を
掲
げ
る
イ
ン
ド
人
民
党
の
政

治
的
な
支
持
基
盤
の
拡
大
を
後
押
し
し
た
こ
と
は
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。﹁
女
の
平
和
︱
︱
犠
牲
者
か
ら
変
革
の
主
体
へ
﹂
﹃
講
座

戦
争
と
現
代

第
五
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
。

︵

︶

B
ayly,op.cit.,pp.123-124;F
reitag,op.cit.,241-254.
﹁
犯
罪
部
族
﹂
や
﹁
犯
罪
カ
ー
ス
ト
﹂
を
含
め
て
、
伝
統
社
会
を
捉
え
る
近
代
的
な
植
民
地
支
配
の
下

74
で
﹁
カ
ー
ス
ト
﹂
︱
︱
が
構
築
さ
れ
た
と
い
う
議
論
に
つ
い
て
、
以
下
を
参
照
。
藤
井
毅
﹃
歴
史
の
中
の
カ
ー
ス
ト
︱
︱
近
代
イ
ン
ド
の
︿
自
画
像
﹀﹄︵
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
三
年
︶。
D
irks,N
icholas
B
.,C
astes
ofM
ind:C
olonialism
and
the
M
aking
ofM
odern
India︵
Princeton:Princeton
U
niversity
Press,2001︶;

C
ohn,B
ernard
S.,C
olonialism
and
its
Form
s
ofK
now
ledge:the
B
ritish
in
India︵
Princeton:Princeton
U
niversity
Press,1996︶;Q
uigley,D
eclan,

T
he
Interpretation
ofC
aste︵
N
ew
D
elhi:O
xford
U
niversity
Press,1999︶.

︵

︶

R
adhakrishna,M
eena,“C
olonialC
onstruction
ofa
‘C
rim
inal’T
ribe:Y
erukulas
ofM
adras
Presidency”,E
conom
ic
and
P
oliticalW
eekly
︵
July

75

盗賊のインド史（2・完）（竹中千春）
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5,2000
︶,pp.2553-2563.

︵

︶
﹁
山
の
民
︵
hilltribes︶﹂
あ
る
い
は
﹁
森
の
民
︵
forest
people︶﹂
に
つ
い
て
、
最
近
で
は
歴
史
的
な
研
究
も
数
多
く
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
う
し

76
た
人
々
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
も
の
と
し
て
、
T
hom
pson,E
dw
ard
P.,W
higs
and
H
unters:T
he
O
rigin
ofthe
B
lack
A
ct︵
London:Penguin
B
ooks,

1985
︶.
イ
ン
ド
史
の
中
で
こ
う
し
た
問
題
に
注
目
し
た
研
究
者
と
し
て
、
Sarkar,Sum
it,W
riting
SocialH
istory︵
D
elhi:O
xford
U
niversity
Press,1997︶.植

民
地
時
代
に
は
支
配
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
側
が
、
こ
う
し
た
人
々
に
つ
い
て
の
書
物
を
残
し
て
い
る
。
E
lw
in,V
errier,T
he
T
ribalW
orld
ofV
errier
E
lw
in:A
n

A
utobiography︵
N
ew
D
elhi:O
xford
U
niversity
Press,1988︶;H
utton,J.H
.,C
aste
in
India:
Its
N
ature,
Function,
and
O
rigins︵
G
lasgow
:O
xford

U
niversity
Press,1951︶.
よ
り
文
学
的
な
も
の
と
し
て
、
C
orbett,Jim
,M
y
India︵
N
ew
D
elhi:O
xford
U
niversity
Press,1989︶:K
ipling,R
udyard,

Stories
ofIndia,edited
by
Sudhakar
M
arathe︵
N
ew
D
elhi:Penguin
B
ooks
India,2003︶.

︵

︶

K
olff,
D
irk
H
.A
.,
N
aukar,
R
ajput
and
Sepoy:
T
he
E
thnohistory
of
the
M
ilitary
L
abour
M
arket
in
H
industan
1450-1850
︵
C
am
bridge:

77
C
am
bridge
U
niversity
Press,1990︶,p.9.

︵

︶

V
an
W
oerkens,ibid.,p.19.

78
︵

︶

K
olff,ibid.,p.16.

79
︵

︶

そ
も
そ
も
一
八
世
紀
終
わ
り
か
ら
一
九
世
紀
前
半
の
時
期
は
、
本
国
と
そ
の
周
囲
で
も
平
和
と
秩
序
が
安
定
し
た
時
期
で
は
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
は
、

80
独
立
戦
争
の
末
に
イ
ギ
リ
ス
国
王
の
支
配
か
ら
離
脱
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
起
こ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
王
室
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
王
や
皇
帝
と
と
も
に
長
い
反
革
命
戦

争
を
戦
い
、
国
内
で
は
産
業
革
命
に
よ
っ
て
大
都
市
に
貧
し
い
労
働
者
階
級
と
失
業
者
が
溢
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
重
商
主
義
的
な
国
王
と
貴
族
の
支
配
の
下
で
資
本

家
階
級
が
台
頭
し
、
不
満
を
持
つ
都
市
の
民
衆
が
﹁
危
険
な
階
級
︵
dangerous
classes︶﹂
と
し
て
暴
動
も
起
こ
し
た
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
自
体
が
工
業
化
と
市
民

政
治
の
時
代
の
新
し
い
﹁
平
和
﹂
と
﹁
法
と
秩
序
﹂
の
形
を
生
み
出
す
ま
で
の
、
激
し
い
混
乱
を
抱
え
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
本
国
か
ら
来
た
人
々
が
、
帝
国
の
他
の

場
所
も
回
り
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は
前
例
の
な
い
大
規
模
な
異
民
族
の
統
治
と
し
て
、
イ
ン
ド
経
営
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
な
お
、﹁
危
険
な
階
級
﹂
に
つ
い

て
は
、
ル
イ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
﹃
労
働
階
級
と
危
険
な
階
級
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
の
パ
リ
﹄︵
喜
安
朗
・
相
良
匡
俊
・
木
下
賢
一
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
︶
参

照
。

︵

︶

F
reitag,op.cit.,p.236.

81
︵

︶

C
ohn,B
ernard,C
olonialism
and
its
Form
s
ofK
now
ledge:T
he
B
ritish
in
India︵
Princeton:Princeton,1966︶,pp.60-61.

82
︵

︶

竹
中
千
春
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
す
る
政
治
﹂。

83
︵

︶

同
上
。

84
︵

︶

ス
リ
ー
マ
ン
と
同
じ
よ
う
な
方
法
が
、
少
し
後
に
形
を
変
え
て
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
境
の
北
西
辺
境
州
で
武
装
し
た
﹁
部
族
﹂
に
対
す
る
政
策
と
し
て
展
開
さ
れ

85
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
Ｒ
・
サ
ン
ダ
マ
ン
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
軍
人
が
、
パ
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ン
人
を
中
心
と
す
る
遊
牧
民
と
し
て
の
武
装
勢
力
が
割
拠
す
る
現
地

で
、
イ
ギ
リ
ス
の
覇
権
を
作
り
出
す
た
め
に
、
彼
ら
に
金
と
武
器
を
渡
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
味
方
と
し
、
情
報
収
集
と
第
一
次
的
な
防
衛
機
能
を
果
た
さ
せ
る
、
つ
ま
り
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用
心
棒
に
雇
う
と
い
う
方
法
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。﹁
サ
ン
ダ
マ
ン
方
式
﹂
と
呼
ば
れ
た
﹁
部
族
﹂
の
平
定
作
戦
で
あ
る
。
こ
の
﹁
サ
ン
ダ
マ
ン
方
式
﹂
と
ス
リ
ー
マ

ン
の
﹁
タ
グ
掃
討
作
戦
﹂
を
並
べ
て
み
る
と
、
遠
い
外
国
の
勢
力
が
﹁
辺
境
﹂
地
帯
に
足
を
踏
み
込
ん
だ
と
き
に
、
同
じ
よ
う
な
作
戦
が
と
ら
れ
た
と
い
う
点
が
重
要

だ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
現
地
の
無
秩
序
に
見
え
る
武
装
社
会
を
非
難
し
な
が
ら
も
、
武
装
集
団
す
べ
て
を
鎮
圧
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
帝
国
の
安
全
を
確
保

す
る
た
め
に
一
部
の
武
装
集
団
を
﹁
協
力
者
﹂
と
し
て
抱
き
込
み
、
一
種
の
﹁
分
断
統
治
︵
divide
and
rule︶﹂
に
よ
っ
て
支
配
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
帝
国
主
義
的

な
進
出
の
典
型
的
な
先
例
で
あ
る
。
二
一
世
紀
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
対
テ
ロ
戦
争
を
行
っ
た
米
軍
の
立
場
を
考
え
る
際
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
軍
の
経
験
は
、
興

味
深
い
比
較
の
対
象
と
な
る
だ
ろ
う
。
竹
中
千
春
﹁
カ
シ
ミ
ー
ル
﹂、
二
八
頁
。

︵

︶

竹
中
千
春
﹁
ガ
ン
デ
ィ
ー
︱
︱
民
衆
の
神
、
国
民
の
父
﹂﹃
国
際
学
研
究
﹄
第
一
九
号
︵
明
治
学
院
大
学
論
叢
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
︶
、
一
︱
一
七
頁
。

86
︵

︶

A
m
in,Shahid,“G
andhias
M
ahatm
a”,T
he
Selected
Subaltern
Studies,
お
よ
び

A
m
in,Shahid,E
vent,
M
ethaphor,
M
em
ory:
C
hauri
C
haura

87
1922-1992
︵
B
erkeley
and
Los
A
ngeles:U
niversity
ofC
alifornia
Press,1995︶.

︵

︶

Pandey,G
yanendra,“Peasant
R
evolt
and
Indian
N
ationalism
”,T
he
Selected
Subaltern
Studies,pp.232-240.

88
︵

︶
﹁
シ
ー
タ
・
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