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説

一
二
伸
即

統
治
目
的
の
喪
失

論

大
反
乱
の
戦
局
は
、
反
乱
側
の
拠
点
デ
リ
!
と
ラ
ク
ノ

i
の
陥
落
と
と
も
に
終
息
に
向
い
は
じ
め
た
。

一
八
五
八
年
春
以
降
、
イ
ン
ド
人

支
配
層
の
聞
に
武
力
に
よ
る
英
国
支
配
の
打
倒
は
絶
望
的
だ
と
い
う
認
識
が
広
ま
り
、
英
国
人
指
揮
官
た
ち
も
、
大
反
乱
が
民
衆
反
乱
的
な

性
格
を
失
っ
た
こ
と
を
次
々
に
報
告
し
て
い
る
。
執
揃
な
抵
抗
を
展
開
し
て
き
た
オ

l
ド
の
タ
ル
ク
ダ

l
ル
な
ど
地
域
有
力
者
た
ち
も
、
英

国
側
と
の
軍
事
的
な
対
決
を
避
け
、

で
き
る
だ
け
良
い
条
件
で
和
平
を
取
り
結
ぶ
糸
口
を
模
索
し
は
じ
め
た
。
そ
こ
で
な
お
抵
抗
を
継
続
し

た
の
は
、
反
乱
政
府
の
中
核
を
担
っ
た
伝
統
的
支
配
層
、

ベ
ン
ガ
ル
反
乱
兵
の
精
強
な
部
分
、

そ
し
て
、
秩
序
の
崩
壊
に
乗
じ
て
勢
力
を
伸

し
た
盗
賊
・
義
賊
の
一
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
限
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
集
団
か
ら
軍
事
的
に
撹
乱
さ
れ
な
が
ら
も
、
英
国
側
は
、
反
乱
発
生
地

域
の
有
力
者
た
ち
に
対
す
る
政
治
的
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
支
持
の
調
達
を
行
い
、
彼
ら
を
英
国
支
配
の
下
に
再
編
す
る
作
業
を
開
始
し

は
じ
め
た
。
換
言
す
れ
ば
、
反
乱
の
鎮
圧
の
過
程
は
、
統
治
の
再
建
に
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
反
乱
の
平
定
に
よ
っ
て
、
英
国
側
に
も
イ
ン
ド
側
に
も
、
英
国
の
支
配
は
軍
事
的
に
は
打
ち
破
る
こ
と
は
で
き
ず
、

そ
の
統
治
機
構

は
鉄
壁
の
よ
う
な
強
靭
さ
を
持
つ
と
い
う
神
話
が
っ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
反
乱
の
終
結
は
、
単
な
る
旧
来
の
統
治

の
回
復
に
止
ま
り
え
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
大
反
乱
は
、
統
治
す
る
側
の
英
国
人
に
大
き
な
衝
撃
を
あ
た
え
、
彼
ら
の
イ
ン
ド
支
配
、

一
八
五
七
年
か
ら
五
年
間
の
間
に
、
イ
ン
ド
大
反
乱

に
関
し
、
実
に
五

O
O
冊
以
上
の
本
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
イ
ン
ド
大
反
乱
の
英
国
人
に
あ
た
え
た
シ
ョ
ッ
ク
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。

ひ
い
て
は
異
民
族
支
配
全
般
に
対
す
る
意
識
を
大
き
く
変
容
さ
せ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

シ
l
リ
l
(
]
O
Z
H
N
O
σ
巾
「
円
∞
忠
一
ミ
)
の
著
名
な
表
現
の
通
り
、
十
八
世
紀
以
来
の
イ
ン
ド
植
民
地
の
膨
脹
は
、
本
国
の
人
々
に
と
っ
て
「
う

わ
の
空
の
出
来
事
」
で
あ
っ
た
。
人
々
は
イ
ン
ド
に
つ
い
て
詳
細
な
知
識
を
持
た
ず
、
イ
ン
ド
問
題
を
深
刻
な
政
治
争
点
と
は
考
え
ず
、
少

数
の
例
外
を
除
い
て
イ
ン
ド
支
配
に
危
機
が
近
づ
い
て
い
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
大
英
帝
国
に
は
神
の
祝
福
が
下
さ
れ
、
万
人
が
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英
国
人
を
愛
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
大
反
乱
の
発
生
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
は
、
突
如
、
英
国
人
の
生
命
と
帝
国
の
存
立
を
脅
か
す
具
体
的
な
存
在
と
し
て
立
ち
現

れ
た
。
「
イ
ン
ド
か
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
に
よ
っ
て
、
ロ
ン
ド
ン
は
前
例
を
見
な
い
よ
う
な
深
刻
な
パ
ニ
ッ
ク
に
襲
わ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
何
か
。

全
く
わ
か
ら
な
い
」
と
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
は
、
混
迷
の
深
刻
さ
を
記
し
て
い
る
。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
報
道
に
よ
っ
て
一
躍
有
名
に
な
っ
た
ウ
イ

リ
ア
ム
・
ラ
ッ
セ
ル
(
君
主
国
ヨ
戸
日
吉
田

E-)
を
イ
ン
ド
に
特
派
し
た
『
ザ
・
タ
イ
ム
ズ
』
紙
を
筆
頭
に
、
新
聞
は
、

一
八
五
七
年
の
夏
か

ら
秋
に
か
け
て
、
連
日
の
よ
う
に
イ
ン
ド
の
戦
局
を
報
道
し
た
。
そ
の
基
本
的
な
論
調
は
、
狂
暴
な
異
教
徒
に
対
す
る
人
種
的
・
宗
教
的
な

聖
戦
論
で
あ
っ
た
。
「
今
、
イ
ン
ド
で
闘
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
戦
争
は
、
何
ら
刺
激
を
与
え
な
く
て
も
戦
傑
を
か
き
た
て
る
」
と
デ
ィ
ス
レ
イ

リ
ー
は
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
興
奮
に
新
聞
報
道
は
拍
車
を
か
け
、
イ
ン
ド
に
関
心
を
寄
せ
る
人
々
の
数
は
、
「
国
民
的
」
と
い
え
る

規
模
に
ま
で
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
英
本
国
と
イ
ン
ド
と
で
は
、
反
乱
後
の
統
治
を
構
想
す
る
出
発
点
と
な
る
政
治
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
根
本

的
に
異
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
初
期
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
帝
国
の
大
義
と
力
と
は
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
大
反
乱
に
よ
っ

ト
ラ
〆
ク
イ
リ
ゼ
l
ン
ヨ
〆

て
帝
国
へ
の
確
信
が
失
わ
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
大
反
乱
の
現
実
を
く
ぐ
り
抜
け
た
カ
ル
カ
ッ
タ
で
は
、
「
鎮
静
化
」
の
願

帝国主義の統治理性(2・完)

望
と
力
の
限
界
の
認
識
と
が
、
統
治
全
体
の
流
れ
を
つ
く
る
慣
性
力
と
し
て
働
い
た
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
統
治
者
と
し
て
パ

l
ス
ナ

リ
テ
ィ
!
の
中
核
を
な
し
た
資
質
、
即
ち
、
情
熱
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
冷
静
さ
、
合
理
的
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
に
自
分
自
身
を

従
わ
せ
て
い
く
確
信
と
自
己
統
制
、
そ
れ
に
自
虐
的
と
さ
え
形
容
し
う
る
よ
う
な
職
務
へ
の
献
身
な
ど
は
、
同
時
代
の
統
治
層
に
か
な
り
の

程
度
共
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
キ
ャ
ニ
ン
グ
が
、
大
反
乱
後
の
支
配
の
再
編
の
過
程
で
、

ロ
ン
ド
ン
の
世
論
と
し
ば
し
ば
大

き
く
義
雄
し
な
が
ら
も
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
統
治
の
安
定
に
も
っ
ぱ
ら
着
目
し
た
支
配
様
式
を
組
織
化
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
大
き
な

理
由
は
、
彼
が
イ
ン
ド
の
英
国
人
統
治
層
の
政
治
心
理
を
代
表
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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説

ト
う
ン
ク
イ
リ
ゼ

1
ン
ヨ
〆

大
反
乱
の
鎮
圧
の
過
程
で
、
英
国
人
行
政
官
の
合
言
葉
と
な
っ
た
の
は
「
鎮
静
化
」
で
あ
っ
た
。
反
乱
の
現
場
に
帰
任
し
て
い
っ
た
行
政

官
た
ち
が
、
そ
の
土
地
の
有
力
者
の
態
度
か
ら
、
す
く
な
く
と
も
表
面
的
に
は
、
敵
意
が
消
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
報
告
す
る
言
葉
は
、

卜
う
〆
ク
イ
リ
テ
イ

「
昔
の
静
誼
が
戻
っ
た
」
と
い
う
安
堵
の
声
で
あ
る
。
ま
た
、
戦
時
の
興
奮
か
ら
、
電
報
の
開
封
と
起
草
に
あ
け
く
れ
る
日
常
に
帰

ト
ラ
ン
ク
イ
リ
ゼ
l
ン
ヨ
ン

っ
た
カ
ル
カ
ッ
タ
の
行
政
官
も
「
イ
ン
ド
人
の
心
の
鎮
静
化
せ
よ
」
と
、
繰
り
返
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
反
乱
の
悪
夢
を
再
び
よ
び

(
6
v

ト
ラ
ン
ク
イ
リ
ゼ
l
シ
ヨ
ン

と
い
う
こ
と
が
彼
ら
の
至
上
命
令
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
鎮
静
化
」
の
願
望
は
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
「
賢
明
で
あ
れ
」
と

論

お
こ
さ
な
い
、

い
う
指
示
と
共
鳴
し
あ
っ
て
、
消
極
的
で
効
率
主
義
的
な
政
策
を
と
る
心
理
的
な
背
景
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド
人
の
反
発
を
招
か

な
い
よ
う
に
、
彼
ら
の
伝
統
、
慣
習
、
宗
教
な
ど
へ
の
介
入
を
避
け
る
べ
き
だ
、
と
い
う
見
方
が
カ
ル
カ
ッ
タ
で
支
配
的
に
な
っ
た
。
ロ
ン

ド
ン
に
お
い
て
も
、
デ
ィ
ス
レ
イ
リ
ー
や
エ
レ
ン
ボ
ロ
ー
な
ど
の
保
守
党
政
治
家
に
よ
っ
て
、

イ
ン
ド
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
布
教
活
動
ゃ
、

イ
ン
ド
政
庁
の
急
速
な
改
革
政
策
の
展
開
が
、
大
反
乱
の
原
因
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
イ
ン
ド
省
の
高
官
で
後
に

イ
ン
ド
大
反
乱
の
公
定
歴
史
書
を
著
わ
し
た
ジ
ョ
ン
・
ケ
イ

Q
C
Z
を
・
穴
ミ
巾
)
の
「
イ
ン
ド
人
の
心
の
内
側
か
ら
本
来
育
ま
れ
て
く
る
は
ず

の
意
識
の
変
化
を
、
外
側
か
ら
望
ま
し
い
と
思
う
方
向
に
強
制
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
ま
ま
放
置
す
べ
き
だ
、
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、

変
化
を
助
け
る
、
と
い
う
程
度
に
止
め
る
方
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
賢
明
で
あ
る
。
」
と
い
う
言
葉
に
要
約
さ
れ
よ
う
。

こ
こ
で
最
大
の
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
宗
教
政
策
で
あ
っ
た
。
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、

イ
ン
ド
人
の
反
発
を
避
け
る
た
め
に
政
教
分
離
と
イ
ン

ド
政
庁
の
宗
教
へ
の
不
介
入
を
原
則
と
し
て
か
か
げ
、

そ
れ
を
宗
教
的
自
由
の
名
の
も
と
に
正
当
化
し
た
が
、

そ
れ
は
イ
ン
ド
支
配
を
安
定

化
さ
せ
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
判
断
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
化
に
対
す
る
消
極
的
な
対

応
は
、
異
教
徒
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
化
H
文
明
化
と
い
う
帝
国
の
大
義
と
正
面
か
ら
衝
突
し
た
。

ロ
ン
ド
ン
の
多
く
の
英
国
人
に
と
っ
て
イ
ン
ド
大
反
乱
の
発
生
は
、
た
ん
に
予
期
し
え
ず
説
明
不
能
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
道
義
的
、

宗
教
的
な
異
常
事
態
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
ケ
ン
ブ
リ
y

ジ
の
宗
教
文
筆
家
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ン
グ
ス
リ

!
(
n
Eこ
g
E口
四
回
一
巾
可
)
は
、
そ

北法36(3・104)768 



の
衝
撃
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
こ
の

(
イ
ン
ド
反
乱
の
)
半
年
に
説
明
が
つ
け
ら
れ
な
い
の
な
ら
ば
、
イ
ン
ド
の
現
状
と
将
来
に
つ
い
て
何
も
言
わ
な
い
で
ほ
し
い
。

:
・
・
こ
の
間
、
私
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
感
ず
る
の
だ
。
私
の
頭
の
中
に
、
あ
の
地
獄

と
修
羅
場
の
イ
メ
ー
ジ
が
湧
れ
出
て
く
る
聞
は
、
教
義
を
考
え
る
気
持
に
な
れ
な
い
の
だ
。
」

こ
こ
に
は
、
聖
書
の
教
え
を
世
界
に
伝
播
し
て
い
く
大
英
帝
国
と
そ
の
導
き
の
手
に
よ
っ
て
文
明
化
さ
れ
て
い
く
イ
ン
ド
人
、
と
い
う
調

和
的
な
世
界
観
は
崩
壊
し
、
宗
教
的
な
混
迷
に
落
ち
入
っ
て
い
る
様
が
、
卒
直
に
語
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
人
々
の
憤
激
の
火
に
油
を
注

い
だ
の
は
、
捕
虜
と
な
っ
た
約
二
百
名
の
英
国
人
子
女
を
含
む
多
数
の
人
々
が
殺
さ
れ
た
「
カ
ウ
ン
プ

l
ル
の
虐
殺
」
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
フ

ツ
ベ
リ

l
は
、
「
生
れ
な
が
ら
の
悪
魔
で
あ
る
イ
ン
ド
人
に
よ
っ
て
、
凌
辱
さ
れ
、
拷
問
さ
れ
、
殺
毅
さ
れ
つ
つ
あ
る
救
い
の
な
い
子
女
た

そ
の
攻
撃
を
防
ぎ
、
救
い
出
す
よ
う
に
」
と
神
に
祈
っ
て
い
る
。
彼
は
、
ま
た
、
極
め

ち
を
、
形
容
し
え
な
い
ほ
ど
残
虐
な
敵
か
ら
守
り
、

て
精
力
的
に
イ
ン
ド
反
乱
を
非
難
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
、
イ
ン
ド
で
は
英
国
人
の
婦
人
た
ち
は
耳
や
鼻
を
削
ぎ
落
さ
れ
目
を
え
ぐ
ら

れ
、
子
供
た
ち
は
両
親
の
自
の
前
で
拷
聞
に
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
類
の
、
虚
偽
の
情
報
に
も
と
ず
く
煽
情
的
な
演
説
を
す
る
有
様
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
と
り
み
、
だ
し
た
反
応
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
改
革
運
動
の
う
け
た
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
。
ト
マ
ス
・
マ
コ

i

帝国主義の統治理性(2・完)

レ
1
3
v
o
g白
印
∞
与
呂
町
ぢ
ロ
玄
白

g
己
主
)
は
、
「
平
和
協
会
か
ら
も
原
住
民
保
護
協
会
か
ら
も
刑
罰
改
善
協
会
か
ら
も
、
博
愛
主
義
の
標
語
が

消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
三
週
間
ほ
ど
前
ま
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
類
の
死
刑
に
反
対
し
て
い
た
人
々
が
、
カ
ノ
ン
砲
の
口
か
ら
四

O
名
の
イ
ン

ド
反
乱
兵
を
、
弾
頭
の
よ
う
に
発
射
し
、
頭
や
手
足
を
バ
ラ
バ
ラ
に
吹
き
と
ば
す
恐
る
べ
き
処
刑
に
喝
采
を
送
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
「
そ
の

気
持
も
理
解
で
き
る
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
の
突
然
の
混
乱
を
デ
ィ
ス
レ
イ
リ

l
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
前
に
頭
を
垂
れ
る
か
わ
り
に
、

人
身
御
供
の
血
祭
を
娃
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
」
と
評
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

イ
ン
ド
に
約
三
五

O
名
の
宣
教
師
を
派
遣
し
て
い
た
英
国
の
各
宣
教
会
に
と
っ
て
、
大
反
乱
の
勃
発
は
、
彼
ら
の
活
動

北法36(3・105)769 



説

に
人
々
の
関
心
を
引
き
つ
け
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
イ
ン
ド
政
庁
が
こ
れ
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
化
と
い
う
本
来
の
使
命
を
閑
却

~~ 

E岡

し
て
き
た
た
め
に
反
乱
が
発
生
し
た
の
で
あ
り
、
今
後
は
、
イ
ン
ド
支
配
に
お
い
て
宗
教
的
な
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
、

と
宣
伝
し
た
。
イ
ン
ド
の
キ
リ
ス
ト
教
化
を
徹
底
せ
よ
と
い
う
彼
ら
の
主
張
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
有
力
な
論
拠
に
な
っ
た
の
は
、
パ
ン
ジ

ヤ
ブ
の
行
政
官
た
ち
の
活
動
で
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
で
は
、
反
乱
発
生
の
危
機
が
極
め
て
深
刻
で
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
事
前
に
反
乱
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
パ
ン
ジ
ャ
ブ
で
は
、

そ
れ
ま
で
、

キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
活
動
に
熱
心
な

英
人
士
官
が
数
多
く
存
在
し
、
イ
ン
ド
兵
に
対
し
て
聖
書
の
説
教
を
行
う
な
ど
、
宗
教
的
な
使
命
に
比
較
的
忠
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
士

官
の
観
点
か
ら
は
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
が
、
北
イ
ン
ド
の
中
で
反
乱
の
勃
発
を
奇
跡
的
に
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
は
、
英
国
の
行
政
が

キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
熱
心
で
あ
っ
た
事
実
に
求
め
ら
れ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
教
育
の
徹
底
化
こ
そ
が
、
統
治
を
安
定
さ
せ
る
方
策

つ
ま
り
、

だ
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
キ
リ
ス
ト
教
化
を
最
も
先
鋭
に
提
唱
し
た
、
ペ
シ
ャ
ワ
の
行
政
責
任
者
ハ

l
パ
l
ト
・
エ
ド
ワ

i

ズ
(
出
ミ
σ巾
ユ
∞
-
何
色
耳
目
肖
門
同
巾
凶
)
は
、

一
八
五
八
年
に
「
英
領
イ
ン
ド
政
庁
か
ら
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
原
則
を
一
掃
す
る
た
め
に
」
と
い
う
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
は
一
八
六

O
年
に
は
、

エ
ク
セ
タ

l
・
ホ

l
ル
の
英
国
国
教
会
の
福
音
派
の
集
会
で
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。

「
(
大
反
乱
の
)
諸
事
件
か
ら
、
神
の
声
が
聞
え
て
く
る
。
神
は
こ
う
語
っ
て
お
ら
れ
る
。
「
私
が
イ
ン
ド
を
英
国
の
手
に
下
し
た
の
は
、

の
一
億
八
千
万
の
人
々
に
思
恵
を
与
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
使
命
は
、
汝
ら
英
国
人
が
聖
書
の
光
と
真
実
の
神
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
教

え
を
、
こ
の
異
教
徒
に
伝
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
汝
ら
は
こ
の
使
命
を
怠
っ
た
。
:
:
:
そ
こ
で
私
は
汝
ら
を
懲
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
罪
を
許
し
た
。
他
の
誰
も
が
汝
ら
を
救
え
な
い
時
、
私
は
汝
ら
を
救
済
し
た
。
今
い
ち
ど
、
こ
の
人
々
を
汝
ら
の
手
に
ゆ
だ
ね
る
。
』

:
こ
の
神
の
警
告
に
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
化
政
策
こ
そ
が
唯
一
の
希
望
の
政
策
な
の
だ
。
」

彼
ら
は
、
イ
ン
ド
の
公
立
学
校
に
聖
書
の
ク
ラ
ス
を
設
け
る
こ
と
な
ど
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
の
地
方
長
官
で
、
大
反
乱

北法36(3・106)770 
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鎮
圧
の
功
労
者
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
レ
ン
ス
も
、

キ
リ
ス
ト
教
教
育
の
強
化
と
い
う
主
張
を
支
持
し
、

ま
た
、
英
本
国
の
政
治
家
の
中
に
も
そ
の

動
き
を
支
援
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
イ
ン
ド
政
策
の
当
局
者
、
と
り
わ
け
、
イ
ン
ド
の
キ
ャ
ニ
ン
グ
総
督
と
ロ
ン
ド
ン
の
イ
ン

ド
担
当
相
と
は
、
彼
ら
の
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
た
。
ダ
ー
ビ
ー
内
閣
の
イ
ン
ド
担
当
相
ス
タ
ン
レ

l
は
、
福
音
主
義
者
の
活
動
を
「
フ
ァ
ナ
テ

そ
の
た
め
デ
ィ
ス
レ
イ
リ
ー
よ
り
「
英
国
の
宗
教
階
級
の
好
意
と
共
感
を
得
る
こ
と
は
、

イ
ン
ド
現
地
人
と
和
解
す
る
こ
と
と
同
様
に
重
要
な
の
で
あ
る
」
と
忠
告
さ
れ
る
有
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ス
タ
ン
レ

l
の
後
を
襲
っ
た
チ

イ
ツ
ク
」
と
公
言
し
て
、
彼
ら
の
反
発
を
う
け
、

ヤ
ー
ル
ズ
・
ウ
ッ
ド

(ngユ2
4〈。。門戸門町内
H
2
5凹
円
。
=
三
三
回
目
己
主
)
も
、

必
要
に
激
怒
さ
せ
な
い
」
よ
う
に
、
配
慮
を
求
め
て
い
る
。

キ
ャ
ニ
ン
グ
の
宗
教
へ
の
不
介
入
政
策
が
「
聖
人
た
ち
を
不

そ
れ
に
対
し
て
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
レ
ン
ス
の
口
を
封
ず
る
べ
き
だ
し
、
ェ
ド
ワ

l
ズ
は
頭
を
そ
っ
た
方
が
よ
い
。
ェ
ド
ワ

l

ズ
は
ま
る
で
メ
ッ
カ
に
で
は
な
く
ク
レ
パ
ム
に
生
れ
た
モ
ハ
メ
ッ
ド
の
よ
う
な
奴
だ
」
と
非
難
し
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
の
行
政
官
た
ち
の
宗
教
活

動
に
枠
を
は
め
よ
う
と
試
み
た
。
実
際
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
状
況
は
、
英
本
国
の
希
望
的
観
測
か
ら
、
遠
く
隔
っ
て
い

た
。
人
口
一
億
五
千
万
人
に
三
百
余
人
の
宣
教
師
が
任
命
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
布
教
が
成
功
し
て
い
る
の
は
二
つ
の
地
域
に
限
ら
れ
、

改
宗
者
は
約
九
万
人
に
止
ま
り
、

し
か
も
下
層
カ

l
ス
ト
の
改
宗
者
が
大
多
数
で
、

エ
リ
ー
ト
へ
の
浸
透
は
困
難
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、

帝国主義の統治理性(2・完)

西
欧
文
明
の
患
吹
と
キ
リ
ス
ト
教
の
平
等
思
想
は
、
上
層
カ

I
ス
ト
の
若
い
ヒ
ン
ズ
ー
知
識
人
の
心
を
大
き
く
揺
り
動
か
し
、

カ
ル
カ
ソ
タ

な
ど
で
は
英
語
に
よ
る
西
欧
教
育
へ
の
関
心
は
高
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
大
多
数
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
活
動
に
応
戦
し
て
活
発
化

し
た
ヒ
ン
ズ
ー
や
イ
ス
ラ
ム
の
改
革
運
動
に
共
感
を
寄
せ
る
こ
と
が
多
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
衝
撃
は
、
イ
ン
ド
の
在
来
宗
教
の
活
性
化
に
は

つ
な
が
っ
て
も
、
知
識
人
の
改
宗
が
飛
躍
的
に
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
宣
教
師
の
間
に
も
、
人
材
不
足
や
布
教
の
困
難
を
訴
え
る
声
も
大

き
く
、
聖
書
教
育
を
実
施
し
よ
う
に
も
、
そ
の
た
め
の
教
師
に
こ
と
欠
く
有
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

キ
リ
ス
ト
教
教
育
を
現
地
人
に
委
ね
る

こ
と
に
対
す
る
危
倶
も
大
き
く
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
副
官
の
一
人
で
あ
る
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ハ
リ
デ

l
q
z号
コ
品
』
・
出
血

-Eミ
)
よ
り
、
「
宣

北法36(3・107)771 



説

教
師
た
ち
が
実
際
の
経
験
か
ら
割
り
出
し
た
原
則
は
、
聖
書
は
そ
れ
を
信
じ
て
い
な
い
人
間
に
よ
っ
て
教
育
さ
れ
る
よ
り
は
、
全
く
教
育
さ

れ
な
い
方
が
ま
し
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
報
告
を
受
け
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
カ
ル
カ
ッ
タ
の
ビ
シ
ョ
ッ
プ
、

論

ジ
ョ
ー
ジ
・
コ

y

ト
ン
(
の

g
『聞こ
w
-
F
ハリ

2
gロ
)
さ
え
も
、
イ
ン
ド
人
の
中
に
「
猪
疑
心
や
悪
感
情
が
支
配
的
で
あ
る
現
状
で
は
、
公
教
育

{
町
)

に
聖
書
教
育
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
逆
効
果
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
福
音
活
動
は
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
行
政
官
の
一
グ
ル
ー
プ
の
熱
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
き
な
壁
に
つ
き
あ

た
り
、
布
教
を
拡
大
す
る
決
め
手
を
欠
い
て
い
た
。
さ
ら
に
、
英
本
国
に
お
い
て
も
、

一
八
六

0
年
代
に
は
世
俗
化
の
傾
向
が
、
従
来
の
非

国
教
徒
や
異
教
徒
に
対
す
る
寛
容
の
是
非
と
い
う
古
い
問
題
の
枠
を
超
え
て
拡
大
し
、
絵
画
・
建
築
・
生
活
様
式
、

そ
し
て
政
治
行
動
に
ま

で
一
つ
の
流
行
と
な
っ
て
浸
透
し
は
じ
め
た
。
イ
ン
ド
大
反
乱
の
直
後
に
、
い
っ
た
ん
昂
揚
し
た
イ
ン
ド
へ
の
宣
教
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
、
徐
々

に
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
英
本
国
で
の
各
宣
教
会
へ
の
献
金
、
新
た
に
イ
ン
ド
に
お
も
む
く
布
教
の
志
願
者
、
集
会

の
出
席
者
な
ど
は
一
八
六

0
年
代
に
は
頭
う
ち
に
な
り
、
低
下
の
傾
向
も
み
ら
れ
た
。
パ
ン
ジ
ャ
ブ
で
さ
え
、
宣
教
師
が
十
分
に
充
員
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
ン
ド
の
統
治
政
策
に
関
し
て
、
福
音
主
義
者
は
無
視
し
え
な
い
圧
力
団
体
と
し
て
活
動
を
続
け
た
も
の

の
、
決
定
的
な
比
重
を
持
つ
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
「
鎮
静
化
」
を
「
キ
リ
ス
ト
教
化
」
よ
り
優
先
さ
せ
る
キ
ャ
ニ
ン
グ
に
指

導
さ
れ
た
カ
ル
カ
ッ
タ
の
統
治
層
の
政
策
を
く
つ
が
え
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
大
反
乱
を
体
験
し
た
イ
ン
ド
統
治
層
に
と

っ
て
の
至
上
命
令
は
、
異
教
徒
に
対
し
て
敵
意
を
表
明
し
て
改
宗
を
迫
る
こ
と
で
は
な
く
、
被
治
者
に
対
す
る
和
解
の
意
志
表
示
を
行
う
こ

と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

キ
ャ
ニ
ン
グ
に
と
っ
て
も
、
「
カ
ウ
ン
プ

l
ル
」
の
事
件
は
、
痛
ま
し
い
傷
跡
で
あ
っ
た
。
事
件
の
報
告
を
受
け
た
夜
、
彼
は
一
晩
中
総
督

の
館
の
大
理
石
の
聞
を
行
き
つ
一
反
り
つ
し
て
い
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
反
乱
の
余
波
も
お
さ
ま
っ
た
一
八
六
一
年
に
、
彼
は
カ
ウ
ン
プ

l

ル
に
慰
霊
碑
の
建
築
を
計
画
し
、

グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
を
通
じ
て
英
本
国
に
彫
像
の
創
作
を
依
頼
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
碑
の
デ
ザ
イ
ン
案
が

北法36(3・108)772 



「
殺
害
さ
れ
た
子
供
た
ち
の
骸
の
傍
で
十
字
架
に
す
が
る
婦
人
」
と
い
う
類
の
も
の
で
あ
る
、

と
知
ら
さ
れ
た
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
驚
き
、

ン
ヴ
ィ
ル
に
即
座
に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。

「
そ
の
種
の
デ
ザ
イ
ン
こ
そ
、
私
が
是
非
避
け
た
い
、
と
思
っ
て
い
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
碑
で
は
、
遺
族
に
と
っ
て
、

痛
ま
し
さ
を
永
続
さ
せ
る
も
の
に
な
り
、
ま
た
同
朋
の
英
国
人
、
例
え
ば
兵
士
た
ち
に
と
っ
て
も
、
‘
憤
激
を
呼
び
さ
ま
す
も
の
に
な
っ
て
し

ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス

ま
う
。
ま
た
、
現
地
人
の
日
の
前
に
一
八
五
七
年
の
生
々
し
い
地
獄
図
を
思
い
浮
ば
せ
る
よ
う
な
像
を
、
常
時
置
い
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し

{
剖
}

い
と
も
思
え
な
い
。
:
:
:
生
々
し
い
現
実
で
は
な
く
、
天
使
と
か
護
民
官
の
精
神
の
よ
う
な
も
の
が
表
現
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
」

こ
こ
か
ら
キ
ャ
ニ
ン
グ
が
、
過
去
の
「
生
々
し
い
現
実
」
を
再
び
呼
び
お
こ
す
こ
と
な
く
、
「
天
使
か
護
民
官
」
の
姿
を
借
り
て
、
新
た
な

イ
ン
ド
統
治
を
演
出
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
を
読
み
と
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

大
反
乱
後
の
イ
ン
ド
在
住
の
英
国
人
統
治
層
に
共
通
し
た
、
今
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
力
の
限
界
認
識
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
権
力
の
自
己

抑
制
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
統
治
の
た
め
の
課
題
は
、
異
民
族
支
配
を
安
定
化
さ
せ
継
続
し
て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
、
そ

れ
ま
で
の
イ
ン
ド
支
配
の
目
標
で
あ
っ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
化
」
「
社
会
改
革
」
「
貿
易
の
自
由
化
」
な
ど
は
、
当
分
の
問
背
景
に
退
い
た
。
さ
ら
に
、

帝国主義の統治理性(2・完)

キ
ャ
ニ
ン
グ
の
着
任
直
前
に
最
高
潮
に
達
し
た
支
配
地
域
の
拡
大
と
い
う
目
標
も
、
藩
王
国
を
併
合
す
る
た
め
の
名
目
で
あ
っ
た
「
失
効
原

理
」
を
「
女
王
宣
言
」
に
よ
っ
て
放
棄
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
断
念
さ
れ
た
。
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
ロ
ン
ド
ン
に
あ
て
て
、
「
(
ロ
ン
ド
ン
か
ら

は
)
イ
ン
ド
が
い
か
に
変
っ
た
か
は
想
像
も
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
我
々
は
攻
撃
し
前
進
す
る
力
か
ら
停
止
し
た
力
に
変
っ
た
の
で
す
。
」
と

書
き
送
っ
て
い
る
。

思
い
も
か
け
ぬ
規
模
に
反
乱
が
拡
大
し
て
い
く
過
程
で
、
英
国
人
統
治
者
が
ひ
と
し
く
直
面
し
た
危
機
感
は
、
膨
大
な
イ
ン
ド
人
民
衆
が

『
叩

3
v

す
べ
て
敵
に
ま
わ
り
、
「
大
海
の
真
直
中
で
難
破
し
た
船
の
乗
組
員
の
よ
う
に
、
異
人
種
の
大
群
に
取
固
ま
れ
た
少
数
者
」
に
な
っ
て
し
ま
う

グ
レ

北法36(3・109)773 



説

と
い
う
恐
怖
心
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
信
頼
を
寄
せ
た
部
下
や
、
昨
日
ま
で
恭
順
で
あ
っ
た
地
域
有
力
者
か
ら
い
つ
裏
切
ら
れ
る
か
も
知
れ

t
、‘、

手
山
首
し

一
層
強
い
も
の
に
な
っ
た
。
し
か
も
、

カ
ウ
ン

と
い
う
不
信
感
と
、
本
国
か
ら
支
援
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
孤
立
感
と
に
よ
っ
て
、

論

プ
ー
ル
で
は
現
実
に
惨
事
が
発
生
し
、
ラ
ク
ノ
ー
で
は
、
毎
晩
五
件
か
六
件
の
葬
式
を
敵
の
銃
撃
の
中
で
と
り
行
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
約
五

O

O
人
の
英
国
人
子
女
の
う
ち
六
六
名
が
栄
養
不
良
や
病
気
で
死
ん
で
い
く
と
い
っ
た
、
文
字
通
り
死
と
隣
り
あ
わ
せ
の
龍
城
戦
が
続
い
た
の

(訂
v

で
あ
る
。

反
乱
鎮
圧
の
た
め
の
人
的
コ
ス
ト
も
甚
大
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
反
乱
の
拠
点
デ
リ
ー
に
対
す
る
攻
撃
で
は
司
令
官
が
続
々
と
倒
れ
、
最

終
的
な
総
攻
撃
は
十
二
日
間
に
及
ぶ
白
兵
戦
と
な
り
、
英
国
側
約
八

0
0
0
人
の
う
ち
一
六
七
四
名
が
死
傷
す
る
と
い
う
、
惨
憎
た
る
損
害

を
伴
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
死
傷
率
は
、
被
害
の
大
き
い
と
さ
れ
た
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
約
二
倍
に
達
し
、
ラ
ク
ノ
!
の
攻
防
戦
も
ほ
ぼ
同
様

の
損
害
を
出
し
て
い
る
。
兵
員
の
量
的
劣
勢
に
対
し
て
、
英
国
側
は
通
信
と
機
動
力
で
優
越
し
て
い
た
が
、
馬
に
依
存
す
る
機
動
性
に
も
大

き
な
限
界
が
あ
っ
た
。
広
大
な
ガ
ン
ジ
ス
流
域
一
帯
で
、
同
時
多
発
的
に
反
乱
が
生
じ
た
た
め
に
、
た
と
え
帝
国
全
体
を
巨
視
的
に
見
れ
ば

{
却
}

英
国
側
が
軍
事
的
に
優
越
し
て
い
た
と
し
て
も
、
局
地
的
・
短
期
的
に
は
反
乱
側
が
優
位
に
立
つ
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
力
の
限
界
に
も
と
づ
く
恐
怖
感
は
、
少
数
者
に
よ
る
異
民
族
支
配
に
本
来
的
に
つ
き
ま
と
う
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
反
乱

を
鎮
圧
し
た
後
で
も
、
不
安
の
根
源
で
あ
る
圧
倒
的
な
量
の
被
統
治
者
を
消
し
去
る
こ
と
は
な
し
え
な
い
た
め
に
、
恐
怖
は
少
数
者
で
あ
る

植
民
統
治
者
の
心
理
に
定
着
し
、
そ
の
後
、
過
剰
な
ま
で
に
用
心
深
い
戦
略
を
と
る
一
つ
の
誘
因
と
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
可
能
な
か
ぎ
り
イ
ン

ド
入
社
会
の
深
み
に
立
ち
入
ら
ず
、
そ
こ
に
や
む
を
え
ず
干
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
植
民
統
治
者
は
特
定
の
勢

力
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
を
避
け
、
公
正
な
仲
介
者
の
役
割
を
果
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
振
舞
う
と
い
う
戦
略
で
あ
る
。
こ
う
し
て
現
地
社

会
か
ら
超
越
し
た
姿
勢
に
、
英
国
人
統
治
者
た
ち
は
自
ら
を
押
し
や
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ッ
ド
は
「
私
は
い
か
な
る

藩
王
に
も
、
そ
の
領
土
の
内
部
で
は
藩
王
が
か
つ
て
好
ん
で
い
た
よ
う
な
統
治
を
勝
手
に
行
わ
せ
る
つ
も
り
だ
。
も
し
も
、
彼
の
領
土
内
の
事

北法36(3・110)774 



態
が
近
隣
に
ま
で
及
ぶ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
不
法
な
妨
害
で
あ
る
か
ら
干
渉
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
よ
藩
王
国
の
内
部
で
)
た
と
え
ア
ナ

1

(
却
)

そ
れ
が
内
輪
の
け
ん
か
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
干
渉
す
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
述
べ

キ
!
と
流
血
の
状
態
が
長
く
続
こ
う
と
も
、

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
権
力
構
造
を
温
存
し
利
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
浅
く
掴
み
、
秩
序
を
維
持
し
て
い
く
戦
略
が
と
ら
れ
た
。

の
み
な
ら
ず
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
に
と
っ
て
、
イ
ン
ド
の
伝
統
的
支
配
者
は
、
英
国
の
力
の
限
界
を
補
う
も
の
と
意
味
づ
け
ら
れ
た
。
彼
は
、

大
反
乱
の
帰
趨
を
決
定
し
た
重
要
な
政
治
的
要
因
の
一
つ
は
、
イ
ン
ド
人
支
配
層
の
動
向
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
た
。
前
任
者
ダ
ル
フ

l
ジ
l

の
併
合
政
策
の
も
と
で
は
、

や
が
て
消
え
去
る
べ
き
遺
制
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
伝
統
的
支
配
層
は
、
大
き
な
政
治
機
能
を
発

揮
し
た
。
英
国
側
の
目
か
ら
は
、
年
金
生
活
者
に
す
ぎ
な
い
デ
リ

l
の
ム
ガ

l
ル
皇
帝
は
、
反
乱
者
に
と
っ
て
は
政
治
的
な
結
集
の
中
核
と

み
な
さ
れ
、
反
乱
側
が
多
く
の
支
援
者
を
動
員
し
て
い
く
た
め
の
象
徴
と
し
て
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
。
さ
ら
に
、
「
失
効
原
理
」
な
ど
に

よ
っ
て
併
合
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
は
ず
の
藩
王
国
は
、

キ
ャ
ニ
ン
グ
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
大
反
乱
の
拡
大
の
過
程
で
「
も
し
も
そ
れ

な
し
に
は
、
単
一
の
巨
大
な
波
と
な
っ
て
我
々
を
押
し
流
し
た
で
あ
う
つ
嵐
を
、
分
断
す
る
防
波
堤
」
の
役
割
を
は
た
し
た
。
ま
た
、
大
反

帝国主義の統治理性(2・完)

乱
の
中
心
と
な
っ
た
オ

l
ド
で
は
、
い
っ
た
ん
は
反
乱
側
に
投
じ
た
土
地
貴
族
タ
ル
ク
ダ

l
ル
が
英
国
側
に
帰
順
し
は
じ
め
た
こ
と
が
、
反

乱
平
定
の
分
水
嶺
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ベ
ン
ガ
ル
周
辺
で
は
、
英
国
側
の
援
軍
が
と
ど
こ
お
り
な
く
通
過
で
き
、
加
え
て
反
乱
鎮
圧
の
財

ベ
ン
ガ
ル
の
地
主
・
富
裕
層
が
英
国
側
に
敵
対
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
た
。

源
を
期
待
し
え
た
の
は
、

そ
れ
に
対
し
て
、

イ
ン
ド
人
民
衆
は
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
の
で
あ
っ
た
か
。
オ

1
ド
の
イ
ン
ド
人
小
農
民
に
つ
い
て
は
現
地
の
指
揮
官

と
キ
ャ
ニ
ン
グ
と
の
聞
に
意
見
の
対
立
が
あ
り
、

キ
ャ
ニ
ン
グ
が
ど
こ
ま
で
彼
ら
の
動
向
を
正
確
に
把
握
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問

も
あ
る
が
、
彼
の
認
識
は
、

ォ
l
ド
に
お
い
て
英
国
側
が
育
成
し
よ
う
と
し
た
「
自
営
農
民
層
」
の
行
動
を
観
察
し
、
「
そ
の
一
人
と
い
え

ど
も
、
彼
に
対
し
て
友
好
で
あ
っ
た
政
府
(
イ
ン
ド
政
庁
を
指
す
)
に
対
し
て
、
あ
え
て
忠
誠
を
守
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
即
ち
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
伝
統
的
支
配
層
か
ら
土
地
所
有
権
と
権
力
を
剥
奪
し
、
そ
れ
を
小
農
層
に
分
配
し
た

~t.法36 (3・111) 775 



説

の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
は
英
国
の
支
配
か
ら
利
益
を
受
け
て
お
り
、
伝
統
的
支
配
層
を
中
心
と
し
た
反
乱
に
反
対
の
声
を
あ
げ
て
し
か
る
べ

論

n
h
u
 

n
，，
 nr' 

)
 

ワ
μ

噌

E
A

唱

E
4

グ
に
と
ど
い
て
こ
な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
小
農
層
に
依
拠
し
て
イ
ン
ド
統
治
を
う
ち
た
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
トn

h
u
 

ntυ 法レlu--ィ

き
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
オ

i
ド
の
小
農
民
が
、
伝
統
的
支
配
層
か
ら
離
れ
て
異
な
る
立
場
を
表
明
し
た
と
い
う
情
報
は
キ
ャ
ニ
ン

従
っ
て
キ
ャ
ニ
ン
グ
に
と
っ
て
英
国
側
の
力
の
限
界
を
補
う
も
の
は
、
イ
ン
ド
の
伝
統
的
支
配
層
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
「
も
し
も
、
我
々

が
賢
明
な
ら
ば
、
我
々
は
時
を
移
さ
ず
、
よ
り
強
く
よ
り
実
質
的
な
紐
帯
で
、
イ
ン
ド
の
首
長
層
・
大
小
の
地
主
・
富
裕
層
と
我
々
と
を
結

び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
判
断
し
た
。
今
や
「
停
止
し
た
力
」
と
な
っ
た
英
国
に
と
っ
て
、
イ
ン
ド
支
配
の
安
定
化

の
鍵
は
、
イ
ン
ド
人
エ
リ
ー
ト
層
を
い
か
に
統
治
機
構
に
包
摂
し
て
い
く
か
、
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、

ロ
ン
ド
ン
で
は
、
リ
ベ
ラ
ル
派
全
体
が
深
刻
な
混
乱
に
落
入
っ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
、
政
治
改
革
の
推
進
主
体
で
あ
っ
た
コ
プ
デ

ン
や
ブ
ラ
イ
ト
の
影
響
力
は
す
で
に
一
八
五

0
年
代
に
は
大
き
く
後
退
し
て
い
た
が
、

ク
リ
ミ
ア
戦
争
と
イ
ン
ド
大
反
乱
の
よ
ぴ
お
こ
し
た

排
外
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、

そ
れ
に
追
打
ち
を
か
け
た
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
宗
教
的
な
改
革
運
動
は
イ
ン
ド
人
に
対
す
る
聖
戦
的

感
情
の
中
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

一
八
三

0
年
代
以
来
、
「
イ
ン
ド
改
革
」
を
推
進
し
て
き
た
ウ
ィ
ッ
グ
派
の
政
策
も
、
大
反
乱
の
発
生
に
よ

っ
て
混
迷
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

そ
れ
ま
で
ウ
ィ
ッ
グ
派
知
識
人
は
、
英
国
が
イ
ン
ド
を
植
民
地
化
し
「
イ
ン
ド
改
革
」
を
進
め
る
こ
と
を
、
イ
ン
ド
が
文
明
化
し
や
が
て

独
立
し
て
い
く
ま
で
の
過
渡
的
ス
テ
ッ
プ
と
意
味
付
け
て
い
た
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ト
レ
ヴ
エ
リ
ア
ン

(hZ
ュ2
聞
記
耳
白
三
吋
「
巾
〈
己
苫
ロ
)
は
、

一
八
五
三
年
に
、
イ
ン
ド
の
教
育
政
策
を
審
議
す
る
貴
族
院
の
委
員
会
で
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。
即
ち
、
彼
に
と
っ
て
、
イ
ン
ド
は

カ
ナ
ダ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
の
白
人
移
住
植
民
地
と
同
列
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
ド
の
改
革
が
順
調
に
進
め
ば
、

イ
ン
ド
は

独
立
へ
の
道
を
た
ど
る
こ
と
に
な
ろ
う
、

た
と
え
遣
い
将
来
に
イ
ン
ド
が
独
立
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
場
合
の

と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

英
印
問
の
経
済
関
係
は
、

ア
メ
リ
カ
独
立
後
の
英
米
間
の
貿
易
と
同
様
に
、
順
調
に
発
展
し
て
い
く
は
ず
で
あ
り
、
独
立
を
妨
げ
る
べ
き
で



み
」
。
ち

AFρ

、

l

J

I

 

(
担
)

と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、

ト
レ
ヴ
エ
リ
ア
ン
は
経
済
に
焦
点
を
あ
て
て
イ
ン
ド
統
治
に
伴
う
政
治
的
な
課
題
に
は
十
分
な
光

を
あ
て
る
こ
と
な
く
、

し
か
も
、
イ
ン
ド
人
が
英
国
の
「
改
革
」
を
受
入
れ
る
も
の
と
想
定
し
、
そ
の
「
改
革
」
の
成
果
は
英
印
双
方
に
と

っ
て
望
ま
し
い
、
と
い
う
予
定
調
和
的
な
英
印
関
係
の
イ
メ
ー
ジ
を
前
提
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
構
図

は
、
イ
ン
ド
大
反
乱
の
発
生
に
よ
っ
て
大
幅
に
論
拠
を
失
っ
た
。
即
ち
、
イ
ン
ド
人
は
英
国
の
「
改
革
」
政
策
を
受
入
れ
ず
、
し
か
も
、
「
改

革
」
の
帰
結
は
英
印
聞
の
対
決
で
あ
る
、
と
し
て
保
守
党
か
ら
攻
撃
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ト
レ
ヴ
エ
リ
ア
ン
の
長
年
の
盟
友
で
、
彼
の
妻
の
兄
で
あ
り
、

一
八
三
三
年
に
イ
ン
ド
の
教
育
改
革
を
立
案
し
た
マ
コ

i
レ
l
自
身
、

イ
ツ
グ
の
イ
ン
ド
政
策
の
破
産
を
認
め
て
い
る
。
大
反
乱
の
報
に
接
し
た
議
会
で
は
、
保
守
党
の
エ
レ
ン
ボ
ロ
ー
ら
が
、
反
乱
の
力
に
よ
る

抑
圧
、
強
力
な
軍
隊
、
強
力
な
イ
ン
ド
政
府
を
求
め
、
こ
れ
ま
で
の
「
改
革
」
的
政
策
を
手
び
か
え
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
を
抑
制
す
る
よ
う

{
剖
}

主
張
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
は
従
来
の
ウ
ィ
ッ
グ
派
の
イ
ン
ド
政
策
を
擁
護
し
た
。
こ
の
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
と
エ
レ
ン
ボ
ロ

l

の
討
議
を
聞
い
て
、

マ
コ

l
レ
l
は
、
自
分
が
支
援
す
べ
き
リ
ベ
ラ
ル
派
の
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
で
は
な
く
長
年
の
政
敵
エ
レ
ン
ボ
ロ

i
に
「
ほ

ぽ
完
全
に
」
賛
成
し
「
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
は
彼
が
思
っ
て
い
る
通
り
の
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
の
だ
。
ま
ち
が
い
な
く
、
彼
は
エ
レ
ン
ボ
ロ

l

帝国主義の統治理性(2・完)

や
私
と
同
意
見
な
の
だ
」
と
記
し
て
い
る
。
ウ
ィ
ッ
グ
史
観
の
旗
手
で
あ
っ
た
彼
は
、

ン
ボ
ロ

l
に
完
全
に
同
意
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
イ
ン
ド
を
め
ぐ
る
状
況
を
、

か
つ
て
は
正
反
対
の
イ
ン
ド
政
策
を
主
張
し
た
エ
レ

ア
・
マ
ソ
ド
・
ヮ
l
ル
l

-

お
}

日
記
の
中
で
「
狂
っ
た
世
界
!
」
と
さ
え
呼
ん
で
い
る
。

英
国
の
先
進
性
と
キ
リ
ス
ト
教
文
明
と
に
揺
ぎ
な
い
確
信
を
持
ち
、

そ
の
価
値
を
イ
ン
ド
社
会
に
伝
播
さ
せ
る
な
ら
ば
、
イ
ン
ド
を
文
明
化

し
た
社
会
に
再
編
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
消
え
、
そ
れ
と
と
も
に
、

か
つ
て
ダ
ル
フ

l
ジ
ー
が
な
し
た

よ
う
に
一
切
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
情
熱
を
そ
の
目
標
に
注
ぎ
込
む
と
い
う
姿
勢
も
リ
ベ
ラ
ル
た
ち
の
中
か
ら
は
薄
ら
い
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

彼
ら
の
か
か
げ
た
目
標
に
か
わ
る
も
の
は
容
易
に
発
見
さ
れ
え
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
政
治
家
が
二
重
思
考
に
落
ち
入
っ
て
い
る
間
に
、
世
論
の
イ
ン
ド
に
対
す
る
関
心
は
一
層
高
ま
っ
て
い
っ ウ
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説

た
。
し
か
も
、
新
間
報
道
を
通
じ
て
争
点
が
形
成
さ
れ
た
結
果
、

ト
レ
ヴ
エ
リ
ア
ン
、

J

・
S
・
ミ
ル
ら
、

そ
れ
ま
で
イ
ン
ド
政
策
に
重
要

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
知
識
人
の
サ
ー
ク
ル
は
、
情
報
収
集
の
面
で
も
政
策
決
定
の
面
で
も
、

か
つ
て
の
よ
う
な
独
占
的
な
地
位
を
失
つ

苦;、
両岡

た
。
彼
ら
の
よ
う
な
中
軸
と
な
る
解
釈
者
を
も
た
な
い
ま
ま
に
、
イ
ン
ド
大
反
乱
と
い
う
予
期
も
説
明
も
正
当
化
も
困
難
な
異
変
に
直
面
し

た
世
論
は
、
激
し
く
動
揺
し
、
様
々
な
解
釈
が
混
乱
し
た
ま
ま
に
主
張
さ
れ
た
。

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ハ
ッ
チ
ン
ス

q
E
2
2
Z
E与
5
印
)
の
巧

み
な
表
現
に
よ
れ
ば
、
「
イ
ン
ド
大
反
乱
は
、
英
国
が
あ
ま
り
に
多
く
の
こ
と
を
や
り
す
ぎ
た
結
果
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
あ
ま
り
に
少
し

し
か
や
ら
な
き
す
ぎ
た
結
果
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
英
国
が
あ
ま
り
に
苛
酷
で
あ
っ
た
た
め
に
生
じ
、
あ
る
い
は
、
あ
ま
り
に
寛
大
で
あ
っ
た

た
め
に
生
じ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
ス
ケ

l
プ
ゴ

l
ト
に
さ
れ
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
反
イ
ン
ド
人
感
情
が
昂
進
し
て
い
く
と

い
う
実
に
「
タ
イ
ミ
ン
グ
の
悪
い
」
瞬
間
に
、
英
国
軍
に
対
し
て
無
差
別
の
報
復
を
禁
じ
た
「
お
情
け
深
い
キ
ャ
ニ
ン
グ
」
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
一
八
五
七
年
秋
以
降
、
戦
局
が
英
国
に
有
利
に
向
い
は
じ
め
る
に
つ
れ
て
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
に
対
す
る
非
難
は
消
え
、

そ
れ
に
か
わ
る

攻
撃
目
標
と
な
っ
た
の
は
東
イ
ン
ド
会
社
で
あ
っ
た
。

イ
ン
ド
支
配
が
途
方
も
な
く
大
き
な
課
題
で
あ
る
点
を
、
人
々
は
共
通
に
理
解
し
た
。
し
か
も
、

一
世
紀
前
に
イ
ン
ド
征
服
に
着
手
し

そ
の
後
イ
ン
ド
を
支
配
し
て
き
た
も
の
は
東
イ
ン
ド
会
社
と
い
う
少
数
者
で
あ
っ
た
が
、
大
反
乱
に
見
舞
わ
れ
た
後
イ
ン
ド
の
再
征
服
が
可

能
に
な
っ
た
の
は
、
国
民
的
な
支
援
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
、
多
く
の
人
々
は
感
じ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
イ
ン
ド

統
治
を
東
イ
ン
ド
会
社
の
よ
う
な
少
数
者
の
手
に
担
ね
て
お
く
べ
き
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
を
英
国
国
民
の
手
の
も
と
に
し
っ
か
り
つ
な
ぎ
と

め
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、

と
い
う
議
論
は
賛
成
を
得
や
す
か
っ
た
。
政
治
指
導
者
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
世
論
の
動
向
を
鋭
敏
に
祭

知
し
た
。
し
か
も
、

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
と
ア
ル
パ

1
ト
公
は
、
イ
ン
ド
支
配
に
な
み
な
み
な
ら
ぬ
関
心
を
示
し
て
お
り
、
彼
ら
は
そ
の
点

か
ら
も
何
ら
か
の
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
パ
ー
マ
ス
ト
ン
は
、

一
八
五
七
年
暮
に
東
イ
ン
ド
会
社
の
廃
止
を
決
意
し
、

ク
ラ
レ
ン
ド
ン

(
C
g
G巾
巧

-
Z
E
E
-
E
2
K
Z
〈
ニ

za-同
町
巾
品
片
町
閉
山
田
『

-
o『

n
z
z
E
Cロ
)
に
、

そ
れ
に
か
わ
っ
て
ど
の
よ
う
な
統
治
形
態
を
と
る
べ
き
か
を
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一
泊
)

検
討
す
る
よ
う
に
依
頼
し
、
内
閣
最
大
の
課
題
と
し
て
取
組
む
姿
勢
を
示
し
た
。
他
方
、
デ
ィ
ス
レ
イ
リ

l
も
、
す
で
に
一
八
五
七
年
一

O

ス
テ

y
ピ
〆
グ
・
ス
ト
ー
ン

月
に
イ
ン
ド
問
題
を
ト

i
リ
l
党
が
権
力
を
掌
握
し
て
い
く
た
め
の
「
飛
び
石
」
と
位
置
づ
け
、
「
ウ
ィ
ッ
グ
党
が
完
全
に
失
っ
て
し
ま
っ

た
イ
ン
ド
に
お
け
る
帝
国
の
再
建
以
上
に
、
公
衆
の
信
頼
を
求
め
る
根
拠
と
な
り
、
国
民
の
歓
声
を
よ
び
お
こ
す
栄
光
に
み
ち
た
主
張
は
あ

り
え
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
問
題
は
政
権
担
当
能
力
の
試
金
石
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
植
民
地
支
配
の
理
念
を
欠
い
た
ま

ま
、
政
党
の
こ
の
よ
う
な
思
惑
は
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
廃
止
と
「
女
王
宣
言
」
に
決
着
し
て
い
く
、
政
治
変
動
を
つ
く
り
出
し
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
ロ
ン
ド
ン
で
決
定
さ
れ
た
変
化
の
影
響
は
、
イ
ン
ド
に
と
っ
て
は
象
徴
的
な
レ
ベ
ル
に
止
ま
り
、
現
地
の
統
治
構
造
や

人
事
に
は
根
本
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
「
そ
の
偉
大
な
帰
結
は
名
前
の
変
化
で
あ
っ
た
」
と
い
う
、
廃
止
さ
れ
た
東

イ
ン
ド
会
社
の
理
事
に
よ
る
皮
肉
な
表
現
は
、
イ
ン
ド
現
地
に
関
す
る
か
ぎ
り
適
切
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、

な
に
ゆ
え
に
一
片
の
「
女
王

宣
言
」
が
、
英
国
の
イ
ン
ド
統
治
に
一
時
代
を
画
す
る
政
治
的
意
味
を
持
ち
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
が
大
反
乱

の
鎮
圧
の
過
程
で
、
デ
・
フ
ァ
ク
ト
に
推
進
し
、
あ
る
い
は
準
備
し
て
き
た
統
合
の
方
法
と
、
「
女
王
宣
言
」
と
が
、
極
め
て
適
合
的
で
あ
っ

た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
女
王
宣
言
」
は
、

キ
ャ
ニ
ン
グ
の
統
治
意
図
を
、
最
上
位
の
権
威
で
あ
る
女
王
の
名
に
よ
っ
て
鮮
明

に
表
現
す
る
役
割
を
は
た
し
た
の
で
あ
る
。

帝国主義の統治理性(2・完)

異
民
族
支
配
の
最
大
の
困
難
は
、
治
者
と
被
治
者
が
言
語
的
・
文
化
的
な
障
壁
に
へ
だ
て
ら
れ
、
相
互
の
意
志
の
疏
通
が
さ
ま
た
げ
ら
れ

る
点
で
あ
る
。
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
「
女
王
宣
言
」
の
発
布
を
、
華
々
し
い
祭
典
と
し
て
演
出
し
た
が
、
こ
の
政
治
的
な
意
味
は
イ
ン
ド
の
エ
リ
ー

ト
層
に
は
理
解
さ
れ
て
も
、
「
莫
大
な
イ
ン
ド
下
層
民
衆
に
は
何
の
影
響
も
あ
た
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
彼
は
、

ま
た
「
女
王
宣
言
」
を
イ
ン
ド
の
様
々
な
現
地
語
に
翻
訳
さ
せ
、

そ
れ
を
自
ら
の
イ
ン
ド
統
治
の
記
念
と
し
て
大
英
博
物
館
に
寄
贈
し
て
い
る

が
、
そ
の
翻
訳
は
実
に
一
七
種
類
に
及
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
イ
ン
ド
統
合
が
い
か
に
容
易
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
を
う
か
が
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
民
衆
を
全
体
と
し
て
掌
握
す
る
こ
と
に
限
界
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
、
彼
は
統
治
の
柱
と
な
る
伝
統
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説

的
支
配
層
・
有
力
者
・
エ
リ
ー
ト
層
と
い
う
薄
い
層
を
す
く
い
と
り
、
支
配
構
造
の
中
に
包
摂
し
て
い
く
手
段
を
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

論

デ
リ
!
の
陥
落
と
ラ
ク
ノ
!
の
救
出
か
ら
一
年
を
経
た
一
八
五
八
年
秋
に
も
、
ま
だ
反
乱
側
の
残
存
部
隊
の
抵
抗
は
続
き
、
そ
れ
に
対
す

る
英
国
側
の
掃
討
作
戦
も
依
然
続
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
に
と
っ
て
は
、
な
に
よ
り
も
反
乱
に
政
治
的
な
終
止
符
を
打
つ
象
徴

的
行
事
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
大
反
乱
が
イ
ン
ド
全
域
を
震
揺
さ
せ
た
以
上
、
イ
ン
ド
全
域
に
及
ぶ
終
結
宣
言
が
求
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

プ
レ
ジ
デ
一
J

シ
1

「
そ
の
日
(
一
八
五
八
年
一
一
月
一
日
)
女
王
宣
言
は
英
語
、
及
び
、
現
地
語
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
。
場
所
は
三
首
都
及
び
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
、

即
ち
、

ア
l
ラ
パ

l
ド
・
カ
ル
カ
ッ
タ
・
マ
ド
ラ
ス
・
ボ
ン
ベ
イ
・
ラ
ク
ノ

l
・
ラ
ホ

l
ル
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
山
岳
地
帯
の
麓
ペ
シ
ャ

ワ
・
イ
ン
ダ
ス
の
河
口
カ
ラ
チ
・
イ
ラ
ワ
ジ
の
岸
ラ
ン
グ

l
ン
。
適
切
な
祝
砲
と
パ
レ
ー
ド
を
命
ず
る
。
役
所
は
二
日
間
休
日
。
カ
ル
カ
ッ

マ
ド
ラ
ス
・
ボ
ン
ベ
イ
も
同
様
。
」

タ
と
ア

1
ラ
パ

l
ド
で
は
街
の
か
ざ
り
つ
け
と
花
火
(
現
地
人
に
最
適
の
催
し
)

を
行
う
。

こ
の
英
国
支
配
機
構
を
総
動
員
し
た
支
配
再
建
の
祝
典
は
、
被
治
者
の
動
揺
を
終
息
さ
せ
、
キ
ヤ
ニ
ン
グ
が
主
導
権
を
回
復
し
て
い
く
政

治
攻
勢
の
第
一
弾
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
自
ら
の
手
で
「
女
王
宣
言
」
を
使
い
や
す
い
形
に
要
約
し
た
。
さ
ら
に
、

の
手
紙
の
中
で
「
本
心
を
言
え
ば
、
見
せ
も
の
と
騒
々
し
さ
は
、

そ
っ
は
で
き ス
なタ
し、世ン
L....-レ
と l
述へ

も
う
す
こ
し
少
な
く
で
き
れ
ば
い
い
の
だ
が
、

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
人
の
関
心
を
引
き
つ
け
る
た
め
の
演
出
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
自
身
、
「
(
女
王
が
)

信
託
を
あ
た
え
た
愛
す
る
従
弟
、
初
代
の
イ
ン
ド
副
王
に
し
て
イ
ン
ド
総
督
」
と
い
う
「
女
王
宣
言
」
が
規
定
し
て
い
る
役
割
を
演
じ
き
っ
た

の
で
あ
る
。

第
二
の
政
治
攻
勢
と
し
て
、

一
八
五
九
年
一

O
月
か
ら
五
ヶ
月
間
、
及
び

一
八
六

O
年
冬
期
の
二
度
に
わ
た
り
、
長

キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、

期
間
の
巡
幸
を
行
っ
た
。
そ
の
地
域
は
、
イ
ン
ド
東
部
の
カ
ル
カ
ッ
タ
か
ら
西
北
部
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
境
の
ペ
シ
ャ
ワ
ま
で
の
広
大
な
地
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域

i
l反
乱
軍
が
疾
走
し
た
全
域
を
含
む
|
|
に
及
ん
だ
。
彼
は
行
く
先
々
で
ダ

l
パ

1
3
R
E『
)
と
呼
ば
れ
る
イ
ン
ド
の
伝
統
的
な
形

式
に
も
と
づ
く
謁
見
を
く
り
か
え
し
た
。
そ
し
て
、
反
乱
鎮
圧
に
功
績
の
あ
っ
た
有
力
者
た
ち
に
は
、
勲
章
や
賞
金
、
そ
れ
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
女
王
の
姿
が
刻
印
さ
れ
た
メ
ダ
ル
な
ど
を
授
与
し
た
。
ま
た
、
後
継
子
が
な
い
た
め
に
「
失
効
原
理
」
に
よ
っ
て
領
地
を
失
う
こ
と
を
懸

念
す
る
藩
王
た
ち
ゃ
、
あ
る
い
は
反
乱
中
の
反
英
的
活
動
を
理
由
に
土
地
を
没
収
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
心
暗
鬼
に
落
ち
入
っ
て
い

る
土
地
貴
族
に
対
し
て
は
、

サ
ナ

l
ド
(
∞
自
白
骨
)
と
呼
ば
れ
る
伝
統
的
な
形
式
の
文
書
に
サ
イ
ン
し
て
確
信
を
あ
た
え
た
。

副
王
が
、
直
接
に
、

し
か
も
、
イ
ン
ド
の
統
治
的
儀
式
に
則
っ
て
、
イ
ン
ド
人
有
力
者
に
接
し
た
効
果
は
絶
大
で
あ
っ
た
。
各
地
で
、
キ

ヤ
ニ
ン
グ
へ
の
謁
見
を
求
め
て
、
遠
方
よ
り
イ
ン
ド
人
エ
リ
ー
ト
層
が
あ
ら
そ
っ
て
ダ
!
バ

l
に
つ
め
か
け
、

そ
の
一
帯
は
ダ

l
パ
l
の
話

題
で
も
ち
き
り
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
他
の
有
力
者
の
、
つ
け
た
饗
応
ゃ
、
接
受
の
格
式
と
比
較
し
、
英
国
側
の
白
分
に
対
す
る
位
置
付
け
を

確
か
め
、
競
争
し
、

そ
し
て
、
嫉
妬
し
た
。
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
イ
ン
ド
政
治
史
上
で
も
例
外
的
な
巡
幸
の
実
施
に
よ
っ
て
、
支
配
者
と
し
て
の

求
心
力
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
奥
地
へ
の
旅
行
は
、
場
所
に
よ
っ
て
人
間
の
肩
一
に
か
つ
が
れ
、
あ
る
い
は

帝国主義の統治理性(2・完)

ラ
ク
ダ
の
輸
送
力
に
頼
っ
た
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
地
点
で
テ
ン
ト
牛
活
が
強
い
ら
れ
た
。
こ
の
行
程
に
同
道
し
た
キ
ャ
ニ
ン
グ
夫
人
の
目

エ
〆
プ
テ
ィ
ー

か
ら
は
繰
返
さ
れ
る
謁
見
は
「
退
屈
な
儀
式
」
に
す
ぎ
ず
「
空
疎
な
シ
ョ

l
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
も
と
に
つ
め
か
け
る

イ
ン
ド
人
の
数
の
多
さ
と
彼
ら
の
好
意
的
態
度
を
見
て
、
彼
女
も
、
「
旅
行
は
有
意
義
で
、
成
功
し
た
試
み
で
あ
り
、
苦
痛
に
値
す
る
も
の
」

と
判
断
し
て
い
た
。

「ダ

l
パ

l
は
大
成
功
で
す
。
(
ロ
ン
ド
ン
の
あ
な
た
に
は
)
信
じ
難
い
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
現
地
の
首
長
た
ち
は
皆
、
総
督
の
非

常
に
気
持
ち
の
良
い
丁
重
な
謁
見
に
魅
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、
彼
ら
首
長
た
ち
の
白
か
ら
見
て
、
こ
れ
ま
で
と
何
が
違
っ
て
い
る
の
か

を
知
り
た
く
て
、
再
三
再
四
た
ず
ね
て
み
ま
し
た
。
そ
れ
で
わ
か
っ
た
の
で
す
が
、
彼
ら
は
こ
れ
ま
で
、
冷
た
く
倣
慢
な
仕
方
で
接
せ
ら
れ

五
百
人
も
の
首
長
が
謁
見
を
求
め
て
い
ま
す
。
」

て
い
た
の
で
す
。
:
:
:
ラ
ホ

l
ル
で
は
今
、
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説

実
際
、

イ
ン
ド
の
伝
統
的
支
配
層
か
ら
見
れ
ば
、

ダ
ル
フ

i
ジ
!
の
併
合
政
策
か
ら
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
和
解
と
現
状
維
持
の
政
策
へ
と
、
英

国
の
政
策
は
一
八

O
度
転
換
し
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
の
変
容
ぶ
り
を
副
王
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
行
為
か
ら
直
接
に
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

~~ 

員岡

当
時
、
被
治
者
の
側
に
立
っ
た
は
ず
の
イ
ン
ド
人
か
ら
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
「
こ
れ
ま
で
の
ど
の
イ
ン
ド
総
督
よ
り
も
我
々
の
権
利
を
確
保
し
、

ヒ
ン
ズ
ー
の
間
に
、
近
年
大
変
動
揺
し
た
英
国
統
治
に
対
す
る
信
頼
を
回
復
す
る
た
め
の
貢
献
が
多
大
で
あ
っ
た
」
と
称
賛
さ
れ
た
こ
と
は
、

そ
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
。

キ
ヤ
ニ
ン
グ
の
第
三
の
、

そ
し
て
総
仕
上
げ
に
な
っ
た
政
治
攻
勢
は
、
英
国
人
統
治
者
と
イ
ン
ド
人
エ
リ
ー
ト
全
体
に
及
ぶ
称
号
と
ス
テ

イ
タ
ス
の
革
命
で
あ
っ
た
。
す
で
に
、
「
女
王
宣
言
」
に
よ
っ
て
総
督
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
王
冠
の
権
威
を
イ
ン
ド
で
代
表
す
る
副
王
と
な
り
、
東

イ
ン
ド
会
社
の
文
官
と
軍
人
も
、
王
冠
に
直
結
し
た
官
吏
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
大
小
の
藩
王
た
ち
も
、
女
王
の
臣
民
と
な
り
、
イ
ギ
リ
ス

の
直
接
統
治
下
の
イ
ン
ド
人
も
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
、
英
国
人
と
同
等
の
臣
民
と
し
て
平
等
の
権
利
が
あ
る
と
宣
言
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
「
女
王
宣
言
」
と
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
巡
幸
は
、
大
々
的
な
論
功
行
賞
で
飾
ら
れ
た
o

イ
ン
ド
各
地
の
統
治
責
任
者
は
、
反
乱
鎮
圧
過
程
で
の

貢
献
度
や
統
治
の
補
助
者
と
し
て
の
重
要
性
に
応
じ
て
、
褒
賞
を
申
請
す
る
イ
ン
ド
人
の
リ
ス
ト
を
総
督
の
も
と
に
送
り
、

そ
れ
に
も
と
づ

い
て
叙
勲
の
ラ
ン
ク
や
接
受
の
順
序
や
格
式
な
ど
が
決
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、

ロ
ン
ド
ン
で
は
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
に
伯
爵
の
位

を
授
げ
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
レ
ン
ス
や
キ
ャ
ニ
ン
グ
ら
の
功
労
者
に
大
十
字
勲
章
を
与
え
、
両
院
議
会
は
イ
ン
ド
政
庁
高
官
を
名
指
し
で
感
謝

決
議
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
と
キ
ャ
ニ
ン
グ
と
の
間
で
、
イ
ン
ド
統
治
に
功
労
の
あ
っ
た
英
国
人
と
イ
ン
ド
人
支
配
者

ナ
イ
ト
・
フ
l
ド

の
双
方
を
対
象
と
す
る
王
冠
護
衛
の
騎
士
称
号
の
新
設
が
検
討
さ
れ
、
「
女
王
宣
言
」
発
布
三
周
年
の
一
八
六
一
年
一
一
月
一
目
、
キ
ャ
ニ
ン

グ
を
グ
ラ
ン
ド
・
マ
ス
タ
ー
と
し
、
九
名
の
イ
ン
ド
の
伝
統
的
支
配
者
と
九
名
の
英
国
人
よ
り
な
る
「
イ
ン
ド
の
星
」

(
P
R
Cご
ロ
去
と
の

構
成
メ
ン
バ
ー
が
発
表
さ
れ
た
。

こ
の
体
系
的
な
恩
賞
の
分
配
は
、
「
女
王
宣
言
」
と
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
巡
幸
が
呼
び
お
こ
し
た
イ
ン
ド
人
の
キ
ャ
ニ
ン
グ
か
ら
褒
賞
を
得
ょ
う
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と
す
る
無
秩
序
な
競
争
に
対
し
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
側
か
ら
彼
ら
の
序
列
を
決
定
し
、
秩
序
化
し
て
い
く
と
い
う
政
治
的
な
意
味
を
持
っ
て
い

た
。
彼
ら
は
女
王
に
当
て
た
手
紙
の
中
で
、
彼
に
謁
見
を
求
め
て
カ
ル
カ
ッ
タ
に
や
っ
て
く
る
マ
ハ
ラ
ジ
ャ
た
ち
の
対
抗
意
識
や
嫉
妬
心
に

手
を
焼
い
て
お
り
、
彼
ら
に
は
西
欧
に
お
け
る
騎
士
団
が
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
聞
の
平
等
意
識
や
兄
弟
愛
が
欠
如
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
人
相
互
の
対
抗
意
識
こ
そ
が
彼
ら
を
王
冠
に
対
す
る
恭
順
に
む
け
て
駆
り
立
て
て

い
る
こ
と
も
、
女
王
に
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
イ
ン
ド
人
の
分
立
状
態
こ
そ
が
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
統
治
を
安
定
さ
せ
る
必
須
条
件
で
あ
る
こ

と
を
、
彼
は
熟
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
王
冠
を
中
心
と
し
た
統
合
政
策
は
、
後
の
デ
ィ
ス
レ
イ
リ
ー
に
よ
る
「
国
王
称
号
法
」
(
月
ミ
と
寸
正
巾
〉
2
・
女
王
ヴ
ィ
ク
ト

エ
ン
ペ
レ
ス

リ
ア
の
イ
ン
ド
女
帝
就
任
。

一
八
七
六
年
)
か
ら
大
英
帝
国
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
象
徴
す
る
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
在
位
六
十
年
式
典
」

(ロ
3
ヨ
c
E
E
Z巾
?
一
八
九
七
年
)
に
至
る
帝
国
政
策
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
一
九
世
紀

後
半
の
帝
国
政
策
が
、
英
国
人
の
人
種
的
な
優
越
意
識
に
色
ど
ら
れ
、
帝
国
の
力
と
栄
光
を
誇
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
キ
ャ

ニ
ン
グ
の
政
策
は
イ
ン
ド
大
反
乱
と
い
う
軍
事
的
挑
戦
に
対
抗
し
た
政
治
的
応
戦
で
あ
り
、
帝
国
の
力
の
限
界
を
前
提
と
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
イ
ン
ド
人
エ
リ
ー
ト
に
対
し
て
権
力
を
移
譲
し
、
あ
る
い
は
、
将
来
授
権
す
る
と
い
う
期
待
感
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、
統
合
を
目
指
し

帝国主義の統治理性(2・完)

て
い
た
の
で
あ
る
。

大
反
乱
と
そ
の
後
の
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
対
応
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ま
で
英
本
国
の
中
で
政
治
的
な
注
目
を
浴
び
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
イ
ン
ド

は
、
今
や
大
英
帝
国
の
主
柱
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
至
り
、

イ
ン
ド
か
ら
見
れ
ば
カ
ル
カ
ッ
タ
は
ロ
ン
ド
ン
に
次
ぐ
帝
国
の
第
二
の
首
都
と

さ
え
み
な
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
巨
大
な
領
土
を
有
す
る
藩
王
た
ち
も
、
版
図
の
保
全
を
保
障
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
イ
ン
ド
に

お
い
て
王
冠
を
守
る
支
柱
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
英
語
教
育
を
受
け
た
カ
ル
カ
ッ
タ
な
ど
都
市
部
の
イ
ン
ド
人
エ
リ
ー
ト
は
、
「
女

王
宣
言
」
の
中
の
、
人
種
、
宗
教
の
い
か
ん
を
と
わ
ず
イ
ン
ド
政
府
の
役
職
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
一
節
か
ら
、
英
国
は
イ
ン
ド
人
に
対
し
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説

て
平
等
の
政
治
的
権
利
を
認
め
て
い
く
方
向
に
あ
る
と
い
う
期
待
感
を
抱
い
た
。
実
際
、

キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、

そ
の
期
待
に
応
え
る
べ
く
、
現

地
採
用
で
非
高
等
文
官
職
に
つ
い
て
い
る
イ
ン
ド
人
を
、
高
等
文
官
待
遇
の
職
に
昇
進
さ
せ
る
努
力
を
行
い
、

さ
ら
に
、

ロ
ン
ド
ン
で
行
わ

吾乏為

自岡

れ
て
い
る
高
等
文
官
職
の
採
用
の
門
戸
を
イ
ン
ド
人
に
も
聞
い
た
。
こ
の
二
つ
の
措
置
は
英
国
人
の
高
等
文
官
の
根
強
い
反
対
を
押
し
切
っ

て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
に
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
意
に
反
し
て
、
イ
ン
ド
人
が
非
高
等
文
官
か
ら
高
等
文
官
に
昇
進
す
る
道
は
、
彼
ら

に
よ
っ
て
事
実
上
関
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
決
定
に
よ
り
、
イ
ン
ド
人
エ
リ
ー
ト
は
統
治
機
構
に
参
入
す
る
期
待
感
を
さ
ら
に

高
め
た
の
で
あ
り
、
若
く
て
野
心
的
な
イ
ン
ド
人
が
、
高
等
文
官
試
験
を
目
指
し
て
、
続
々
と
試
験
地
ロ
ン
ド
ン
に
渡
航
し
て
い
く
と
い
う

事
態
を
引
き
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。

キ
ャ
ニ
ン
グ
は
一
八
六
一
年
初
旬
に
、
大
反
乱
の
中
心
で
あ
っ
た
ラ
ク
ノ

l
を
訪
問
し
た
。
こ
の
ラ
ク
ノ
ー
を
、
彼
は
イ
ン
ド
統
治
の
一
舟

建
モ
デ
ル
と
み
な
し
、

か
つ
て
英
国
支
配
の
最
も
根
強
い
抵
抗
者
で
あ
っ
た
タ
ル
ク
ダ

l

一
つ
の
政
治
的
実
験
を
試
み
て
い
た
。
そ
れ
は
、

ル
を
、
単
に
土
地
所
有
者
と
認
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
権
力
の
一
部
を
も
彼
ら
に
移
譲
し
、
植
民
統
治
の
最
も
重
要
な
支
配
機
構
で
あ

る
治
安
判
事
と
徴
税
人
の
役
職
に
彼
ら
を
任
命
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
イ
ン
ド
有
力
者
の
植
民
地
行
政
へ
の
編
入
と
い
う
実
験

は
、
彼
の
目
に
は
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
映
っ
た
。
治
安
判
事
と
し
て
熱
心
に
活
動
し
て
き
た
十
六
、
七
人
の
タ
ル
ク
ダ

1
ル
と
間
近
に
会

見
し
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
に
書
き
送
っ
て
い
る
。

「
タ
ル
ク
ダ

l
ル
た
ち
の
顔
付
き
や
挙
動
の
変
化
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
、
本
当
に
気
持
が
よ
か
っ
た
。
:
:
:
連
中
は
、
胸
を
は
り
、
堂
々

と
歩
き
、
正
面
を
見
て
、
微
笑
を
た
た
え
、
自
信
を
み
な
ぎ
ら
せ
、
あ
た
か
も
生
れ
て
以
来
の
廷
臣
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
部
屋
に
入
つ

て
き
た
。

一
八
ヶ
月
前
に
は
、
彼
ら
は
こ
そ
こ
そ
と
忍
び
歩
き
、

ま
る
で
不
士
口
を
予
兆
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
卑
劣
漢
の
顔
を
し

下
を
向
き
、

て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
信
任
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、
彼
ら
の
権
威
に
対
し
英
国
人
か
ら
も
現
地
人
の
す
べ
て
の
階
級
の
人
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割
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h
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説

の
よ
う
な
女
性
を
異
教
徒
が
「
虐
殺
」
し
た
こ
と
の
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
。

(

叩

)

』

ER--)司
品

品

吋

i
日
品

(
日
)
虫
ロ
ロ
ミ
・
4
F
D
呂
田
少
(
巾
ι
-
Y
吋
~
】
巾
h
え
な
ヨ
ミ
ミ
h
以
内
白
巴
宮
、
.
〈
D
-
〈
{
凶
行
田
g
g
三
闘
の
a
n
M
W
E
F
『
丘
阻
め
己
ロ
=
2
巴
々
日
ν
2
g
e
H
ψ
∞
同
)
同
V
H
{
)
ω

(
ロ
)
一
八
五
七
年
九
月
三

O
日
の
演
説
。
∞
5
r
z
・
8
2
唱
〈
。
-
2
4
日

)03・

(
日
)
∞
。
-
F
n
F
コ
印
E
ロ
ク
ヨ
町
内
。
ミ
g
b
S
E
位
。
円
。
勾
h
W
R
a
(
戸
。
ロ
ι
o
ロ
-
河
D
E
-
E
問
。
除
問
。
包
口
問
u
g
-
-
H
句
、
口
)
円
)
司
回
目
∞
1
⑦ω

(
は
)
大
反
乱
に
巻
き
込
ま
れ
な
か
っ
た
南
イ
ン
ド
ゃ
、
あ
る
い
は
反
乱
発
生
の
危
険
性
が
あ
り
な
が
ら
反
乱
の
波
及
し
な
か
っ
た
北
イ
ン
ド
の
地
域
で
は
、

英
国
人
行
政
官
の
反
乱
に
対
す
る
意
味
づ
け
が
、
実
際
に
反
乱
を
体
験
し
た
人
々
と
は
微
妙
に
食
い
達
っ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
日
)
宮
耳
恒
三
3
・
閉
山
田
呂
田
4
(
巾
p
y
ミ
g
-
R
5
2
。
ご
常
と
』
門
司
自
民
h
え
な
ロ
ミ
ミ
と
ミ
c
g
m
g
~
同
』
「
図
R
E
町
三
匂
町
民
宅
問
色
町
M
e
〈
。
}
口
'
(
F
D
E
。
ロ
-
E
∞
め
)

宅
-
N
吉
田
∞
ζ
2
2
-
『
4
8
2
F
a
円
)
H
C
N
に
引
用
。

(日
)
O
】
印
吋
田
市
-
ニ
o
m
g
三
四
日
子
同
ω
〉
t
四
・
】
∞
印
∞
切
口
円
r
-
P
D
司
‘
2
7
-
J
〉
司
・
同
⑦
∞

(げ

)
Z
O
D
「
巾
-
m」
-
M
U
『
n
E
立
な
で
で
き
民
ぱ
『
口
忠
告
、
。
』
』
円
、
‘
』
h
h
u
n
a
-
(
之
さ
円
z
g
g
「
-
宮
田
口
円
Z
2
R
C
2
2
3
-
片
山
『
司
Z
E
-
-
。
。
。
)
司
ニ
∞
・
と
く
に
ウ
ッ
ド

は
、
一
八
五
四
年
の
イ
ン
ド
教
育
改
革
法
の
提
案
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
草
案
の
重
要
な
部
分
を
ア
レ
キ
サ
ン
ダ

l
・
ダ
フ
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
の
よ

う
な
経
緯
か
ら
も
、
聖
職
者
か
ら
の
圧
力
に
弱
か
っ
た
。
g
E
・

3

5
∞

コ

(凶

)
(
U
白
口
出
回
口
四
円
。
司
『
ミ
タ
H
Z
。
〈
・
同
∞
。
。
豆
同
門
}
由
開
g
e
。
-
Y
2
7
百
・
印
。
・

(
川
口
)
司
「
ぬ
【
な
コ
円
古
』
e

出
血

=
E
3可

(F-m巳丹市口白門戸片ーの。話『ロ
C

『
D
『
田
町
ロ
岡
山
一
)
円
。
(
い
出
口
口
E
m
-
N
ω
司
巾
U
H
∞
印
∞
ζ
巾
門
円
引
に
円
。
唱
。
門
戸
?
司
H
C
H

(
初

)
(
U
2
g
p
E
司
E
S
〉
ロ
ロ
タ
ミ
町
包
。
弓
。
h
c
g
』
1
h
m
町
民

E
ミ
ト
ロ
出
込
町
三
円
。
戸
(
「
。
E
。
P
E
己
)
司
呂
町
宮
2
2
一
円
。
℃
-
a
?
司
H
C
H

(
幻
)
イ
ン
ド
に
お
け
る
英
語
教
育
と
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
は
、
若
い
ヒ
ン
ズ
ー
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
宗
教
的
な
挑
戦
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
う

ち
で
も
平
等
思
想
の
及
ぼ
し
た
衝
撃
は
深
い
も
の
が
あ
っ
た
o

し
か
し
、
彼
ら
に
と
っ
て
ヒ
ン
ズ
ー
は
宗
教
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
社
会
規
範
と
生
活
様

式
そ
の
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
は
、
カ

i
ス
ト
の
喪
失
な
ど
社
会
生
活
全
般
に
影
響
を
及
ぼ
す
革
命
的
な
変
化
を
意
味
し
た
。
従
っ
て
、

改
宗
に
伴
う
社
会
的
コ
ス
ト
が
極
め
て
大
き
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
幼
年
期
よ
り
様
々
な
経
典
、
に
接
し
て
、
教
義
に
つ
い
て
の
知

的
訓
練
を
受
け
て
い
た
ヒ
ン
ズ
ー
知
識
人
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
は
彼
ら
自
身
で
解
釈
し
、
ヒ
ン
ズ
ー
の
教
義
と
対
比
し
相
対
化
す
る
こ
と
が

容
易
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
て
も
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
英
国
人
司
祭
の
精
神
的
支
配
化
に
入
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
教
義

の
解
釈
格
を
め
ぐ
る
対
立
が
、
す
ぐ
さ
ま
発
生
し
た
。
こ
の
よ
う
な
要
因
が
重
な
り
あ
っ
て
、
ヒ
ン
ズ
ー
知
識
人
の
大
多
数
は
、
改
宗
す
る
よ
り
は
、
ヒ

論

北法36(3・122)786 



帝国主義の統治理性(2・完)

ン
ズ
!
の
改
革
運
動
や
新
興
宗
教
で
あ
る
ブ
ラ

l
モ
‘
サ
マ
ジ

3
3
E目。

rBと
)
な
ど
に
共
感
を
寄
せ
る
に
止
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
が
、
ア

フ
リ
カ
の
い
く
つ
か
の
地
域
の
よ
う
に
飛
躍
的
に
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
知
識
人
が
植
民
地
化
に
と
も
な
う
西
欧
化
の
衝
撃
を
、
宗
教
的
な
レ
ベ
ル
の
挑
戦
と
受
け
止
め
て
そ
れ
に
応
戦
し
て
い
っ
た
一

人
五

O
年
l
六

0
年
代
に
、
英
国
で
は
「
世
俗
化
」
の
波
が
押
し
よ
せ
て
い
た
。
鉄
道
網
の
完
成
、
巨
大
な
工
場
と
工
業
都
市
、
大
衆
新
聞
の
登
場
な
ど
、

一
八
五
一
年
の
ロ
ン
ド
ン
万
国
博
に
象
徴
さ
れ
る
新
し
い
社
会
に
お
い
て
は
、
倫
理
規
範
の
問
題
は
聖
書
で
は
覆
い
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

ザ

リ

ジ

ヤ

ス

モ

ラ

リ

ソ

ン

ユ

意
識
が
広
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
信
仰
が
深
い
こ
と
と
、
規
範
を
持
つ
こ
と
と
の
議
離
が
い
や
お
う
な
く
感
じ
ら
れ
は
じ
め
た
。
神
の
手
か
ら
独
立
し
た
自

然
界
の
法
則
性
の
追
求
(
ダ

l
ウ
ィ
ン
の
「
種
の
起
源
』
)
や
非
宗
教
的
で
あ
る
自
由
の
擁
護

(
J
-
s
・
ミ
ル
の
「
自
由
論
』
)
は
、
と
も
に
一
八
五
九
年

に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
イ
ン
ド
知
識
人
の
宗
教
レ
ベ
ル
で
の
問
か
け
に
対
し
て
、
英
国
人
知
識
人
が
宗
教
の
レ
ベ
ル
で
正
面
か
ら
再
応
戦

す
る
こ
と
は
、
当
時
の
知
的
な
状
況
に
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
に
、
充
分
に
行
わ
れ
た
と
は
い
い
難
か
っ
た
。
。

z
E
5円F
O
耳
g-
コ

z
p
E
Uコ
超
円
守
口
ミ

与
内
町
巴
「
さ
g
b
ミ』
E

5

5
司
2pbq門司
g
s
n
s
E「予

(
p
g
u
コ品開巾戸」ロ】〈巾「回一門司可『巾印印ヨ

H
U
斗印)・

2
2
7
印門何百
Z
p
b
k』
え
ロ
ミ

q
h
n
E
2
M
E己
ミ
Z
2
D
E
-

(
出
国
間
，

g
。ロ
ι
凹
耳
。
吋
己
プ
苛
め
口
問
E
ロ・]戸市
W
A

山品)官官・

ω
印。
1
。
φ
ω
匂
斗
|
品
。
∞
∞
。
}F
。司

2
f
n
F山
田
)
〈
'
戸
。
垣
-
U
〉
'
h』。口勾均百』】白口
F
(「。
=
ι
o
p
司「担口宵
(
U

白凹印-

]F也、可
AH)
円
一
回
目
古
品
。
ι
ι
5・。・〉
e-M白円リ』旬』』》「。常的門』己』『己且
3
・
(Z
巾
君
。
丘
町
ア
玄
山
口
CU白
HJH
匂叶匂
)e-EH】『
-
O
印〈
-
P
同】』芯匂「白廿『出。

MU包
ど

hp口
広
与
市

M
E旬』
u
s
h
D
L『

与
。
ミ
ミ
ミ
ロ

H
E
S己
主
え
・
(
司
『
F
R
2
2
-
司コロ
S
S
C
2
2
3
5
P何回目一

5
3
)
・
参
照
。

(包

)
F
A
2
3
R・
。
司
円
?
司
自
imu
∞-国内回同

C
S
R
2〕子〉町民
6
3・R
R
S己
切
2
E
S
~
』
hwh』
luvu・(戸。ロ品。口・
4
ぐ

2
号ロ『巾
E
g
ι
Z
5
0
2
2
-
呂
、
コ
)
官
官
e
H
斗。

三
一
八
五
七
年
に
イ
ン
ド
大
反
乱
の
発
生
に
つ
き
神
に
機
悔
す
る
国
民
的
な
日
が
設
定
さ
れ
、
ク
リ
ス
タ
ル
パ
レ
ス
に
は
一
一
万
五
千
人
の
会
衆
が
集
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
熱
気
は
一
八
六

0
・
七

0
年
代
ま
で
は
継
続
し
な
か
っ
た
。

(
お
)
句
、
ミ
E
b
h司
、
。
『
」
〈
と
s
bと
切
3
h「旬、』町、
e印
CFe
ロ。
ESAMe-H円-司
e
∞叶()・

(

μ

)

(

い田口
E
=四
円
。
。
『
白
ロ
〈
三
時
・
弓
』
己
口
町
-

H

∞
E
m，H

円N
E
E

ュ2
・。司・門

F
〈
O

一
戸
司

S
m
彫
像
の
デ
ザ
イ
ン
案
は
、
ブ
リ
タ
ニ
ア
像
(
大
英
帝
国
を
擬
人

化
し
た
女
性
像
で
、
普
通
は
兜
・
盾
・
=
一
叉
の
矛
で
身
を
屈
め
て
い
る
)
に
代
え
ら
れ
、
し
か
も
兜
で
は
な
く
喪
を
象
徴
す
る
イ
ト
ス
ギ
の
花
輪
を
か
ぶ

り
、
矛
で
は
な
く
十
字
架
を
持
っ
た
も
の
に
さ
れ
た
。
「
護
民
官
の
精
神
」
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
に
も
美
術
的
に
も
困
難
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

の『山口】〈戸=巾円
c
h白ロロ戸口問
'
H
C
]
=
-
F
H
∞め]「』守』えよ甘百

ω
由
叶
匂
∞

(
お
)
巧
CD己『ロ『『
-C宮
門
戸
ぐ
C
F
F
司
ω
∞
・
に
引
用
。

(
お
)
「
E
B
Z
戸
]
去
二
切
之
内
』
M
E
E
t』白
~
~
z
宮
内
g

g
且
E
E
M
g
q
-
〈
。
「
中

(
F
E
σ
三品問。・

H
∞印∞)甘・

2
∞
司
2
u
z・。百・門戸門
J

司
NH
印
に
引
用
。
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説

(
幻
)
弓
』
子
宮
・

N
N
O

(
お
)
当
時
、
イ
ン
ド
の
鉄
道
建
設
は
着
手
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
軍
隊
の
移
動
は
、
ほ
と
ん
ど
馬
に
依
存
し
て
お
り
、
移
動
速
度
は
限
定
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

英
国
側
は
、
イ
ン
ド
全
域
に
四
五
五
五
マ
イ
ル
に
及
ぶ
電
信
網
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
戦
略
的
に
重
要
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
通
信
体
系
の
助
け
を

か
り
て
、
英
国
側
は
広
大
な
北
イ
ン
ド
で
体
系
的
な
作
戦
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
地
に
分
立
し
た
ま
ま
全
イ
ン

ド
的
見
通
し
を
欠
い
て
拡
散
し
て
い
っ
た
反
乱
側
と
著
し
い
対
照
を
示
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
戦
線
で
は
英
国
側
は
量
的
劣
勢
の
中
で
の
戦
い
を
強
い
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
二
ヶ
月
間
の
一
ア
リ

1
攻
撃
に
お
い
て
、
英
国
側
の

三
人
の
最
高
司
令
官
は
相
次
い
で
倒
れ
、
四
人
目
の
司
令
官
ア

I
チ
ダ

l
ル
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン

2
5
F
E
Z
垣
正
。
ロ
}
も
消
極
的
で
指
導
性
を
発
揮
し
え
ず
、

三
四
歳
の
ジ
ョ
ン
・
ニ
コ
ル
ソ
ン

Qczz-nozoロ
)
が
ウ
ィ
ル
ソ
ン
よ
り
指
衛
権
を
実
質
的
に
奪
い
と
っ
て
、
作
戦
を
立
案
し
、
実
施
し
た
。
さ
ら
に
こ

の
ニ
コ
ル
ソ
ン
ま
で
が
戦
死
し
、
司
令
官
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
再
三
再
四
、
デ
リ

1
総
攻
撃
を
中
止
し
よ
う
と
し
た
ほ
ど
激
し
い
戦
い
で
あ
っ
た

0
4
5
=
2・

ピ
ロ
口
市
こ
-
-
邑
巾
ピ
冷

D
h
E
E己
主

8
な
2
・
M
D迂
芯
「
白

E
b号
-
5
2
5
円。〉

(FD
口己
c
p

↓F
O
B
白血

Z
巾-
g
p
同
∞
句
、
吋
)
・
及
び
∞
巾
p
m
-
Z
J
。
司
円
芹
参
照
。

(
却
)
冨

2
2
-円
。
古
門
戸
門
-
-
百

N
N
吋
ま
た
、
イ
ン
ド
大
反
乱
に
対
す
る
対
応
に
英
国
が
忙
殺
さ
れ
て
、
そ
の
他
の
地
域
を
植
民
地
化
す
る
余
力
に
乏
し
か
っ
た

こ
と
と
、
イ
ン
ド
統
治
に
伴
う
莫
大
な
コ
ス
ト
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
に
、
イ
ン
ド
に
匹
敵
す
る
領
土
と
人
口
を
持
っ
た
中
国
や
ト
ル
コ
を
植
民
地
化

す
る
こ
と
に
は
消
極
的
な
見
方
が
決
定
的
に
強
ま
り
、
そ
れ
が
一
要
因
と
な
っ
て
、
一
八
六

0
年
代
の
英
国
の
海
外
膨
脹
は
比
較
的
抑
制
気
味
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

(
鈎
)
(
リ
白
ロ
ロ
戸
口
四
円
。
何
色
E
D
ロ印件。ロ
P
N
ω
Z
O
〈
同
∞
日
市
山
富
え
円
丘
町
e
O
℃・

2
f
司
N
N
品・

(幻
)

}

U

巾ヨ
Z
m
・0
司
己
片
・
'

H

)

叫品。

(
日
記
)
玄

2
2ロ
・
。
官
。
門
戸
円
二
司

N
N
ム

(
お
)
己
目
〈
市
-
]
O
E
P
ミ白

S
ミ
旬
、
.
吋
E
q
M宮
古
B
h
巴

h
s
。
目
的
問
。
コ
白
戸

(Zmdそ
J

「。円
re
ぐ
百
円
白
岡
ゆ
切
。
。
田
内
P
H
m
w
叶一凶)古品()ゆ

(
川
崎
)
同
包
M
旬「門戸

ω
「
且
的
問
ユ

2
・
門
戸
【
〈
'
叶
H
l
吋品

(
お
)
司
5
ロ
ミ
喝
。
百
円
F
-
〈日-官
'
N
N
H
e

(お
)
E
E
R
F
E
M
-
司
『
田
口
門
戸
日
の
よ
吋
Emw
ロ
E
M
』口
b
q
h
』
uq包
恒
国
司
己
町
内
切
コ
t
u
b
h包』
U

同「』旬』』
M
S
S
E
S白4
(

可コロ円
m
g
p
司門戸ロ円四
S
ロ
ピ
ロ
戸
〈
内
『

3
q
司
「
巾
的
少
同
由
。
叶
}
℃

∞C
 

(
幻
)
パ

1
マ
ス
ト
ン
の
表
現
。
]
即
日
切

q's-門戸
F
-
H
Y
E
H
・

論
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説

円
U
4
L守
円

μ

円

υ』

L

月日ぃ
F

使
命
の
終
駕

5命

キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
イ
ン
ド
に
赴
任
す
る
直
前
の
一
八
五
六
年
八
月
、

ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
未
知
の
イ
ン
ド
に
対
す
る
暗
い
予
感
を
次
の
様

二2表
:i;現

kと
恩手心
77た

ンメ
ドチ

お
し、

て
は

地
球
上
の
他
の
ど
の
土
地
よ
り
も
、

私
た
ち
に
対
す
る
神
の
祝
福
は
う
つ
ろ
い
や
す
く
、

不
確
か

な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
今
、
イ
ン
ド
の
空
に
は
一
点
の
雲
も
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

や
が
て
人
の
手
の
ひ
ら
ほ
ど
の

小
さ
な
雲
が
ポ
ツ
リ
と
あ
ら
わ
れ
、

や
が
て
ど
ん
ど
ん
暗
雲
が
た
れ
こ
め
、

つ
い
に
は
私
た
ち
を
圧
倒
し
、
破
滅
に
追
い
込
む
と
い
う
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

一
度
生
じ
た
こ
と
は
も
う
一
度
生
じ
う
る
。
不
穏
な
事
態
は
た
し
か
に
消
え
去
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
完
全
に

払
拭
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
」

こ
の
言
葉
は
、
そ
の
後
の
大
反
乱
を
適
切
に
予
測
し
て
い
る
が
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
が
イ
ン
ド
を
離
れ
る
時
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
、

か
な
り

あ
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
鎮
静
化
」
が
完
全
に
な
し
と
げ
ら
れ
た
か
に
見
え
た
イ
ン
ド
で
、
新
し
い
不
安
定
の
要
因
が

育
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

キ
ャ
ニ
ン
グ
の
支
配
体
系
は
、
様
々
な
点
で
ほ
こ
ろ
び
を
見
せ
は
じ
め
て
い
た
。
な
に
よ
り
も
、
在
印
英
国
人
の
多
く
は
、

キ
ャ
ニ
ン
グ

が
要
請
し
た
統
治
者
と
し
て
の
倫
理
を
道
守
し
な
か
っ
た
。
英
国
の
支
配
力
の
限
界
が
明
白
で
あ
る
聞
は
、
キ
ヤ
ニ
ン
グ
が
「
護
民
官
の
精

神
」
を
掲
げ
て
権
力
行
使
を
自
制
す
る
こ
と
は
説
得
力
が
あ
っ
た
が
、
再
度
統
治
が
安
定
化
す
る
の
に
伴
な
い
、
彼
の
和
解
政
策
は
、
在
印

欧
入
社
会
の
心
に
深
く
浸
透
し
た
イ
ン
ド
人
に
対
す
る
人
種
的
な
嫌
悪
感
の
前
に
、
空
洞
化
し
て
い
っ
た
。
若
い
高
等
文
官
や
婦
人
達
の
間

ニ

ガ

に
も
イ
ン
ド
人
を
「
黒
ん
坊
」
と
呼
び
す
で
に
す
る
口
調
が
広
ま
っ
た
。

一
八
六

O
年
に
イ
ン
ド
を
旅
行
し
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ィ
ル
ク

(nEユg
U
H
己
お
)
は
、
彼
の
泊
っ
た
ホ
テ
ル
に
は
す
べ
て
「
お
客
様
に
は
使
用
人
を
御
殴
り
に
な
り
ま
せ
ん
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
」
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と
い
う
掲
示
が
見
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
支
配
民
族
の
暴
力
行
為
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
く
、
民
間
人
か
官
吏
か
を
問
わ
ず
、
街

頭
や
列
車
の
中
に
ま
で
広
が
っ
た
。

し
か
も
、
最
も
公
正
で
あ
る
べ
き
裁
判
官
ま
で
が
、
人
種
的
偏
見
を
あ
か
ら
さ
ま
に
表
明
し
さ
え
し
た
。
例
え
ば
、

一
八
五
九
年
に
訴
訟
の
最
中
に
、
す
べ
て
の
ベ
ン
ガ
ル
人
は
担
造
者
で
偽
証
者
だ
と
発
言
し
、
陪
審
員
に
対
し
イ
ン
ド
人
の
召
使
い
を

一
人
の
英
国
人
判
事

lま殴
り
殺
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
刑
を
寛
大
に
す
る
よ
う
要
請
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
こ
の
判
事
は
ベ
ン
ガ
ル
入
社
会
か
ら
憤

激
を
買
っ
た
。
そ
の
同
じ
判
事
は
、
英
国
人
の
イ
ン
デ
ィ
ゴ
・
プ
ラ
ン
タ

l
の
暴
虐
ぶ
り
と
そ
れ
を
擁
護
す
る
英
国
人
官
吏
の
腐
敗
を
、

ン
ガ
ル
人
農
民
の
目
か
ら
批
判
し
た
べ
ン
ガ
ル
語
の
劇
「
ニ
ル
・
ダ

l
パ
ン
」

(
Z
Z
O
R
宮
口
)
の
英
語
訳
の
出
版
を
め
ぐ
る
事
件
が
持
ち
あ

そ
の
翻
訳
者
を
告
発
し
た
裁
判
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
中
で
、
彼
は
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
か
ら
「
見
苦
し
い
」
と
評
さ

が
っ
た
が
、

れ
る
ほ
ど
露
骨
に
人
種
的
偏
見
を
一
不
す
訴
訟
指
揮
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ン
ガ
ル
人
た
ち
は
、
彼
の
リ
コ
ー
ル
を
求
め
た
二
万
人

に
の
ぼ
る
署
名
を
キ
ャ
ニ
ン
グ
に
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
行
政
の
長
官
で
あ
る
イ
ン
ド
総
督
は
司
法
に
介
入
す
べ
き
で
は
な
く
、
裁
判
官
に
対
す
る
誼
責
は
ロ
ン
ド
ン
の
大
法
官

帝国主義の統治理性(2・完)

(
戸
。
三
わ
『
田
口
円
巾
}
}
O

『
)
の
権
限
で
あ
る
と
し
て
、
ベ
ン
ガ
ル
人
た
ち
の
追
及
を
か
わ
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
判
事
に
つ
い
て
「
こ
の
男
は
、
削
刊

事
と
し
て
は
こ
ま
り
も
の
だ
が
、
悪
い
人
間
で
は
な
い
の
だ
。
た
だ
、
自
惚
れ
で
気
持
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
お
り
、
野
卑
な
喝
采
に
溺
れ

る
た
ち
で
、
(
現
地
の
言
い
方
に
よ
れ
ば
)
頭
の
中
を
風
が
吹
き
ま
く
っ
て
い
る
と
い
う
輩
な
の
だ
。
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
件
に
対
す
る

キ
ャ
ニ
ン
グ
の
対
応
か
ら
は
、
大
反
乱
発
生
の
時
に
み
ら
れ
た
戦
闘
的
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
治
者
の
倫
理
意
識
の
観
点
か
ら
の
主
張
は
後
退

し
、
在
印
英
人
に
対
す
る
諦
念
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
イ
ン
デ
ィ
ゴ
・
プ
ラ
ン
タ

l
の
横
暴
に
対
す
る
農
民
の
抗
議
運
動
が
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
の

予
測
を
は
る
か
に
超
え
て
組
織
化
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
彼
は
、
「
デ
リ
!
の
反
乱
の
日
々
以
来
の
憂
慮
を
感
じ
た
」
と
述
べ
、
「
こ
の
よ

し
か
も
知
的
に
展
開
し
う
る
民
衆
は
、
個
々
の
人
間
と
し
て
は
弱
く
無
抵
抗
か
も
し
れ
な
い
が
、
団
結
し
た
場
合

う
な
運
動
を
、
地
道
に
、

fく
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説

に
は
ど
ん
な
に
注
意
深
く
対
応
し
て
も
し
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
危
倶
を
つ
の
ら
せ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
危
機
意
識
と
は
裏
腹

に
、
彼
は
総
督
の
任
期
後
半
に
お
い
て
は
、
在
印
英
国
人
の
人
種
主
義
を
放
置
し
て
い
る
。
実
際
彼
の
在
印
欧
入
社
会
に
対
す
る
態
度
は
、

.g.~ 
n間

彼
ら
か
ら
「
別
人
の
よ
う
だ
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
軟
化
し
て
い
た
。
支
配
者
の
差
別
意
識
こ
そ
が
、
被
治
者
を
連
帯
さ
せ
る
こ
と
を
知
り
な

が
ら
、
彼
は
そ
れ
に
対
し
て
有
効
な
手
立
て
を
打
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。サ

I
ト
〆
テ
ィ
ー

一
八
三

O
l
四
0
年
代
の
よ
う
な
統
治
の
確
信
と
使
命
感
は
薄
れ
て
い
た
。

高
等
文
官
た
ち
の
間
で
も
、

一
九
世
紀
後
半
の
傑
出
し
た
イ

ン
ド
高
等
文
官
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ラ
ル

2
5
a
Z恒
三
は
、
そ
れ
を
「
私
は
イ
ン
ド
民
衆
の
た
め
に
何
事
か
を
成
し
た
い
と
願
っ
て
き
た
し
、

そ
れ
が
私
が
こ
れ
ま
で
試
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
に
と
っ
て
現
地
人
た
ち
に
同
情
に
近
い
感
情
を
も
っ
て
接

す
る
た
め
の
心
の
支
え
と
な
る
信
念
、

ム
を
禁
じ
え
な
い
」
と
表
現
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
統
治
に
お
け
る
確
信
の
時
代
は
終
り
、
懐
疑
と
被
治
者
に
対
す
る
超
越
感
、

つ
ま
り
、
イ
ン
ド
を
文
明
化
す
る
と
い
う
大
事
業
に
対
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
潜
在
的
な
ペ
シ
ミ
ズ

そ
し
て
支
配

の
シ
ニ
シ
ズ
ム
が
し
の
び
よ
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
、
こ
の
点
に
気
付
い
て
い
た
。

「
英
国
人
が
こ
れ
ま
で
現
地
人
に
抱
い
て
き
た
共
感
は
、

一
般
的
に
い
っ
て
イ
ン
ド
人
に
対
す
る
満
足
し
た
仲
間
意
識
か
ら
敵
対
感
情
に

は
っ
き
り
不
満
を
言
い
、
イ
ン
ド
に
留
ま
っ
て
イ
ン
ド
の
こ
と
に
配
慮
す
る
こ
と
に
嫌

気
が
き
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
感
情
は
不
可
避
的
に
現
地
人
の
側
に
も
同
様
の
反
応
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
」

変
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
が
、

在
印
英
国
人
社
会
は
、
イ
ン
ド
入
社
会
か
ら
隔
絶
し
た
閉
鎖
社
会
を
形
成
し
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
夏
期
の
間
す
べ
て
の
行
政
を
移
動
さ

ヒ

ル

・

ス

テ

l

ン

ヨ

シ

せ
る
避
暑
用
の
行
政
都
市
(
ダ

l
ジ
リ
ン

O
R」
巾
巾

Z
Z
と
シ
ム
ラ

ω
5
Z
)
の
生
活
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
支
配
者
の
た
め
の
支
配
に
流
さ

れ
て
い
っ
た
。
英
国
の
中
産
階
級
は
、
イ
ン
ド
で
は
支
配
者
と
し
て
振
舞
い
「
イ
ン
ス
タ
ン
ト
貴
族
」
に
社
会
的
地
位
を
上
昇
さ
せ
た
。
そ

し
て
、
服
従
を
調
達
し
て
い
く
方
法
も
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
が
試
み
た
よ
う
な
イ
ン
ド
人
エ
リ
ー
ト
に
権
力
を
分
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
治
機

構
に
編
入
し
て
い
く
方
式
よ
り
も
、
パ
タ

l
ナ
リ
ズ
ム
が
好
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
は
じ
め
た
。
そ
れ
は
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
が
警
戒
し
て
い
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た
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
レ
ン
ス
の
影
響
下
に
あ
る
パ
ン
ジ
ャ
ブ
派
が
台
頭
し
は
じ
め
た
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
実
際
、

キ
ャ
ニ
ン
グ
が
統
治

の
実
験
と
し
て
期
待
を
か
け
「
私
が
イ
ン
ド
に
背
を
向
け
る
(
彼
の
イ
ン
ド
総
督
辞
任
を
指
す
)
前
に
、
イ
ン
ド
の
貴
族
制
を
英
国
支
配
の

た
め
に
有
用
な
ら
し
め
る
」
と
力
を
注
い
で
き
た
タ
ル
ク
ダ

l
ル
た
ち
は
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
期
待
し
た
通
り
に
は
機
能
し
な
か
っ
た
。
彼
ら

は
、
英
国
か
ら
広
大
な
領
地
を
授
与
さ
れ
た
が
、

そ
こ
に
住
む
下
級
所
有
権
者
や
自
営
農
民
の
抵
抗
に
あ
っ
て
、

そ
の
領
土
を
充
分
に
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
え
ず
、

ま
た
、
荘
園
の
経
営
者
と
し
て
も
無
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
現
地
の
英
国
人
行
政
官
は
、
彼
ら
に
ビ
ジ
ネ
ス
の
初
歩

を
教
え
、
有
能
な
ス
タ
ッ
フ
を
紹
介
す
る
な
ど
悪
戦
苦
闘
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
大
多
数
は
、
英
国
行
政
の
水
準
か
ら

ラ
〆
デ
ソ
ト
・
ジ
エ
〆
ト
リ
ー

見
る
と
「
文
盲
」
に
近
く
、
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
土
地
貴
族
の
新
時
代
」
と
呼
ば
れ
た
間
接
統
治
方
式
の
基
盤

e

つ
く
り
は
前
途
多
難
で
あ
っ
た
。

六
年
間
に
わ
た
る
イ
ン
ド
統
治
の
終
盤
、
と
り
わ
け
最
後
の
一
年
に
お
い
て
は
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
緊
張
の
糸
は
緩
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

重
要
な
決
定
は
、
腹
臣
の
フ
リ
ア
ら
部
下
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
が
ち
に
な
り
、

グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
と
の
通
信
の
主
た
る
関
心
も
、
イ
ン
ド
総
督
の

後
任
人
事
や
ロ
ン
ド
ン
の
政
界
情
報
に
移
り
、
そ
れ
ま
で
発
揮
さ
れ
て
き
た
イ
ン
ド
の
政
情
へ
に
対
す
る
鋭
敏
な
反
応
は
、
う
か
が
え
な
い
。

さ
ら
に
、
最
後
の
半
年
聞
は
、
心
身
の
疲
労
が
色
濃
く
見
え
は
じ
め
た
。

帝国主義の統治理性(2・完)

任
期
終
了
ま
で
あ
と
四
ヶ
月
に
な
っ
た
一
八
六
一
年
一
一
月
、
妻
、
ン
ャ

l
ロ
y

ト
が
マ
ラ
リ
ア
で
急
逝
し
た
。
毎
土
曜
日
、
彼
は
妻
の
墓

に
詣
で
て
い
る
。
二
人
の
問
に
は
子
ど
も
は
な
か
っ
た
。
翌
六
二
年
に
入
る
と
、
離
任
を
送
別
す
る
宴
が
続
い
た
が
、
彼
の
健
康
も
損
わ
れ

て
い
た
。
離
印
の
折
に
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
「
青
ざ
め
、
弱
々
し
く
、
疲
れ
は
て
、
悲
し
み
に
や
つ
れ
た
表
情
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
眉
と
額

に
は
威
厳
が
そ
な
わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
数
々
の
礼
典
の
際
に
彼
の
顔
に
輝
い
て
い
た
光
は
失
わ
れ
、
血
の
気
が
失
せ
て
い
た
。
」
そ
し
て
、

一
一
一
日
後
の
一
八
六
二
年
五
月
一
七
日
に
死
去
し
た
。
こ
の
間
、
彼
は
、
見

ロ
ン
ド
ン
に
到
着
す
る
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
死
の
床
に
つ
き
、

舞
い
に
来
た
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
に
も
ウ
ッ
ド
に
も
一
切
イ
ン
ド
に
関
す
る
こ
と
を
語
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
享
年

四
十
九
歳
。
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(
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(
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)
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己
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丘
町
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門
戸
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・
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∞
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由
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(
8
)
出
口
片
円
F
5
印
・
。
百
円
芹
-
司
・
H
O
∞
-

(
9
)
エ
リ
y

ク
・
ス
ト

l
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
「
パ
ン
ジ
ャ
ブ
派
の
統
治
ス
タ
イ
ル
の
本
質
は
、
軍
事
征
服
の
雰
囲
気
を
(
そ
の
後
の
統
治
に
)
延
長
さ
せ
る

名
人
芸
の
中
に
あ
る
。
即
ち
、
仰
天
し
途
方
に
く
れ
る
人
々
の
う
え
に
、
瞬
時
の
う
ち
に
力
に
よ
っ
て
進
ん
だ
文
明
に
よ
る
統
治
の
諸
要
素
を
押
し
つ
け

て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
帝
王
の
よ
う
な
威
圧
は
、
も
う
一
方
で
、
被
支
配
者
の
伝
統
的
な
慣
習
に
対
し
て
敬
意
を
は
ら
い
、
パ
ー
ス
ナ
ル
な

関
係
に
も
と
ず
く
支
配
や
温
情
主
義
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
や
わ
ら
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
。
巴
呉
市
戸
何
コ
円
・
開
口
h
E
M
E
E
宗
門
旬
江
主
的
包
巳
宮
巳
戸
(
C
H
'

『GE・

0
同
町
O
E
C
口
四
〈
内
E
々
司
5
g
・
5
3
)
H
V
N
E
一
パ
ン
ジ
ャ
ブ
派
の
総
帥
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
レ
ン
ス
は
、
一
八
六
三
年
よ
り
エ
ル
ギ
ン
の
後
任
と
し
て
イ

ン
ド
総
督
と
な
る
が
、
彼
は
「
イ
ン
ド
は
静
寂
だ
。
火
薬
の
よ
う
に
静
か
だ
」
と
語
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
認
。
口
ι『
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町
唱
。
古
門
戸
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中
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N
ω
ω
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叩
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ζ
恒
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戸
口
司
門
戸
・
百
-
N
m
w
m
y

(
日
)
F
向
。
広
田
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戸
吋
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印
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』
V

白=門出-h旬出円見守「門出
M
W

』
口
止
忌
句
切
コ
E
M
廿
同
と
・
ミ
。
「
与
雪
国
同
口
氏
5
5
5
m
Z
E
2
2
=
s
n
E
E
h
J
J
(
回
伶
『
}
口
込
町
山
、
e
c
g
〈
内
「
回
目
門
可
C

同(UhHZ1

F
E
U
-
J
Z
P
5
4
3
司
N
ω

川

Y
N
∞
ψ
-
N
2
・
g
品
目
話
回
日
】
冨
オ

i
ド
に
お
け
る
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
間
接
統
治
の
実
験
は
、
そ
こ
で
訓
練
を
う
け
た
英
国
人
植

民
地
官
僚
(
「
オ

l
ド
学
派
」
)
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
北
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
な
ど
ア
フ
リ
カ
の
間
接
統
治
に
適
応
さ
れ
た
。
E
垣
・

8
・
門
戸
丹
z
n
F
N
a
日
EH】

5

白
E
P
包
F
E
E
-
E
E
E
?
・
参
照
。

(ロ
)
4
2
z
m
-
出
E
S
E
-
O
司
2
f
司
N
ω
。
Y
A
R
E
岡
市
ロ
・

8
・
門
戸
?
司
ω
ο
叶
に
引
用
。

(
日
)
マ
ク
ラ

l
ゲ
ン
に
よ
る
と
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
死
因
は
ア
メ
ー
バ
赤
痢
と
肝
臓
障
害
の
併
発
症
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
イ
ン
ド
で
の
死
亡
率
は
本
国
に
比
べ

て
著
し
く
古
向
か
っ
た
。
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
出
身
の
イ
ン
ド
総
督
の
ト
リ
オ
、
ダ
ル
フ

l
ジ
l
は
離
任
後
四
年
の
一
八
六

O
年
、
キ
ャ
ニ
ン
グ
は
離

吾也
員岡
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任
直
後
の
一
八
六
二
年
、
そ
し
て
エ
ル
ギ
ン
は
在
任
中
の
一
八
六
=
一
年
に
、
各
均
死
亡
し
て
い
る
。
キ
ャ
ニ
ン
グ
が
「
ガ
レ

l
船
の
奴
隷
」
(
『
立
子
℃

怠
)
と
形
容
し
た
イ
ン
ド
総
督
の
激
務
と
酷
暑
は
、
英
国
人
支
配
者
に
対
し
て
苛
酷
で
あ
っ
た
。

帝国主義の統治理性(2・完)
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The Official Mind of Imperialism: 

Charles Canning and the Indian Great Rebellion 

Ken'ichi NAKAMURA' 

The lndian Great Rebellion produced fierce reactions among the British in lndia as 

well as in Britain. The religious leaders such as Charles Kingsley and Shaftesbury found 

themselves thrown into a state of serious moral confusion. The missionary societies re 

garded the Rebellion as a lesson the morality of the Empire. Most of the reformist move 

ments were silenced and thay often cried for revenge 

The Whing intellectuals who had commanded the policies of lndian reform forfeited 

confidence among public. Thomas Macaulay was severely shaken by the outbreak of the 

Indian Rebellion and found no alternative but to agree the Tory's lndian Policy. Both Pal 

merston and Disraeli understood that the confidence in their leadership of Queen Victoria 

and the gen巴ralpublic was at stake. So that both of them proposed the plans for the 

transformation of thc Indian Government 

But the decision to abolish East Indian Company in London had no great impack on the 

govermental structure on the spot. The restoration of British Rule was practically done 

by the Governor-General's initiatives. 

Firstly， Canning made the full use of the Queen's Proclamation. Making the translations 

into 17 vernacular languages， he issued it upon 1 November， 1858 to Indians about the 

coming of the Queen's direct rule with salutes， parades， illuminations and fireworks at all 

the important cities of lndian Sub-continent 

Secondly， the Viceroy made an lmperial progress through upper Indian in the winter of 

1859/60 and 1860/61 with the promulgation and gift of local distinctions and prices 

He gave solemn letters and special concessions to traditional rulers which could success 

fully arouse the enthusiasm for British Rule 

But the cause of British Rule was lost to Canning well as Whig leaders. Canning's suc 

cessful restoration of the British Empire ironically became a proto-type of the British i日1

perialism of Tory party， especially， that of Disraeli. 

• Associate Professor of Hokkaido University 
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