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え
て

一
七
二
四
年
王
令
が
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
四
半
世
紀
後
に
︑
ま
た
ぞ
ろ
乞
食
と
流
民
の
撲
滅
を
企
図
す
る
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
︑

や
が
て
よ
り
ポ
リ
ス
的
色
合
い
の
強
い
﹁
乞
食
収
容
所D

épôt de M
endicité

﹂
が
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
王

─    （ 1 ）─ 122      　



国
を
物
乞
い
し
つ
つ
放
浪
す
る
貧
民
が
︑
未
だ
相
当
数
存
在
す
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
一
八
世
紀
第
二
・
四
半
期
頃
か
ら
フ
ラ
ン
ス
経
済
は
︑
経
済
成
長
を
伴
う
長
期
的
な
好
況
を
経
験
し
た
︒
な
か
で
も

対
外
貿
易
は
顕
著
な
伸
び
を
示
し
た
︒
革
命
前
夜
に
は
︑
貿
易
総
額
は
一
七
一
六
~
二
〇
年
時
に
較
べ
て
︑
名
目
額
で
五
・
五
倍
︑

実
質
で
三
倍
に
増
加
し
た
︒
そ
の
要
因
は
工
業
生
産
が
堅
調
で
実
質
年
一
％
強
︑
生
産
額
で
右
の
期
間
に
実
質
四
・
五
倍
に
目
覚
ま

し
く
伸
長
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
較
べ
る
と
農
業
生
産
は
緩
慢
な
成
長
で
あ
り
︑
漸
く
一
七
五
〇
年
以
降
活
発
に
な
る
が
︑

世
紀
全
体
を
通
じ
て
見
る
と
︑
四
〇
~
五
〇
％
程
度
の
成
長
に
止
ま
っ
た
︒︵
農
業
成
長
の
跛
行
性
︶

経
済
活
況
の
一
因
は
人
口
増
加
に
求
め
ら
れ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
全
土
の
人
口
は
一
七
〇
〇
年
時
に
二
一
五
〇
万
人
だ
っ
た
も
の
が
︑

一
七
四
〇
年
に
は
二
四
六
〇
万
人
︑
七
〇
年
に
は
二
六
六
〇
万
人
︑
革
命
時
に
は
二
八
一
〇
万
人
に
達
し
た
︒
つ
ま
り
︑
九
〇
年
間

で
六
六
〇
万
人
︑
三
〇
％
も
増
加
し
た
の
で
あ
る
︒﹇
ソ
ヴ
ィ
ニ
ー, p.319 : 

服
部
春
彦
︑p.53

﹈

経
済
成
長
と
乞
食
・
流
民
な
ど
貧
民
の
増
加
︑
こ
の
一
見
矛
盾
す
る
事
態
を
ど
う
解
す
べ
き
か
︒
そ
れ
は
︑
人
口
増
加
に
較
べ
て

農
業
部
門
の
成
長
が
緩
慢
で
低
位
だ
っ
た
た
め
に
︑
相
対
的
な
過
剰
人
口
が
生
ま
れ
︑
主
に
農
村
に
貧
民
が
堆
積
し
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
︒
平
た
く
云
え
ば
︑
農
村
に
は
就
労
で
き
な
い
青
壮
年
の
貧
民
︑
具
体
的
に
は
日
雇
農
な
ど
の
下
層
農
民
が
大
量
に
生
ま

れ
︑
ダ
ム
の
水
が
溢
れ
だ
す
よ
う
に
︑
パ
ン
と
仕
事
を
求
め
て
近
隣
の
都
市
に
流
入
し
︑
さ
ら
に
そ
の
一
部
が
パ
リ
に
流
入
す
る
の

で
あ
る︶1
︵

︒
ま
た
都
市
部
に
も
︑
工
業
化
の
過
程
で
没
落
す
る
職
人
や
労
働
者
が
生
ま
れ
て
い
た
︒
彼
ら
は
景
況
に
左
右
さ
れ
︑
不
況

時
に
は
失
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
し
︑
若
年
層
は
牢
固
と
し
た
ギ
ル
ド
制
に
阻
ま
れ
て
容
易
に
は
正
業
に
就
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

乞食収容所の開設

─    （ 2 ）─

１
．
乞
食
収
容
所
の
発
案

一
七
二
四
年
王
令
の
実
施
は
王
権
の
予
算
不
足
も
あ
っ
て
︑
僅
か
十
年
足
ら
ず
で
頓
挫
し
た
が
︑
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
公
的

扶
助
は
国
家
の
一
機
能
だ
と
の
観
念
が
社
会
の
な
か
に
芽
生
え
た
こ
と
は
確
か
で
︑
高
位
高
官
の
な
か
に
は
︑
王
権
が
よ
り
積
極
的

に
こ
の
業
務
に
関
与
す
べ
き
と
主
張
す
る
者
が
現
れ
た
︒
現
実
に
も
流
浪
貧
民
の
う
ね
り
が
感
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
財
務
総

監
マ
シ
ョ
ー
・
ダ
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
ル
は
︑
一
七
二
四
年
王
令
の
復
活
を
策
し
︑
一
七
五
〇
年
王
令
を
準
備
し
た
︒

そ
の
内
容
は
︑
武
器
を
携
行
す
る
危
険
な
乞
食
や
︑
違
法
に
集
会
し
徒
党
を
組
む
乞
食
を
厳
し
く
取
り
締
ま
り
処
罰
す
る
こ
と
︑

他
方
で
出
稼
ぎ
貧
民
は
物
乞
い
を
し
な
い
限
り
処
罰
し
な
い
こ
と
︑
諸
々
の
理
由
で
生
活
の
資
を
稼
げ
な
い
貧
民
は
こ
れ
ま
で
通
り

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
収
容
し
︑
そ
の
財
源
は
王
権
が
保
証
す
る
︑
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒

他
方
︑
ダ
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
ル
は
一
七
四
九
年
に
︑
財
政
再
建
の
た
め
に
二
十
分
の
一
税
を
提
案
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
合
理
的
で
公
正

な
課
税
制
度
の
嚆
矢
と
な
る
筈
の
も
の
だ
っ
た
が
︑
特
権
に
浴
す
る
す
べ
て
の
団
体
︑
高
等
法
院
︑
地
方
三
部
会
︑
聖
職
者
会
議
な

ど
の
猛
反
撥
に
逢
着
し
︑
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
︑
け
っ
き
ょ
く
特
権
階
級
は
課
税
を
免
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑

一
七
五
〇
年
王
令
も
︑
下
賜
金
の
保
証
が
難
し
く
な
り
︑
パ
リ
徴
税
管
区
な
ど
に
限
定
的
に
施
行
さ
れ
た
だ
け
だ
っ
た
︒

乞
食
収
容
所
︵
以
下
で
は
デ
ポ
と
略
記
す
る
︶
の
発
案
は
︑
一
七
五
九
年
に
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
フ
リ
ュ
リ
ィ
が
︑
財
務

総
監
シ
ル
エ
ッ
ト
に
送
っ
た
意メ
モ
ワ
ー
ル
見
書
に
︑
そ
の
原
型
が
認
め
ら
れ
る
︒
名
門
貴
族
出
身
の
こ
の
高
官
は
︑
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
長
官

職
に
あ
っ
た
十
年
の
間
︑
か
の
義
賊
マ
ン
ド
ラ
ン
の
跳
梁
に
苦
し
め
ら
れ
た
経
験
か
ら
︑
乞
食
・
流
民
対
策
を
真
剣
に
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
︒
か
れ
は
﹁
物
乞
い
と
い
う
行
為
は
泥
棒
と
殺
人
犯
の
学
校
で
あ
る
こ
と
は
︑
誰
で
も
知
っ
て
い
る
︒
彼
ら
に
は
信
仰
心

も
良
き
風
俗
も
な
い
か
ら
︑
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
と
放
蕩
に
身
を
落
と
す
と
し
て
も
︑
驚
く
に
当
た
ら
な
い
﹂
と
断
言
す
る
︒
些
か
前
時
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国
を
物
乞
い
し
つ
つ
放
浪
す
る
貧
民
が
︑
未
だ
相
当
数
存
在
す
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
一
八
世
紀
第
二
・
四
半
期
頃
か
ら
フ
ラ
ン
ス
経
済
は
︑
経
済
成
長
を
伴
う
長
期
的
な
好
況
を
経
験
し
た
︒
な
か
で
も

対
外
貿
易
は
顕
著
な
伸
び
を
示
し
た
︒
革
命
前
夜
に
は
︑
貿
易
総
額
は
一
七
一
六
~
二
〇
年
時
に
較
べ
て
︑
名
目
額
で
五
・
五
倍
︑

実
質
で
三
倍
に
増
加
し
た
︒
そ
の
要
因
は
工
業
生
産
が
堅
調
で
実
質
年
一
％
強
︑
生
産
額
で
右
の
期
間
に
実
質
四
・
五
倍
に
目
覚
ま

し
く
伸
長
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
較
べ
る
と
農
業
生
産
は
緩
慢
な
成
長
で
あ
り
︑
漸
く
一
七
五
〇
年
以
降
活
発
に
な
る
が
︑

世
紀
全
体
を
通
じ
て
見
る
と
︑
四
〇
~
五
〇
％
程
度
の
成
長
に
止
ま
っ
た
︒︵
農
業
成
長
の
跛
行
性
︶

経
済
活
況
の
一
因
は
人
口
増
加
に
求
め
ら
れ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
全
土
の
人
口
は
一
七
〇
〇
年
時
に
二
一
五
〇
万
人
だ
っ
た
も
の
が
︑

一
七
四
〇
年
に
は
二
四
六
〇
万
人
︑
七
〇
年
に
は
二
六
六
〇
万
人
︑
革
命
時
に
は
二
八
一
〇
万
人
に
達
し
た
︒
つ
ま
り
︑
九
〇
年
間

で
六
六
〇
万
人
︑
三
〇
％
も
増
加
し
た
の
で
あ
る
︒﹇
ソ
ヴ
ィ
ニ
ー, p.319 : 

服
部
春
彦
︑p.53

﹈

経
済
成
長
と
乞
食
・
流
民
な
ど
貧
民
の
増
加
︑
こ
の
一
見
矛
盾
す
る
事
態
を
ど
う
解
す
べ
き
か
︒
そ
れ
は
︑
人
口
増
加
に
較
べ
て

農
業
部
門
の
成
長
が
緩
慢
で
低
位
だ
っ
た
た
め
に
︑
相
対
的
な
過
剰
人
口
が
生
ま
れ
︑
主
に
農
村
に
貧
民
が
堆
積
し
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
︒
平
た
く
云
え
ば
︑
農
村
に
は
就
労
で
き
な
い
青
壮
年
の
貧
民
︑
具
体
的
に
は
日
雇
農
な
ど
の
下
層
農
民
が
大
量
に
生
ま

れ
︑
ダ
ム
の
水
が
溢
れ
だ
す
よ
う
に
︑
パ
ン
と
仕
事
を
求
め
て
近
隣
の
都
市
に
流
入
し
︑
さ
ら
に
そ
の
一
部
が
パ
リ
に
流
入
す
る
の

で
あ
る︶1
︵

︒
ま
た
都
市
部
に
も
︑
工
業
化
の
過
程
で
没
落
す
る
職
人
や
労
働
者
が
生
ま
れ
て
い
た
︒
彼
ら
は
景
況
に
左
右
さ
れ
︑
不
況

時
に
は
失
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
し
︑
若
年
層
は
牢
固
と
し
た
ギ
ル
ド
制
に
阻
ま
れ
て
容
易
に
は
正
業
に
就
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

乞食収容所の開設

─    （ 2 ）─

１
．
乞
食
収
容
所
の
発
案

一
七
二
四
年
王
令
の
実
施
は
王
権
の
予
算
不
足
も
あ
っ
て
︑
僅
か
十
年
足
ら
ず
で
頓
挫
し
た
が
︑
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
公
的

扶
助
は
国
家
の
一
機
能
だ
と
の
観
念
が
社
会
の
な
か
に
芽
生
え
た
こ
と
は
確
か
で
︑
高
位
高
官
の
な
か
に
は
︑
王
権
が
よ
り
積
極
的

に
こ
の
業
務
に
関
与
す
べ
き
と
主
張
す
る
者
が
現
れ
た
︒
現
実
に
も
流
浪
貧
民
の
う
ね
り
が
感
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
財
務
総

監
マ
シ
ョ
ー
・
ダ
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
ル
は
︑
一
七
二
四
年
王
令
の
復
活
を
策
し
︑
一
七
五
〇
年
王
令
を
準
備
し
た
︒

そ
の
内
容
は
︑
武
器
を
携
行
す
る
危
険
な
乞
食
や
︑
違
法
に
集
会
し
徒
党
を
組
む
乞
食
を
厳
し
く
取
り
締
ま
り
処
罰
す
る
こ
と
︑

他
方
で
出
稼
ぎ
貧
民
は
物
乞
い
を
し
な
い
限
り
処
罰
し
な
い
こ
と
︑
諸
々
の
理
由
で
生
活
の
資
を
稼
げ
な
い
貧
民
は
こ
れ
ま
で
通
り

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
収
容
し
︑
そ
の
財
源
は
王
権
が
保
証
す
る
︑
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒

他
方
︑
ダ
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
ル
は
一
七
四
九
年
に
︑
財
政
再
建
の
た
め
に
二
十
分
の
一
税
を
提
案
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
合
理
的
で
公
正

な
課
税
制
度
の
嚆
矢
と
な
る
筈
の
も
の
だ
っ
た
が
︑
特
権
に
浴
す
る
す
べ
て
の
団
体
︑
高
等
法
院
︑
地
方
三
部
会
︑
聖
職
者
会
議
な

ど
の
猛
反
撥
に
逢
着
し
︑
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
︑
け
っ
き
ょ
く
特
権
階
級
は
課
税
を
免
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑

一
七
五
〇
年
王
令
も
︑
下
賜
金
の
保
証
が
難
し
く
な
り
︑
パ
リ
徴
税
管
区
な
ど
に
限
定
的
に
施
行
さ
れ
た
だ
け
だ
っ
た
︒

乞
食
収
容
所
︵
以
下
で
は
デ
ポ
と
略
記
す
る
︶
の
発
案
は
︑
一
七
五
九
年
に
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
フ
リ
ュ
リ
ィ
が
︑
財
務

総
監
シ
ル
エ
ッ
ト
に
送
っ
た
意メ
モ
ワ
ー
ル
見
書
に
︑
そ
の
原
型
が
認
め
ら
れ
る
︒
名
門
貴
族
出
身
の
こ
の
高
官
は
︑
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
長
官

職
に
あ
っ
た
十
年
の
間
︑
か
の
義
賊
マ
ン
ド
ラ
ン
の
跳
梁
に
苦
し
め
ら
れ
た
経
験
か
ら
︑
乞
食
・
流
民
対
策
を
真
剣
に
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
︒
か
れ
は
﹁
物
乞
い
と
い
う
行
為
は
泥
棒
と
殺
人
犯
の
学
校
で
あ
る
こ
と
は
︑
誰
で
も
知
っ
て
い
る
︒
彼
ら
に
は
信
仰
心

も
良
き
風
俗
も
な
い
か
ら
︑
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
と
放
蕩
に
身
を
落
と
す
と
し
て
も
︑
驚
く
に
当
た
ら
な
い
﹂
と
断
言
す
る
︒
些
か
前
時
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戦
線
へ
の
復
帰
を
策
す
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
っ
た
︒

シ
ル
エ
ッ
ト
が
辞
任
し
た
後
に
財
務
総
監
と
な
っ
た
ア
ン
リ
・
ベ
ル
タ
ン
は
︑
一
七
六
三
年
に
各
地
の
王
立
農
業
協
会
に
︑
こ
の

問
題
の
対
処
策
を
問
い
合
わ
せ
た
︒
こ
れ
に
答
え
て
寄
せ
ら
れ
た
意
見
書
の
な
か
で
︑
ベ
ル
タ
ン
の
注
意
を
惹
い
た
の
が
︑
オ
ル
レ

ア
ン
農
業
協
会
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
書
だ
っ
た
︒
こ
の
意メ
モ
ワ
ー
ル
見
書
を
認シ
タ
タめ
た
の
が
︑
自
ら
も
大
土
地
所
有
農
で
地
方
高
官
の
ギ
ヨ
ー

ム
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
で
あ
る
︒
こ
の
意
見
書
は
一
七
六
四
年
に
﹃
流
民
乞
食
論M

ém
oire sur les vagabonds et sur 

les m
endiants

﹄
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
が
直
ぐ
後
の
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
委
員
会
の
創
設
と
一
七
六
四
年
王
令
の
布
石
と
な
り
︑

引
い
て
は
デ
ポ
の
性
格
に
も
影
響
を
与
え
た
の
で
︑
以
下
そ
の
内
容
を
略
述
し
よ
う
︒

ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
は
︑
乞
食
・
流
民
は
農
民
に
と
っ
て
安
全
を
脅
か
す
存
在
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
国
家
の
負
担
に
な
っ
て

い
る
し
︑
富
の
損
失
を
招
い
て
い
る
と
云
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
彼
ら
が
労
働
戦
線
か
ら
離
脱
し
た
こ
と
が
︑
残
っ
て
働
く
人
々
の
負
担

を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
︑
そ
の
意
味
で
彼
ら
は
﹁
無
用
の
者les inutiles

﹂
で
あ
る
ば
か
り
か
︑﹁
社
会
的
災
厄
﹂
で
あ

る
と
断
ず
る
︒
彼
ら
は
生
き
る
た
め
に
パ
ン
を
求
め
る
だ
け
で
は
な
く
︑
や
が
て
物
を
盗
み
︑
徒
党
を
組
ん
で
悪
事
を
は
た
ら
き
︑

揚
句
は
官
憲
に
逮
捕
さ
れ
︑
極
刑
に
処
さ
れ
る
︑
そ
う
し
た
運
命
を
背
負
っ
て
い
る
と
述
べ
る
︒
前
章
で
引
用
し
た
﹁
危
険
な
流
民
﹂

が
そ
の
実
例
で
あ
る
︒
か
れ
の
貧
民
観
も
︑
フ
リ
ュ
リ
ィ
の
云
う
﹁
乞
食
は
泥
棒
と
殺
人
犯
の
学
校
で
あ
る
﹂
と
酷
似
し
て
い
る
︒

ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
は
こ
れ
ま
で
施
行
さ
れ
た
王
令
︑
と
く
に
一
七
二
四
年
王
令
が
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
総
括
す

る
︒
主
た
る
標
的
だ
っ
た
﹁
身
体
壮
健
な
乞
食
・
流
民
﹂
を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
︑
王
令
が
﹁
善
意bonté

と
憐

憫com
m

isération

﹂
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
た
め
で
あ
る
︒
平
和
時
に
は
人
は
ど
ん
な
職
業
で
も
選
ぶ
権
利
が
あ
る
の
に
︑
彼
ら

が
働
か
な
い
の
は
︑
彼
ら
が
本
質
的
に
労
働
を
敵
視
し
て
い
る
か
ら
な
の
だ
︒﹁
こ
ん
な
生
ぬ
る
い
手
段
で
︑
か
く
も
蔓
延
し
た
病
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代
的
な
貧
民
観
に
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
が
︑
か
れ
が
こ
こ
で
罵
倒
す
る
の
は
﹁
身
体
壮
健
の
乞
食
﹂
で
あ
っ
て
︑
も
う
一
つ
の
貧
民

の
ジ
ャ
ン
ル
︑﹁
労
働
不
能
な
乞
食
﹂
は
︑
教
区
で
の
救
済
は
今
や
不
可
能
だ
か
ら
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
面
倒
を
見
る
の
が

良
い
と
云
う
︒

フ
リ
ュ
リ
ィ
の
主
張
を
い
ま
少
し
詳
し
く
紹
介
す
れ
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
︒
身
体
壮
健
な
乞
食
を
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
に
よ
り
逮
捕

し
裁
判
に
か
け
る
︑
そ
の
間
︑
従
来
の
オ
ピ
タ
ル
や
監
獄
と
は
別
に
︑
各
徴
税
管
区
に
﹁
臨
時
の
監
獄prison provisoire

﹂
を
造
り
︑

そ
こ
に
暫
く
収
容
す
る
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
裁
判
官
は
被
告
の
生
ま
れ
故
郷
の
市
長
な
ど
か
ら
︑
情
報
を
取
り
寄
せ
︑
か
れ
が
職
業
乞
食

な
の
か
︑
そ
う
で
な
い
の
か
を
判
定
し
裁
決
す
る
︑
刑
が
定
ま
っ
た
乞
食
ら
は
︑
そ
こ
に
留
ま
ら
ず
︑
別
に
造
ら
れ
た
公
的
ア
ト
リ

エatelier public

で
労
働
さ
せ
る
︑
こ
れ
ら
の
業
務
は
地
方
長
官
が
少
な
く
と
も
二
年
間
は
一
元
的
に
管
理
す
る
︑
と
い
う
内
容
だ
っ

た)
2
(

︒﹇Thuillier

︵Fleury

︶, 2003, pp.280-300 : A
dam

s, 1990, pp.36-38

﹈

一
七
二
四
年
王
令
は
前
述
し
た
通
り
︑
流
浪
す
る
身
体
壮
健
な
貧
民
を
捕
捉
し
︑
最
寄
り
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
収
容
し
︑

就
労
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
︑
諸
々
の
事
情
で
上
手
く
ゆ
か
な
か
っ
た
︒
フ
リ
ュ
リ
ィ
の
意
見
書
も
ま
た
︑
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
の
貧
民

を
標
的
に
し
て
︑
捕
捉
・
収
容
し
て
就
労
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
た
︒
し
か
も
既
存
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
は
な
く
︑
新
た
に

﹁
臨
時
の
監
獄
﹂
を
設
け
︑
そ
し
て
こ
れ
を
国
王
の
代
理
人
た
る
地
方
長
官
に
一
元
的
に
管
理
さ
せ
る
︑
と
い
う
点
が
新
機
軸
だ
っ

た
︒
か
れ
は
﹁
乞
食
収
容
所
﹂
と
は
明
記
し
て
い
な
い
が
︑
後
段
と
の
関
係
で
は
確
か
に
デ
ポ
を
想
起
さ
せ
る
︒

さ
て
︑
こ
の
間
フ
ラ
ン
ス
は
イ
ギ
リ
ス
と
七
年
戦
争
を
戦
い
︑
カ
ナ
ダ
と
イ
ン
ド
で
苦
杯
を
喫
し
た
の
で
︑
統
治
権
力
は
国
力
の

差
を
痛
感
し
た
︒
同
様
に
重
農
学
派
は
イ
ギ
リ
ス
の
大
借
地
農
業
と
の
生
産
力
の
差
を
自
覚
し
︑
フ
ラ
ン
ス
農
業
の
抱
え
る
諸
問
題

を
探
求
し
始
め
た
よ
う
で
あ
る
︒
両
者
の
思
惑
は
細
部
で
は
異
な
る
が
︑
農
村
に
滞
留
す
る
乞
食
・
流
民
の
大
量
存
在
と
そ
の
労
働
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の
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た
王
令
︑
と
く
に
一
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四
年
王
令
が
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
総
括
す

る
︒
主
た
る
標
的
だ
っ
た
﹁
身
体
壮
健
な
乞
食
・
流
民
﹂
を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
︑
王
令
が
﹁
善
意bonté

と
憐
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isération

﹂
に
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書
か
れ
た
た
め
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あ
る
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平
和
時
に
は
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は
ど
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な
職
業
で
も
選
ぶ
権
利
が
あ
る
の
に
︑
彼
ら

が
働
か
な
い
の
は
︑
彼
ら
が
本
質
的
に
労
働
を
敵
視
し
て
い
る
か
ら
な
の
だ
︒﹁
こ
ん
な
生
ぬ
る
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手
段
で
︑
か
く
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蔓
延
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弊
を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
︑
そ
れ
は
ま
る
で
罠
に
掛
か
っ
た
鳥
を
蜘
蛛
の
巣
で
捕
ら
え
る
よ
う
な
も
の
だ
﹂︒
そ
し
て
そ
の

責
任
の
一
半
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
理
事
た
ち
の
無
作
為
に
あ
る
と
批
判
し
た
︒

確
か
に
前
章
で
見
た
よ
う
に
︑
大
概
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
乞
食
・
流
民
の
扱
い
に
苦
慮
し
︑
で
き

れ
ば
面
倒
見
た
く
な
い
た
め
に
そ
の
脱
走
を
許
し
︑
或
い
は
放
免
し
た
の
で
あ
っ
て
︑
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
の
言
が
間
違
い
だ
と
は
云
え

な
い
︒
と
は
い
え
︑
か
れ
の
見
解
に
は
大
き
な
事
実
誤
認
が
あ
る
︒
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
は
ギ
ル
ド
制
が
存
在
し
︑
と
く
に
宣
誓
ギ

ル
ド
は
都
市
の
商
業
と
主
要
な
製
造
業
に
お
い
て
独
占
権
を
保
持
し
て
お
り
︑﹁
労
働︵
営
業
︶の
自
由
﹂は
な
か
っ
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑

都
市
に
流
入
し
た
民
衆
は
正
規
の
職
業
に
就
く
こ
と
が
難
し
く
︑
せ
い
ぜ
い
都
市
雑
業
に
職
を
見
出
す
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
れ
は
と
も
か
く
︑
こ
れ
ら
﹁
労
働
を
厭
う
﹂
と
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
を
ど
う
処
遇
す
べ
き
か
︑
と
自
問
自
答
す
る
ル
・
ト
ロ
ー

ヌ
は
︑
懲
罰
の
強
化
を
主
張
す
る
︒﹁
所
払
い
︵
追
放
刑
︶﹂
は
只
の
﹁
お
解
き
放
ち
﹂
で
し
か
な
い
し
︑
鞭
打
ち
も
﹁
一
五
分
の
不

快
な
時
間
﹂
で
し
か
な
い
︒
効
果
的
な
の
は
無
期
限
の
ガ
レ
ー
船
漕
役
刑
で
︑
こ
れ
こ
そ
が
﹁
か
れ
の
悪
行
に
見
合
っ
た
刑
罰
な
の

だ
﹂
と
い
う
︒
こ
れ
は
既
に
一
六
八
七
年
王
令
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
︑
死
文
と
化
し
て
い
た
︑
今
こ
れ
を
復
活
せ
よ
と
い
う
︒

さ
ら
に
烙
印
も
こ
れ
ま
で
は
腕
や
肩
に
捺
し
て
い
た
が
︑
今
後
は
は
っ
き
り
と
見
え
る
頬
や
額
に
捺
せ
︑
と
激
越
な
こ
と
を
云
う
︒

ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
は
さ
ら
に
ポ
リ
ス
の
強
化
を
唱
え
る
︒
マ
レ
シ
ョ
セ
は
広
大
な
田
園
地
帯
を
巡
回
警
邏
す
る
の
で
手
が
足
り
な

い
︑
そ
こ
で
︑
住
民
を
兵
隊
の
如
く
編
成
し
て
流
民
捕
捉
の
任
務
に
当
た
ら
せ
て
は
ど
う
か
︑
或
い
は
住
民
に
褒
美
を
与
え
て
︑
森

林
に
潜
む
﹁
流
民
狩
り
﹂
を
手
伝
わ
せ
て
は
ど
う
か
︑
と
も
提
言
し
て
い
る
︒

か
れ
が
標
的
と
す
る
の
は
︑﹁
身
体
壮
健
で
住
所
不
定
の
男
の
放
浪
貧
民
﹂
=
流
民
で
あ
り
︑
こ
の
者
に
は
物
乞
い
を
一
切
禁
止

し
︑
違
反
者
は
マ
レ
シ
ョ
セ
が
逮
捕
し
︑
前
述
し
た
ガ
レ
ー
船
漕
役
刑
に
処
す
︑
こ
れ
が
か
れ
の
基
本
方
針
で
あ
る
︒
但
し
︑﹁
飢
饉

乞食収容所の開設

─    （ 6 ）─

や
労
働
の
停
止
と
い
う
稀
な
事
情
﹂
の
と
き
は
︑
判
事
の
判
断
で
物
乞
い
が
許
さ
れ
る
︑
と
も
述
べ
る
︒﹇Le Trosne, p
︶
3
︵.65
﹈
こ
れ

は
ま
さ
し
く
﹁
緊
急
避
難
﹂
の
措
置
で
︑
あ
る
意
味
で
現
実
主
義
的
で
も
あ
る
の
だ
が
︑
そ
の
分
徹
底
さ
を
欠
い
た
と
も
云
え
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
乞
食
・
流
民
の
多
く
は
常
に
飢
餓
状
態
も
し
く
は
失
業
状
態
に
あ
っ
て
︑﹁
食
料
︵
パ
ン
︶
と
仕
事
を
得
ら
れ
な
い
か
ら
︑

止
む
を
得
ず
放
浪
し
物
乞
い
を
し
て
い
る
の
だ
﹂
と
主
張
す
る
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

他
方
︑
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
は
労
働
不
能
の
貧
民
に
つ
い
て
は
︑
教
区
内
救
済
の
ス
キ
ー
ム
を
考
え
て
い
る
︒
教
区
総
代
が
貧
民
台
帳

を
つ
く
り
︑
全
て
の
貧
民
の
姓
名
︑
年
齢
︑
住
所
な
ど
を
記
録
す
る
︒
町
の
治
安
判
事
は
本
人
へ
の
尋
問
や
︑
教
区
司
祭
や
﹁
慈
善

の
婦
人
﹂
ら
の
証
言
も
聴
い
て
︑
羊
皮
紙
の
﹁
物
乞
い
許
可
証
﹂
を
発
行
す
る
︒
こ
れ
を
携
行
す
る
貧
民
は
︑
指
定
さ
れ
た
幾
つ
か

の
教
区
内
で
の
物
乞
い
を
許
さ
れ
る
︒
乞
食
の
な
か
で
誠
実
で
頭
の
よ
さ
そ
う
な
者
を
選
び
︑﹁
貧
民
の
警
邏
卒
﹂
を
編
成
し
︑
街
中

を
警
戒
さ
せ
︑
流
民
を
見
つ
け
た
ら
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
に
報
せ
て
は
ど
う
か
︑
等
と
も
提
言
し
て
い
る
︒

以
上
が
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
の
意
見
書
の
骨
子
で
あ
る
︒
そ
れ
は
放
浪
す
る
乞
食
や
流
民
の
取
り
締
ま
り
強
化
と
︑
そ
の
処
遇
の
厳
罰

化
を
求
め
る
論
調
で
あ
り
︑
重
農
主
義
者
が
求
め
る
よ
う
な
労
働
戦
線
へ
の
復
帰
を
促
す
提
案
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
ア
ダ

ム
ス
が
深
読
み
し
て
い
る
よ
う
な
デ
ポ
や
懲
治
監
へ
の
言
及
は
な
い︶4
︵

︒

そ
れ
は
さ
て
お
き
︑
こ
の
間
も
農
村
で
の
乞
食
・
流
民
の
乱
暴
狼
藉
の
報
が
ベ
ル
タ
ン
の
許
に
届
い
た
︒
ス
ワ
ソ
ン
の
地
方
長
官

も
ベ
ル
タ
ン
に
︑
対
策
の
意
見
聴
取
を
し
て
い
る
場
合
で
は
な
く
︑
直
ち
に
策
を
講
ず
る
べ
き
だ
と
進
言
し
て
い
た︶5
︵

︒
こ
う
し
た
声

に
押
さ
れ
て
︑
か
れ
は
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
の
前
時
代
的
で
懲
罰
主
義
的
な
流
民
対
策
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
が
︑
そ
の
矢
先
更
迭
さ
れ

て
し
ま
っ
た
︒
財
政
再
建
の
た
め
に
打
ち
出
し
た
か
れ
の
課
税
強
化
案
が
︑
ま
た
し
て
も
特
権
階
級
の
人
々
の
反
対
で
潰
さ
れ
た
の

で
あ
る
︒
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弊
を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
︑
そ
れ
は
ま
る
で
罠
に
掛
か
っ
た
鳥
を
蜘
蛛
の
巣
で
捕
ら
え
る
よ
う
な
も
の
だ
﹂︒
そ
し
て
そ
の

責
任
の
一
半
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
理
事
た
ち
の
無
作
為
に
あ
る
と
批
判
し
た
︒

確
か
に
前
章
で
見
た
よ
う
に
︑
大
概
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
乞
食
・
流
民
の
扱
い
に
苦
慮
し
︑
で
き

れ
ば
面
倒
見
た
く
な
い
た
め
に
そ
の
脱
走
を
許
し
︑
或
い
は
放
免
し
た
の
で
あ
っ
て
︑
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
の
言
が
間
違
い
だ
と
は
云
え

な
い
︒
と
は
い
え
︑
か
れ
の
見
解
に
は
大
き
な
事
実
誤
認
が
あ
る
︒
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
は
ギ
ル
ド
制
が
存
在
し
︑
と
く
に
宣
誓
ギ

ル
ド
は
都
市
の
商
業
と
主
要
な
製
造
業
に
お
い
て
独
占
権
を
保
持
し
て
お
り
︑﹁
労
働︵
営
業
︶の
自
由
﹂は
な
か
っ
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑

都
市
に
流
入
し
た
民
衆
は
正
規
の
職
業
に
就
く
こ
と
が
難
し
く
︑
せ
い
ぜ
い
都
市
雑
業
に
職
を
見
出
す
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
れ
は
と
も
か
く
︑
こ
れ
ら
﹁
労
働
を
厭
う
﹂
と
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
を
ど
う
処
遇
す
べ
き
か
︑
と
自
問
自
答
す
る
ル
・
ト
ロ
ー

ヌ
は
︑
懲
罰
の
強
化
を
主
張
す
る
︒﹁
所
払
い
︵
追
放
刑
︶﹂
は
只
の
﹁
お
解
き
放
ち
﹂
で
し
か
な
い
し
︑
鞭
打
ち
も
﹁
一
五
分
の
不

快
な
時
間
﹂
で
し
か
な
い
︒
効
果
的
な
の
は
無
期
限
の
ガ
レ
ー
船
漕
役
刑
で
︑
こ
れ
こ
そ
が
﹁
か
れ
の
悪
行
に
見
合
っ
た
刑
罰
な
の

だ
﹂
と
い
う
︒
こ
れ
は
既
に
一
六
八
七
年
王
令
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
︑
死
文
と
化
し
て
い
た
︑
今
こ
れ
を
復
活
せ
よ
と
い
う
︒

さ
ら
に
烙
印
も
こ
れ
ま
で
は
腕
や
肩
に
捺
し
て
い
た
が
︑
今
後
は
は
っ
き
り
と
見
え
る
頬
や
額
に
捺
せ
︑
と
激
越
な
こ
と
を
云
う
︒

ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
は
さ
ら
に
ポ
リ
ス
の
強
化
を
唱
え
る
︒
マ
レ
シ
ョ
セ
は
広
大
な
田
園
地
帯
を
巡
回
警
邏
す
る
の
で
手
が
足
り
な

い
︑
そ
こ
で
︑
住
民
を
兵
隊
の
如
く
編
成
し
て
流
民
捕
捉
の
任
務
に
当
た
ら
せ
て
は
ど
う
か
︑
或
い
は
住
民
に
褒
美
を
与
え
て
︑
森

林
に
潜
む
﹁
流
民
狩
り
﹂
を
手
伝
わ
せ
て
は
ど
う
か
︑
と
も
提
言
し
て
い
る
︒

か
れ
が
標
的
と
す
る
の
は
︑﹁
身
体
壮
健
で
住
所
不
定
の
男
の
放
浪
貧
民
﹂
=
流
民
で
あ
り
︑
こ
の
者
に
は
物
乞
い
を
一
切
禁
止

し
︑
違
反
者
は
マ
レ
シ
ョ
セ
が
逮
捕
し
︑
前
述
し
た
ガ
レ
ー
船
漕
役
刑
に
処
す
︑
こ
れ
が
か
れ
の
基
本
方
針
で
あ
る
︒
但
し
︑﹁
飢
饉

乞食収容所の開設

─    （ 6 ）─

や
労
働
の
停
止
と
い
う
稀
な
事
情
﹂
の
と
き
は
︑
判
事
の
判
断
で
物
乞
い
が
許
さ
れ
る
︑
と
も
述
べ
る
︒﹇Le Trosne, p

︶
3
︵.65

﹈
こ
れ

は
ま
さ
し
く
﹁
緊
急
避
難
﹂
の
措
置
で
︑
あ
る
意
味
で
現
実
主
義
的
で
も
あ
る
の
だ
が
︑
そ
の
分
徹
底
さ
を
欠
い
た
と
も
云
え
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
乞
食
・
流
民
の
多
く
は
常
に
飢
餓
状
態
も
し
く
は
失
業
状
態
に
あ
っ
て
︑﹁
食
料
︵
パ
ン
︶
と
仕
事
を
得
ら
れ
な
い
か
ら
︑

止
む
を
得
ず
放
浪
し
物
乞
い
を
し
て
い
る
の
だ
﹂
と
主
張
す
る
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

他
方
︑
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
は
労
働
不
能
の
貧
民
に
つ
い
て
は
︑
教
区
内
救
済
の
ス
キ
ー
ム
を
考
え
て
い
る
︒
教
区
総
代
が
貧
民
台
帳

を
つ
く
り
︑
全
て
の
貧
民
の
姓
名
︑
年
齢
︑
住
所
な
ど
を
記
録
す
る
︒
町
の
治
安
判
事
は
本
人
へ
の
尋
問
や
︑
教
区
司
祭
や
﹁
慈
善

の
婦
人
﹂
ら
の
証
言
も
聴
い
て
︑
羊
皮
紙
の
﹁
物
乞
い
許
可
証
﹂
を
発
行
す
る
︒
こ
れ
を
携
行
す
る
貧
民
は
︑
指
定
さ
れ
た
幾
つ
か

の
教
区
内
で
の
物
乞
い
を
許
さ
れ
る
︒
乞
食
の
な
か
で
誠
実
で
頭
の
よ
さ
そ
う
な
者
を
選
び
︑﹁
貧
民
の
警
邏
卒
﹂
を
編
成
し
︑
街
中

を
警
戒
さ
せ
︑
流
民
を
見
つ
け
た
ら
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
に
報
せ
て
は
ど
う
か
︑
等
と
も
提
言
し
て
い
る
︒

以
上
が
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
の
意
見
書
の
骨
子
で
あ
る
︒
そ
れ
は
放
浪
す
る
乞
食
や
流
民
の
取
り
締
ま
り
強
化
と
︑
そ
の
処
遇
の
厳
罰

化
を
求
め
る
論
調
で
あ
り
︑
重
農
主
義
者
が
求
め
る
よ
う
な
労
働
戦
線
へ
の
復
帰
を
促
す
提
案
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
ア
ダ

ム
ス
が
深
読
み
し
て
い
る
よ
う
な
デ
ポ
や
懲
治
監
へ
の
言
及
は
な
い︶4
︵

︒

そ
れ
は
さ
て
お
き
︑
こ
の
間
も
農
村
で
の
乞
食
・
流
民
の
乱
暴
狼
藉
の
報
が
ベ
ル
タ
ン
の
許
に
届
い
た
︒
ス
ワ
ソ
ン
の
地
方
長
官

も
ベ
ル
タ
ン
に
︑
対
策
の
意
見
聴
取
を
し
て
い
る
場
合
で
は
な
く
︑
直
ち
に
策
を
講
ず
る
べ
き
だ
と
進
言
し
て
い
た︶5
︵

︒
こ
う
し
た
声

に
押
さ
れ
て
︑
か
れ
は
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
の
前
時
代
的
で
懲
罰
主
義
的
な
流
民
対
策
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
が
︑
そ
の
矢
先
更
迭
さ
れ

て
し
ま
っ
た
︒
財
政
再
建
の
た
め
に
打
ち
出
し
た
か
れ
の
課
税
強
化
案
が
︑
ま
た
し
て
も
特
権
階
級
の
人
々
の
反
対
で
潰
さ
れ
た
の

で
あ
る
︒
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ベ
ル
タ
ン
の
後
を
継
い
だ
財
務
総
監
が
︑
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
夫
人
の
覚
え
め
で
た
い
ク
レ
マ
ン
・
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・

ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
で
あ
っ
た︶6
︵

︒
か
れ
は
啓
蒙
哲
学
者
ら
の
支
持
を
う
け
て
︑
穀
物
取
引
の
自
由
化
を
打
ち
出
す
な
ど
︑
リ
ベ
ラ
ル
な
改

革
に
着
手
す
る
の
だ
が
︑
こ
と
乞
食
・
流
民
対
策
で
は
ベ
ル
タ
ン
の
路
線
を
踏
襲
し
よ
う
と
し
た
︒
か
れ
の
許
に
流
民
対
策
を
検
討

す
る
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
委
員
会
が
立
ち
あ
げ
ら
れ
︑
フ
リ
ュ
リ
ィ
な
ど
四
名
の
国
務
卿
が
委
員
と
な
り
︑
随
時
外
部
の
報
告
者
を
招
い

て
意
見
を
聴
取
す
る
な
ど
し
て
︑
原
案
を
作
成
し
た
︒
そ
の
成
果
が
一
七
六
四
年
八
月
三
日
の
王
令
で
あ
る
︒

２
．
難
渋
す
る
一
七
六
四
年
王
令

こ
の
王
令
は
フ
リ
ュ
リ
ィ
と
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
の
意
見
書
に
沿
う
も
の
で
︑
主
た
る
狙
い
は
流
民
の
放
逐
に
あ
っ
た
︒
こ
の
王
令
で

云
う
﹁
流
民
﹂
は
︑
一
七
二
四
年
王
令
の
定
義
を
踏
襲
し
た
も
の
で
︑﹁
自
活
の
た
め
の
地
位
も
財
産
も
な
く
︑
信
頼
で
き
る
人
間
に

よ
る
人
物
保
証
も
な
く
︑
直
近
半
年
間
何
ら
の
仕
事
に
も
就
い
て
い
な
い
者
﹂
で
あ
っ
た
︒
マ
レ
シ
ョ
セ
は
主
に
田
園
地
帯
や
街
道

筋
で
こ
れ
と
お
ぼ
し
き
者
を
捕
捉
し
︑
最
寄
り
の
﹁
臨
時
の
留
置
所
﹂
に
収
容
す
る
任
務
を
帯
び
る
︒
つ
ま
り
︑
既
存
の
オ
ピ
タ
ル
・

ジ
ェ
ネ
ラ
ル
と
は
別
に
﹁
臨
時
の
留
置
所
﹂
を
設
け
る
こ
と
が
︑
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
狙
い
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
臨
時
の
留
置
所

を
運
営
し
監
督
す
る
権
限
を
︑
も
っ
ぱ
ら
地
方
長
官
に
委
ね
る
と
し
た
︒

一
七
二
四
年
王
令
で
は
﹁
身
体
壮
健
な
乞
食
の
怠
惰
を
矯
正
し
労
働
﹂
さ
せ
る
目
的
で
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
へ
の
入
所
を

許
し
た
の
に
︑
オ
ピ
タ
ル
の
理
事
た
ち
は
そ
の
責
務
を
果
た
せ
な
か
っ
た
と
︑
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
は
総
括
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
新

た
な
構
想
で
は
︑
国
王
直
属
の
マ
レ
シ
ョ
セ
が
逮
捕
・
裁
判
し
た
乞
食
・
流
民
を
臨
時
の
留
置
所
に
入
れ
︑
こ
れ
を
国
王
の
代
理
人

で
あ
る
地
方
長
官
が
監
督
す
る
︑
し
か
も
︑
そ
の
全
費
用
を
王
権
が
負
担
す
る
︑
す
な
わ
ち
︑
王
権
が
ぢ
か
に
流
民
放
逐
を
遂
行
す

乞食収容所の開設
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る
と
表
明
し
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
一
七
六
四
年
王
令
は
労
働
不
能
貧
民
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
た
︒
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
や
身
障
者
な
ど
︑
労
働
に

よ
り
生
活
の
資
を
稼
げ
な
い
者
は
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
世
話
を
受
け
ら
れ
る
︑
そ
れ
以
外
の
貧
民
は
教
区
救
済
を
受
け
る
︑

ま
た
一
六
歳
以
下
の
子
ど
も
ら
は
親
族
な
ど
保
護
者
の
許
に
帰
す
︑
も
し
い
な
け
れ
ば
︑
農
村
の
自
営
農
な
ど
に
預
け
る
︑
そ
の
費

用
は
王
権
が
負
担
す
る
な
ど
と
し
た
︒

し
か
し
︑
全
体
と
し
て
そ
の
制
度
設
計
は
粗
雑
だ
っ
た
︒
例
え
ば
教
区
で
の
救
貧
は
新
た
に
﹁
施
し
局bureau d’âum

êno

﹂
を

設
置
し
て
行
う
と
し
た
が
︑
そ
の
内
容
は
詰
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
委
員
会
は
こ
の
王
宣
を
補
足
す
る
か

た
ち
で
︑
乞
食
一
般
の
撲
滅
と
救
済
に
関
す
る
王
令
の
検
討
に
か
か
っ
た
が
︑
パ
リ
高
等
法
院
の
強
い
反
撥
に
あ
い
調
整
は
難
航
し

た
︒ラ

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
は
︑
こ
の
王
令
で
造
る
こ
と
に
な
る
流
民
の
収
容
施
設
を
︑﹁
臨
時
の
留
置
所
﹂
と
表
現
し
︑
や
が
て
そ
れ
は
オ
ピ

タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
説
い
た
が
︑
そ
れ
は
明
ら
か
に
高
等
法
院
の
反
対
を
予
想
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
︒
だ
が
高
等
法
院
は
案
の
定
︑
王
権
が
乞
食
・
流
民
の
逮
捕
・
拘
留
・
裁
判
の
権
限
を
も
つ
こ
と
は
︑
高
等
法
院
の
権
限
を

犯
す
も
の
だ
と
し
て
反
対
し
た
︒

調
整
は
難
航
し
た
︒
最
初
の
こ
ろ
は
︑
フ
リ
ュ
リ
ィ
の
兄
︑
ギ
ヨ
ー
ム
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ル
イ
・
ジ
ョ
リ
・
ド
・
フ
リ
ュ
リ
ィ
が
︑

パ
リ
高
等
法
院
の
主
席
検
事
の
職
を
務
め
て
い
た
の
で
︑
こ
れ
が
国
王
側
と
高
等
法
院
と
の
調
整
に
当
た
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
後
若

き
行
政
官
ベ
ル
テ
ィ
エ
・
ド
・
ソ
ヴ
ィ
ニ
ィ
が
︑
当
委
員
会
の
報
告
者
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
の
を
機
に
頭
角
を
現
し
︑
調
整
役
に
任

じ
︑
さ
ら
に
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
失
脚
の
後
に
︑
こ
の
施
策
の
実
質
的
な
主
導
者
と
な
る
の
で
あ
る︶7
︵

︒
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ベ
ル
タ
ン
の
後
を
継
い
だ
財
務
総
監
が
︑
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
夫
人
の
覚
え
め
で
た
い
ク
レ
マ
ン
・
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・

ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
で
あ
っ
た︶6
︵

︒
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啓
蒙
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て
︑
穀
物
取
引
の
自
由
化
を
打
ち
出
す
な
ど
︑
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が
︑
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対
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で
は
ベ
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ン
の
路
線
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踏
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し
よ
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と
し
た
︒
か
れ
の
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に
流
民
対
策
を
検
討

す
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ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
委
員
会
が
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ち
あ
げ
ら
れ
︑
フ
リ
ュ
リ
ィ
な
ど
四
名
の
国
務
卿
が
委
員
と
な
り
︑
随
時
外
部
の
報
告
者
を
招
い

て
意
見
を
聴
取
す
る
な
ど
し
て
︑
原
案
を
作
成
し
た
︒
そ
の
成
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が
一
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六
四
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八
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三
日
の
王
令
で
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︒
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難
渋
す
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一
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六
四
年
王
令

こ
の
王
令
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リ
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ィ
と
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
の
意
見
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に
沿
う
も
の
で
︑
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た
る
狙
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は
流
民
の
放
逐
に
あ
っ
た
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こ
の
王
令
で

云
う
﹁
流
民
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は
︑
一
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二
四
年
王
令
の
定
義
を
踏
襲
し
た
も
の
で
︑﹁
自
活
の
た
め
の
地
位
も
財
産
も
な
く
︑
信
頼
で
き
る
人
間
に

よ
る
人
物
保
証
も
な
く
︑
直
近
半
年
間
何
ら
の
仕
事
に
も
就
い
て
い
な
い
者
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で
あ
っ
た
︒
マ
レ
シ
ョ
セ
は
主
に
田
園
地
帯
や
街
道
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で
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と
お
ぼ
し
き
者
を
捕
捉
し
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最
寄
り
の
﹁
臨
時
の
留
置
所
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に
収
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す
る
任
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を
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び
る
︒
つ
ま
り
︑
既
存
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オ
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タ
ル
・

ジ
ェ
ネ
ラ
ル
と
は
別
に
﹁
臨
時
の
留
置
所
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を
設
け
る
こ
と
が
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ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
狙
い
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
臨
時
の
留
置
所

を
運
営
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監
督
す
る
権
限
を
︑
も
っ
ぱ
ら
地
方
長
官
に
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ね
る
と
し
た
︒

一
七
二
四
年
王
令
で
は
﹁
身
体
壮
健
な
乞
食
の
怠
惰
を
矯
正
し
労
働
﹂
さ
せ
る
目
的
で
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
へ
の
入
所
を

許
し
た
の
に
︑
オ
ピ
タ
ル
の
理
事
た
ち
は
そ
の
責
務
を
果
た
せ
な
か
っ
た
と
︑
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
は
総
括
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
新

た
な
構
想
で
は
︑
国
王
直
属
の
マ
レ
シ
ョ
セ
が
逮
捕
・
裁
判
し
た
乞
食
・
流
民
を
臨
時
の
留
置
所
に
入
れ
︑
こ
れ
を
国
王
の
代
理
人

で
あ
る
地
方
長
官
が
監
督
す
る
︑
し
か
も
︑
そ
の
全
費
用
を
王
権
が
負
担
す
る
︑
す
な
わ
ち
︑
王
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が
ぢ
か
に
流
民
放
逐
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の
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し
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全
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制
度
設
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え
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で
の
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貧
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し
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êno
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を
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行
う
と
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そ
の
内
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は
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ら
れ
て
い
な
か
っ
た
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そ
こ
で
ラ
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ェ
ル
デ
ィ
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会
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こ
の
王
宣
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る
か

た
ち
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︑
乞
食
一
般
の
撲
滅
と
救
済
に
関
す
る
王
令
の
検
討
に
か
か
っ
た
が
︑
パ
リ
高
等
法
院
の
強
い
反
撥
に
あ
い
調
整
は
難
航
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た
︒ラ
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令
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と
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る
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収
容
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設
を
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の
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置
所
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し
︑
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て
そ
れ
は
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タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
説
い
た
が
︑
そ
れ
は
明
ら
か
に
高
等
法
院
の
反
対
を
予
想
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
︒
だ
が
高
等
法
院
は
案
の
定
︑
王
権
が
乞
食
・
流
民
の
逮
捕
・
拘
留
・
裁
判
の
権
限
を
も
つ
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と
は
︑
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等
法
院
の
権
限
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犯
す
も
の
だ
と
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反
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は
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航
し
た
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の
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フ
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・
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フ
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が
︑

パ
リ
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等
法
院
の
主
席
検
事
の
職
を
務
め
て
い
た
の
で
︑
こ
れ
が
国
王
側
と
高
等
法
院
と
の
調
整
に
当
た
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
後
若

き
行
政
官
ベ
ル
テ
ィ
エ
・
ド
・
ソ
ヴ
ィ
ニ
ィ
が
︑
当
委
員
会
の
報
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者
と
し
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招
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た
の
を
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に
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角
を
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し
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調
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役
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︑
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に
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︑
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る︶7
︵
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そ
れ
は
と
も
か
く
︑
高
等
法
院
は
王
令
法
案
に
つ
い
て
も
︑
物
乞
い
貧
民
へ
の
懲
罰
が
重
す
ぎ
る
︑
領
主
な
ど
土
地
所
有
者
へ
の

新
た
な
課
税
が
予
想
さ
れ
る
︑
と
懸
念
を
表
明
し
た
︒
王
権
側
は
細
か
い
点
で
は
譲
歩
し
た
が
︑
乞
食
・
流
民
の
逮
捕
・
拘
留
・
裁

判
を
マ
レ
シ
ョ
セ
に
委
ね
︑
臨
時
の
留
置
所
の
管
理
・
運
営
権
限
は
地
方
長
官
に
委
ね
る
︑
と
い
う
基
本
路
線
は
譲
ら
な
か
っ
た
︒

こ
の
た
め
高
等
法
院
は
一
七
六
六
年
に
は
法
案
を
協
議
す
る
こ
と
す
ら
拒
ん
だ
の
で
あ
る︶8
︵

︒

こ
う
し
て
新
た
な
法
案
は
潰
え
︑
一
七
六
四
年
王
令
が
曖
昧
な
部
分
を
残
し
た
ま
ま
︑
一
七
六
七
年
一
〇
月
二
一
日
の
国
務
卿
裁

決
を
経
て
︑
翌
年
一
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
標
的
は
も
っ
ぱ
ら
﹁
身
体
壮
健
な
男
の
物
乞
い
貧
民
﹂
で
︑
そ
の
捕
捉

と
﹁
臨
時
の
留
置
所
﹂
へ
の
収
監
で
あ
り
︑
か
く
て
﹁
乞
食
収
容
所
﹂
が
開
設
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
︒
差
し
当
た
り
︑
労
働
不
能

貧
民
の
処
遇
と
救
済
は
教
区
に
委
ね
る
と
し
た
だ
け
で
︑
実
施
の
詳
細
は
詰
め
ら
れ
な
か
っ
た
︒
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
や
ベ
ル
テ
ィ
エ

は
︑
こ
う
し
て
一
七
二
四
年
王
令
不
首
尾
の
轍
を
踏
ま
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
︑
制
度
設
計
の
不
備
は
覆
い
難

く
︑
や
が
て
破
綻
す
る
こ
と
に
な
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
デ
ポ
の
運
営
・
監
督
を
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
地
方
長
官
の
な
か
に
は
︑
こ
の
王
令
実
施
を
危
ぶ
む
者
も
い
た
︒

最
貧
地
帯
の
ひ
と
つ
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
地
方
長
官
は
︑
前
述
し
た
ト
ゥ
リ
ュ
デ
ー
ヌ
の
一
七
二
〇
年
代
の
成
功
経
験
を
踏
ま
え

て
︑
新
た
に
臨
時
の
留
置
所
を
造
る
よ
り
も
︑
既
存
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
を
利
用
し
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
答
え

た
︒
ま
た
そ
の
厳
罰
主
義
を
も
危
惧
し
て
︑
こ
れ
程
厳
し
い
措
置
を
採
れ
ば
︑
身
体
壮
健
な
乞
食
や
流
民
は
︑
恐
れ
て
田
舎
に
逃
げ

込
み
や
が
て
山
賊
に
な
る
だ
ろ
う
︑
と
述
べ
た
︒
し
か
し
︑
地
方
長
官
は
﹁
国
王
の
代
理
人
﹂
と
い
う
性
格
上
︑
こ
の
段
階
で
敢
え

て
王
権
の
政
策
に
異
を
唱
え
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
と
い
う
︒﹇A

dam
s, 1990, p.52

﹈
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．
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収
容
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開
設

財
務
総
監
は
デ
ポ
開
設
に
当
た
り
各
地
方
長
官
宛
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に
通
達
と
実
施
要
領instructions

を
送
っ
た
︒
通
達
で
は
︑
当
面
は
流
民

や
職
業
乞
食
︑﹁
共
同
体
的
紐
帯
か
ら
外
れ
た
人
々gens sans averu

﹂
を
逮
捕
す
る
に
留
め
る
こ
と
︑
管
轄
す
る
総
徴
税
管
区
に
こ

れ
ら
の
者
を
受
け
容
れ
る
に
足
る
施
設
が
な
い
時
は
︑
で
き
る
だ
け
早
く
﹁
乞
食
収
容
所
﹂
を
造
る
よ
う
に
︑
と
勧
告
し
た︶9
︵

︒
実
施

要
領
で
は
︑
デ
ポ
の
設
置
場
所
は
︑
隊
員
兵
舎
が
あ
る
マ
レ
シ
ョ
セ
駐
屯
地
の
都
市
に
︑
き
ち
ん
と
施
錠
閉
鎖
で
き
る
建
物
を
造
る

の
が
望
ま
し
い
と
し
た
︒

収
容
者
に
つ
い
て
実
施
要
領
は
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
を
想
定
し
て
い
る
︒
一
つ
は
︑﹁
性
別
︑
年
齢
︑
身
障
の
程
度
な
ど
の
理
由
で

ガ
レ
ー
船
漕
役
刑
に
は
で
き
な
い
が
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
代
官
に
よ
る
有
罪
判
決
を
受
け
た
流
民
﹂
で
あ
り
︑
他
の
一
つ
は
︑﹁
職
業
乞
食

で
自
宅
か
ら
二
里
以
上
離
れ
て
物
乞
い
し
た
廉
で
逮
捕
さ
れ
た
者
﹂
で
あ
る
︒

こ
の
乞
食
・
流
民
の
規
定
は
か
な
り
曖
昧
で
︑
現
場
に
混
乱
を
も
た
ら
す
一
因
と
な
っ
た
︒
捕
捉
に
当
た
る
マ
レ
シ
ョ
セ
は
︑
身

体
壮
健
な
乞
食
だ
け
で
は
な
く
︑
ま
た
自
宅
か
ら
二
里
以
上
離
れ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
︑
物
乞
い
し
て
い
る
貧
民
を
す
べ
て
捕
ら

え
連
行
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
そ
の
処
罰
も
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
代
官
に
よ
り
異
な
り
か
な
り
恣
意
性
が
強
い
も
の
に

な
っ
た︶10
︵

︒

こ
の
よ
う
に
細
部
ま
で
充
分
に
詰
め
ら
れ
て
い
な
い
一
七
六
四
年
王
令
が
国
務
卿
裁
決
で
補
強
さ
れ
て
︑
一
七
六
八
年
初
め
か
ら

実
施
さ
れ
た
︒
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
各
総
徴
税
管
区
に
二
~
三
箇
所
の
割
合
で
︑
全
国
で
一
〇
〇
カ
所
ほ
ど
デ
ポ
を
設
置
し
︑
年
間

一
〇
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
の
予
算
で
一
万
人
を
留
置
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
︒
確
か
に
当
初
は
想
定
よ
り
は
幾
分
少
な
い
が
︑
全
国

に
設
置
さ
れ
た
デ
ポ
は
八
八
カ
所
︑
収
容
乞
食
は
九
千
人
程
度
だ
っ
た
︒﹇A

dam
s, 1990, p.69
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そ
れ
は
と
も
か
く
︑
高
等
法
院
は
王
令
法
案
に
つ
い
て
も
︑
物
乞
い
貧
民
へ
の
懲
罰
が
重
す
ぎ
る
︑
領
主
な
ど
土
地
所
有
者
へ
の

新
た
な
課
税
が
予
想
さ
れ
る
︑
と
懸
念
を
表
明
し
た
︒
王
権
側
は
細
か
い
点
で
は
譲
歩
し
た
が
︑
乞
食
・
流
民
の
逮
捕
・
拘
留
・
裁

判
を
マ
レ
シ
ョ
セ
に
委
ね
︑
臨
時
の
留
置
所
の
管
理
・
運
営
権
限
は
地
方
長
官
に
委
ね
る
︑
と
い
う
基
本
路
線
は
譲
ら
な
か
っ
た
︒

こ
の
た
め
高
等
法
院
は
一
七
六
六
年
に
は
法
案
を
協
議
す
る
こ
と
す
ら
拒
ん
だ
の
で
あ
る︶8
︵

︒

こ
う
し
て
新
た
な
法
案
は
潰
え
︑
一
七
六
四
年
王
令
が
曖
昧
な
部
分
を
残
し
た
ま
ま
︑
一
七
六
七
年
一
〇
月
二
一
日
の
国
務
卿
裁

決
を
経
て
︑
翌
年
一
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
標
的
は
も
っ
ぱ
ら
﹁
身
体
壮
健
な
男
の
物
乞
い
貧
民
﹂
で
︑
そ
の
捕
捉

と
﹁
臨
時
の
留
置
所
﹂
へ
の
収
監
で
あ
り
︑
か
く
て
﹁
乞
食
収
容
所
﹂
が
開
設
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
︒
差
し
当
た
り
︑
労
働
不
能

貧
民
の
処
遇
と
救
済
は
教
区
に
委
ね
る
と
し
た
だ
け
で
︑
実
施
の
詳
細
は
詰
め
ら
れ
な
か
っ
た
︒
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
や
ベ
ル
テ
ィ
エ

は
︑
こ
う
し
て
一
七
二
四
年
王
令
不
首
尾
の
轍
を
踏
ま
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
︑
制
度
設
計
の
不
備
は
覆
い
難

く
︑
や
が
て
破
綻
す
る
こ
と
に
な
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
デ
ポ
の
運
営
・
監
督
を
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
地
方
長
官
の
な
か
に
は
︑
こ
の
王
令
実
施
を
危
ぶ
む
者
も
い
た
︒

最
貧
地
帯
の
ひ
と
つ
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
地
方
長
官
は
︑
前
述
し
た
ト
ゥ
リ
ュ
デ
ー
ヌ
の
一
七
二
〇
年
代
の
成
功
経
験
を
踏
ま
え

て
︑
新
た
に
臨
時
の
留
置
所
を
造
る
よ
り
も
︑
既
存
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
を
利
用
し
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
答
え

た
︒
ま
た
そ
の
厳
罰
主
義
を
も
危
惧
し
て
︑
こ
れ
程
厳
し
い
措
置
を
採
れ
ば
︑
身
体
壮
健
な
乞
食
や
流
民
は
︑
恐
れ
て
田
舎
に
逃
げ

込
み
や
が
て
山
賊
に
な
る
だ
ろ
う
︑
と
述
べ
た
︒
し
か
し
︑
地
方
長
官
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国
王
の
代
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性
格
上
︑
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え
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王
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る
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は
ほ
と
ん
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な
か
っ
た
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い
う
︒﹇A
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ほ
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︒
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ポ
ー
ル
ト
ル
と
ア
ダ
ム
ス
の
記
述
を
摘
記
し
︑
ア
ダ
ム
ス
の
地
図
を
参
考
に
し
て
纏
め
た
の
が
︑
表
１﹁
乞
食
収
容
所
の
開
設
状

況
﹂
で
あ
る︶11
︵

︒
こ
こ
か
ら
判
明
す
る
の
は
︑
先
ず
︑
全
国
三
二
の
地
方
長
官
府
の
都
市
に
は
も
れ
な
く
デ
ポ
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
れ
以
外
の
地
方
都
市
に
も
デ
ポ
が
設
置
さ
れ
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
が
構
想
し
た
よ
う
に
︑
当
初
は
一
総
徴
税
管
区
に

二
な
い
し
三
の
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
︒
よ
く
見
る
と
そ
こ
に
は
地
理
的
偏
差
が
認
め
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
フ
ラ
ン
ス
の
南
半
分
に

は
デ
ポ
が
少
な
く
︑
圧
倒
的
に
北
半
分
に
︑
わ
け
て
も
パ
リ
と
そ
の
周
辺
一
帯
に
デ
ポ
開
設
が
集
中
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

︵
地
図
参
照
︶
そ
の
理
由
は
恐
ら
く
国
王
権
力
の
射
程
の
強
弱
や
︑
乞
食
・
流
民
の
多
寡
に
関
係
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

と
こ
ろ
が
注
目
す
べ
き
は
︑
地
方
都
市
の
デ
ポ
が
開
設
後
数
年
の
う
ち
に
︑
あ
ら
か
た
閉
鎖
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
理
由
は

後
段
の
デ
ポ
の
管
理
運
営
の
節
で
考
え
る
が
︑
結
論
を
先
取
り
し
て
云
え
ば
︑
主
に
経
費
負
担
の
問
題
︑
次
に
地
方
長
官
の
意
欲
と

能
力
︑
さ
ら
に
ヨ
リ
根
底
に
は
デ
ポ
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
地
元
輿
論
の
動
向
に
関
係
が
あ
る
︒
加
え
て
一
七
七
五
年
に
チ
ュ
ル
ゴ
が

財
務
総
監
に
就
く
と
︑﹁
慈
善
工
房atelier de charité

﹂
を
設
け
て
身
体
壮
健
な
乞
食
に
仕
事
を
与
え
る
︑
と
い
う
持
論
を
実
施
す
る

た
め
に
︑
デ
ポ
を
閉
鎖
し
入
所
者
を
釈
放
せ
よ
と
命
じ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
多
く
の
デ
ポ
が
廃
用
と
な
っ
た
︒
パ
リ
総
徴
税
管

区
を
例
に
取
れ
ば
︑
サ
ン
リ
ス
や
ポ
ン
ト
ワ
ー
ズ
な
ど
の
デ
ポ
が
閉
じ
ら
れ
︑
サ
ン
ド
ニ
の
デ
ポ
だ
け
が
残
さ
れ
た)
12
(

︒
こ
う
し
て

一
七
八
〇
年
代
に
は
全
土
で
凡
そ
三
〇
数
カ
所
の
デ
ポ
だ
け
が
機
能
す
る
体
制
に
な
っ
た
︒

一
七
六
八
年
以
降
︑
王
権
中
枢
は
地
方
長
官
や
マ
レ
シ
ョ
セ
代
官
・
隊
長
に
た
び
た
び
通
達
を
発
し
︑
一
七
六
四
年
王
令
の
実
施

方
を
督
励
し
た
︒
時
に
は
乞
食
・
流
民
の
逮
捕
を
奨
励
す
る
た
め
に
報
奨
金
を
与
え
た︶13
︵

︒
か
く
て
︑
表
１
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
フ

ラ
ン
ス
全
土
で
マ
レ
シ
ョ
セ
に
よ
る
﹁
乞
食
狩
り
﹂
が
精
力
的
に
展
開
し
︑
一
七
六
八
年
か
ら
七
三
年
末
ま
で
に
︑
全
土
で
凡
そ

七
万
人
が
捕
捉
さ
れ
た
︒
と
く
に
貧
民
が
集
中
す
る
パ
リ
管
区
が
︑
一
八
千
名
も
の
逮
捕
・
収
容
者
を
数
え
た
の
は
︑
あ
る
意
味
で

乞食収容所の開設

─    （12）─

当
然
な
の
だ
が
︑
地
方
都
市
︑
例
え
ば
ブ
ザ
ン
ソ
ン
︑
ボ
ル
ド
ー
︑
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
︑
モ
ン
ペ
リ
エ
な
ど
で
も
︑
デ
ポ
に
収
容
さ
れ

る
貧
民
は
少
な
く
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
た
結
果
を
見
て
︑
ポ
ー
ル
ト
ル
は
︑
一
七
六
四
年
王
令
は﹁
好
成
績bons résultas
を
収
め
た
﹂

と
評
価
す
る
の
だ
が
﹇Paultre, pp.511, 513

﹈︑
そ
れ
は
い
か
に
も
皮
相
的
で
近
視
眼
的
な
評
価
だ
っ
た
︒

さ
て
︑
こ
れ
を
時
系
列
に
整
理
し
た
も
の
が
︑
表
２﹁
全
て
の
総
徴
税
管
区
の
乞
食
収
容
所
に
収
監
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
︵
一
七
六
八

~
一
七
七
七
︶﹂
で
あ
る
︒
こ
の
表
か
ら
も
当
初
は
九
千
人
程
度
だ
っ
た
デ
ポ
収
監
者
が
︑
一
七
七
〇
年
代
初
め
に
は
急
増
し
一
四
千

人
を
超
え
た
こ
と
︑
そ
の
後
は
や
や
減
っ
て
一
万
人
前
後
で
推
移
し
た
こ
と
が
判
る
︒
七
〇
年
代
初
め
に
急
増
し
た
の
は
︑
実
は
厳

冬
よ
る
凶
作
の
影
響
を
う
け
て
︑
農
村
に
餓
え
た
貧
民
が
増
加
し
︑
物
乞
い
を
し
て
捕
捉
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
二
つ
の
表
を
観
察
す
る
と
︑
次
の
三
つ
の
事
象
が
浮
か
び
上
が
る
︒
一
つ
は
︑
逮
捕
拘
留
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
は
︑
一
定

期
間
後
に
そ
の
半
分
以
上
が
﹁
釈
放
﹂
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る︶14
︵

︒
二
は
︑﹁
デ
ポ
内
あ
る
い
は
オ
ピ
タ
ル
で
死
亡
す
る
者
﹂
が
驚
く

ほ
ど
多
い
こ
と
で
あ
る
︒
時
系
列
で
見
る
と
︑
最
大
値
は
一
七
七
一
年
︑
七
二
年
の
二
三
％
で
あ
り
︑
平
均
で
一
九
％
余
で
あ
る
︒

つ
ま
り
入
所
者
の
五
人
に
一
人
が
デ
ポ
か
搬
送
さ
れ
た
オ
ピ
タ
ル
で
亡
く
な
っ
て
い
る
の
だ
︒
ま
た
死
亡
率
は
地
域
に
よ
る
偏
差
が

大
き
い
こ
と
も
窺
え
る︶15
︵

︒
三
つ
目
は
︑
デ
ポ
か
ら
の
脱
走
者
が
平
均
で
一
〇
％
と
無
視
で
き
な
い
程
認
め
ら
れ
る
こ
と
︑
そ
の
反

面
︑
軍
務
志
願
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
捕
捉
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
の
デ
ポ
や
軍
隊
へ
の
嫌
悪
感
を
示
し
て
は

い
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
れ
ら
の
事
実
は
デ
ポ
の
管
理
運
営
と
入
所
者
の
処
遇
状
況
に
関
わ
る
の
で
︑
次
節
以
下
で
考
察
す
る
︒
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ポ
ー
ル
ト
ル
と
ア
ダ
ム
ス
の
記
述
を
摘
記
し
︑
ア
ダ
ム
ス
の
地
図
を
参
考
に
し
て
纏
め
た
の
が
︑
表
１﹁
乞
食
収
容
所
の
開
設
状

況
﹂
で
あ
る︶11
︵

︒
こ
こ
か
ら
判
明
す
る
の
は
︑
先
ず
︑
全
国
三
二
の
地
方
長
官
府
の
都
市
に
は
も
れ
な
く
デ
ポ
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
れ
以
外
の
地
方
都
市
に
も
デ
ポ
が
設
置
さ
れ
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
が
構
想
し
た
よ
う
に
︑
当
初
は
一
総
徴
税
管
区
に

二
な
い
し
三
の
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
︒
よ
く
見
る
と
そ
こ
に
は
地
理
的
偏
差
が
認
め
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
フ
ラ
ン
ス
の
南
半
分
に

は
デ
ポ
が
少
な
く
︑
圧
倒
的
に
北
半
分
に
︑
わ
け
て
も
パ
リ
と
そ
の
周
辺
一
帯
に
デ
ポ
開
設
が
集
中
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

︵
地
図
参
照
︶
そ
の
理
由
は
恐
ら
く
国
王
権
力
の
射
程
の
強
弱
や
︑
乞
食
・
流
民
の
多
寡
に
関
係
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

と
こ
ろ
が
注
目
す
べ
き
は
︑
地
方
都
市
の
デ
ポ
が
開
設
後
数
年
の
う
ち
に
︑
あ
ら
か
た
閉
鎖
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
理
由
は

後
段
の
デ
ポ
の
管
理
運
営
の
節
で
考
え
る
が
︑
結
論
を
先
取
り
し
て
云
え
ば
︑
主
に
経
費
負
担
の
問
題
︑
次
に
地
方
長
官
の
意
欲
と

能
力
︑
さ
ら
に
ヨ
リ
根
底
に
は
デ
ポ
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
地
元
輿
論
の
動
向
に
関
係
が
あ
る
︒
加
え
て
一
七
七
五
年
に
チ
ュ
ル
ゴ
が

財
務
総
監
に
就
く
と
︑﹁
慈
善
工
房atelier de charité

﹂
を
設
け
て
身
体
壮
健
な
乞
食
に
仕
事
を
与
え
る
︑
と
い
う
持
論
を
実
施
す
る

た
め
に
︑
デ
ポ
を
閉
鎖
し
入
所
者
を
釈
放
せ
よ
と
命
じ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
多
く
の
デ
ポ
が
廃
用
と
な
っ
た
︒
パ
リ
総
徴
税
管

区
を
例
に
取
れ
ば
︑
サ
ン
リ
ス
や
ポ
ン
ト
ワ
ー
ズ
な
ど
の
デ
ポ
が
閉
じ
ら
れ
︑
サ
ン
ド
ニ
の
デ
ポ
だ
け
が
残
さ
れ
た)
12
(

︒
こ
う
し
て

一
七
八
〇
年
代
に
は
全
土
で
凡
そ
三
〇
数
カ
所
の
デ
ポ
だ
け
が
機
能
す
る
体
制
に
な
っ
た
︒

一
七
六
八
年
以
降
︑
王
権
中
枢
は
地
方
長
官
や
マ
レ
シ
ョ
セ
代
官
・
隊
長
に
た
び
た
び
通
達
を
発
し
︑
一
七
六
四
年
王
令
の
実
施

方
を
督
励
し
た
︒
時
に
は
乞
食
・
流
民
の
逮
捕
を
奨
励
す
る
た
め
に
報
奨
金
を
与
え
た︶13
︵

︒
か
く
て
︑
表
１
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
フ

ラ
ン
ス
全
土
で
マ
レ
シ
ョ
セ
に
よ
る
﹁
乞
食
狩
り
﹂
が
精
力
的
に
展
開
し
︑
一
七
六
八
年
か
ら
七
三
年
末
ま
で
に
︑
全
土
で
凡
そ

七
万
人
が
捕
捉
さ
れ
た
︒
と
く
に
貧
民
が
集
中
す
る
パ
リ
管
区
が
︑
一
八
千
名
も
の
逮
捕
・
収
容
者
を
数
え
た
の
は
︑
あ
る
意
味
で

乞食収容所の開設

─    （12）─

当
然
な
の
だ
が
︑
地
方
都
市
︑
例
え
ば
ブ
ザ
ン
ソ
ン
︑
ボ
ル
ド
ー
︑
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
︑
モ
ン
ペ
リ
エ
な
ど
で
も
︑
デ
ポ
に
収
容
さ
れ

る
貧
民
は
少
な
く
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
た
結
果
を
見
て
︑
ポ
ー
ル
ト
ル
は
︑
一
七
六
四
年
王
令
は﹁
好
成
績bons résultas

を
収
め
た
﹂

と
評
価
す
る
の
だ
が
﹇Paultre, pp.511, 513

﹈︑
そ
れ
は
い
か
に
も
皮
相
的
で
近
視
眼
的
な
評
価
だ
っ
た
︒

さ
て
︑
こ
れ
を
時
系
列
に
整
理
し
た
も
の
が
︑
表
２﹁
全
て
の
総
徴
税
管
区
の
乞
食
収
容
所
に
収
監
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
︵
一
七
六
八

~
一
七
七
七
︶﹂
で
あ
る
︒
こ
の
表
か
ら
も
当
初
は
九
千
人
程
度
だ
っ
た
デ
ポ
収
監
者
が
︑
一
七
七
〇
年
代
初
め
に
は
急
増
し
一
四
千

人
を
超
え
た
こ
と
︑
そ
の
後
は
や
や
減
っ
て
一
万
人
前
後
で
推
移
し
た
こ
と
が
判
る
︒
七
〇
年
代
初
め
に
急
増
し
た
の
は
︑
実
は
厳

冬
よ
る
凶
作
の
影
響
を
う
け
て
︑
農
村
に
餓
え
た
貧
民
が
増
加
し
︑
物
乞
い
を
し
て
捕
捉
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
二
つ
の
表
を
観
察
す
る
と
︑
次
の
三
つ
の
事
象
が
浮
か
び
上
が
る
︒
一
つ
は
︑
逮
捕
拘
留
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
は
︑
一
定

期
間
後
に
そ
の
半
分
以
上
が
﹁
釈
放
﹂
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る︶14
︵

︒
二
は
︑﹁
デ
ポ
内
あ
る
い
は
オ
ピ
タ
ル
で
死
亡
す
る
者
﹂
が
驚
く

ほ
ど
多
い
こ
と
で
あ
る
︒
時
系
列
で
見
る
と
︑
最
大
値
は
一
七
七
一
年
︑
七
二
年
の
二
三
％
で
あ
り
︑
平
均
で
一
九
％
余
で
あ
る
︒

つ
ま
り
入
所
者
の
五
人
に
一
人
が
デ
ポ
か
搬
送
さ
れ
た
オ
ピ
タ
ル
で
亡
く
な
っ
て
い
る
の
だ
︒
ま
た
死
亡
率
は
地
域
に
よ
る
偏
差
が

大
き
い
こ
と
も
窺
え
る︶15
︵

︒
三
つ
目
は
︑
デ
ポ
か
ら
の
脱
走
者
が
平
均
で
一
〇
％
と
無
視
で
き
な
い
程
認
め
ら
れ
る
こ
と
︑
そ
の
反

面
︑
軍
務
志
願
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
捕
捉
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
の
デ
ポ
や
軍
隊
へ
の
嫌
悪
感
を
示
し
て
は

い
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
れ
ら
の
事
実
は
デ
ポ
の
管
理
運
営
と
入
所
者
の
処
遇
状
況
に
関
わ
る
の
で
︑
次
節
以
下
で
考
察
す
る
︒
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釈放された者 軍務志願者 デポ・オピタルで
死亡した者 脱走者 デポ退所者小計 年末にデポに

残っていた者
1,071 10 373 416 1,870 155
213 － 82 58 353 69
597 1 70 14 682 78
4 － － － 4 63
287 1 151 62 501 276
1,926 2 844 339 3,011 366
1,886 － 768 374 3,028 535
315 1 379 42 737 135
415 5 237 89 746 225
1,035 11 298 86 1,430 169

414 － 68 112 594 34

1,762 3 818 135 2,718 412

2,292 8 1,129 188 3,817 303
766 21 409 184 1,374 243
1,275 2 126 20 1,423 144
777 2 103 83 965 117
1,195 6 289 194 1,684 309
1,515 4 231 79 1,829 233
906 － 175 258 1,339 233
1,693 － 426 894 3,013 475
552 － 307 123 982 140
824 － 255 204 1,283 301

1,775 76 1,131 167 3,149 481

11,895 88 3,158 1,963 17,104 1,419

248 3 43 66 360 41
349 12 126 197 584 139
916 16 893 592 2,417 475
699 12 228 177 1,116 297
1,568 5 178 132 1,883 225

784 2 189 183 1,158 212

1,205 7 358 131 1,701 245
524 － 67 88 629 66
41,459 296 13,899 7,489 63,145 8,615

2）　＊は閉鎖。その後の数字は閉鎖した年、下 2桁。

乞食収容所の開設

─    （14）─

表 1　乞食収容所の開設

総徴税管区 デポが開設された都市 1773 年までに 註 1）
逮捕収監された者

エックス エックス　ディーニュ（*71） 2,025
アランソン アランソン　べルネ（*72）　ヴェルヌイユ（*72） 423
アミアン アミアン　アプヴィル（*72）　ブーローニュ（*） 760
オーシュ オーシュ 67
バイヨンヌ バイヨンヌ　ポー 777
ブザンソン ブザンソン　ロン・ル・ソニュ（*）　ブズル（*70） 3,377
ボルドー ボルドー　ペリギュー（*）　バザ（*70）　アジャン 3,563
ブールジュ ブールジュ　ヴァローニュ（*）　ヴィール（*） 872
カーン カーン 971

シャロン／マルヌ シャロン／マルヌ 1,599
クレルモン リオン　モンフェラン（*71）　モリアク（*76）　サン・フ

ルール（*73） 628

ディジョン ディジョン（*）　シャロン／ソーヌ　ブール　シャティヨ
ン（*68）　アヴァロン（*）　ベレ（*72） 2,130

グルノーブル グルノーブル　ヴァランス（*72）　ガップ（*71） 3,920
ラ・ロシェル ラ・ロシェル　サント（*）　ギャプ（*72） 1,617
リール リール　ダンケルク（*） 1,567
リモージュ リモージュ　アングレーム（*） 1,082
リヨン リヨン 1,993
メス メス　ヴェルダン（*71）　トゥール（*71） 2,062

モントバン モントバン　ヴィルフランシュ（*）　ロデス（*） 1,572
モンペリエ モンペリエ　トゥールーズ　ル・プュイ（*） 3,488
ムーラン ムーラン　ヌヴェール（*） 1,122
ナンシー ナンシー　エピナル（*72） 1,584
オルレアン オルレアン　ブロワ（*71）　シャルトル（*71）　モンタルジ

ス（*71） 3,630

パリ サンドニ　ドリュ（*）　サンリス（*）　ポントワーズ（*）　
モー（*）　ムーラン（*）　サンス（*） 18,523

ペルピニャン ペルピニャン 401
ポワティエ ポワティエ　ニオール（*）　フォントネ（*73） 825
レンヌ レンヌ　カンペール（*72）　ヴァンヌ（*72） 2,892
ルーアン ルーアン　コドベック（*72）　エヴリュ（*72） 1,413
スワソン スワソン　ラン（*） 2,108

ストラスブール ストラスブール（アンジスハイム）　アギュノー（*74）　 
ベルフォール（*74） 1,370

トゥール トゥール　ル・マン（*）　ボージュ（*69）　アンジェ（*） 1,946
ヴァランシエンヌ ヴァランシエンヌ 695

計 71,760
出典　 〔Paultre. pp.425-513. p662〕  

〔Adams. p.2. 地図〕
引用者註　1）　 〔Paultre. p.602〕の表の表記では「ľannée 1773 et pŕecédentes」となっており、始発年が

明示されていない。私見では 1764 王令が本格稼働した 1768 年からだと思われる。と
いうのは表 2の 1768-1773 の逮捕入監者の小計と一致しているからである。
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釈放された者 軍務志願者 デポ・オピタルで
死亡した者 脱走者 デポ退所者小計 年末にデポに

残っていた者
1,071 10 373 416 1,870 155
213 － 82 58 353 69
597 1 70 14 682 78
4 － － － 4 63
287 1 151 62 501 276
1,926 2 844 339 3,011 366
1,886 － 768 374 3,028 535
315 1 379 42 737 135
415 5 237 89 746 225
1,035 11 298 86 1,430 169

414 － 68 112 594 34

1,762 3 818 135 2,718 412

2,292 8 1,129 188 3,817 303
766 21 409 184 1,374 243
1,275 2 126 20 1,423 144
777 2 103 83 965 117
1,195 6 289 194 1,684 309
1,515 4 231 79 1,829 233
906 － 175 258 1,339 233
1,693 － 426 894 3,013 475
552 － 307 123 982 140
824 － 255 204 1,283 301

1,775 76 1,131 167 3,149 481

11,895 88 3,158 1,963 17,104 1,419

248 3 43 66 360 41
349 12 126 197 584 139
916 16 893 592 2,417 475
699 12 228 177 1,116 297
1,568 5 178 132 1,883 225

784 2 189 183 1,158 212

1,205 7 358 131 1,701 245
524 － 67 88 629 66
41,459 296 13,899 7,489 63,145 8,615

2）　＊は閉鎖。その後の数字は閉鎖した年、下 2桁。

乞食収容所の開設
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表 1　乞食収容所の開設

総徴税管区 デポが開設された都市 1773 年までに 註 1）
逮捕収監された者

エックス エックス　ディーニュ（*71） 2,025
アランソン アランソン　べルネ（*72）　ヴェルヌイユ（*72） 423
アミアン アミアン　アプヴィル（*72）　ブーローニュ（*） 760
オーシュ オーシュ 67
バイヨンヌ バイヨンヌ　ポー 777
ブザンソン ブザンソン　ロン・ル・ソニュ（*）　ブズル（*70） 3,377
ボルドー ボルドー　ペリギュー（*）　バザ（*70）　アジャン 3,563
ブールジュ ブールジュ　ヴァローニュ（*）　ヴィール（*） 872
カーン カーン 971

シャロン／マルヌ シャロン／マルヌ 1,599
クレルモン リオン　モンフェラン（*71）　モリアク（*76）　サン・フ

ルール（*73） 628

ディジョン ディジョン（*）　シャロン／ソーヌ　ブール　シャティヨ
ン（*68）　アヴァロン（*）　ベレ（*72） 2,130

グルノーブル グルノーブル　ヴァランス（*72）　ガップ（*71） 3,920
ラ・ロシェル ラ・ロシェル　サント（*）　ギャプ（*72） 1,617
リール リール　ダンケルク（*） 1,567
リモージュ リモージュ　アングレーム（*） 1,082
リヨン リヨン 1,993
メス メス　ヴェルダン（*71）　トゥール（*71） 2,062

モントバン モントバン　ヴィルフランシュ（*）　ロデス（*） 1,572
モンペリエ モンペリエ　トゥールーズ　ル・プュイ（*） 3,488
ムーラン ムーラン　ヌヴェール（*） 1,122
ナンシー ナンシー　エピナル（*72） 1,584
オルレアン オルレアン　ブロワ（*71）　シャルトル（*71）　モンタルジ

ス（*71） 3,630

パリ サンドニ　ドリュ（*）　サンリス（*）　ポントワーズ（*）　
モー（*）　ムーラン（*）　サンス（*） 18,523

ペルピニャン ペルピニャン 401
ポワティエ ポワティエ　ニオール（*）　フォントネ（*73） 825
レンヌ レンヌ　カンペール（*72）　ヴァンヌ（*72） 2,892
ルーアン ルーアン　コドベック（*72）　エヴリュ（*72） 1,413
スワソン スワソン　ラン（*） 2,108

ストラスブール ストラスブール（アンジスハイム）　アギュノー（*74）　 
ベルフォール（*74） 1,370

トゥール トゥール　ル・マン（*）　ボージュ（*69）　アンジェ（*） 1,946
ヴァランシエンヌ ヴァランシエンヌ 695

計 71,760
出典　 〔Paultre. pp.425-513. p662〕  

〔Adams. p.2. 地図〕
引用者註　1）　 〔Paultre. p.602〕の表の表記では「ľannée 1773 et pŕecédentes」となっており、始発年が

明示されていない。私見では 1764 王令が本格稼働した 1768 年からだと思われる。と
いうのは表 2の 1768-1773 の逮捕入監者の小計と一致しているからである。
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図　乞食収容所の開設都市（1767-1789）

出典　〔Adams. p.2〕

乞食収容所の開設
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４
．
デ
ポ
の
管
理
運
営

デ
ポ
を
一
元
的
に
統
轄
す
る
任
務
を
与
え
ら
れ
た
地
方
長
官
は
︑
実
際
に
は
何
名
か
の
地
方
長
官
補
佐
を
選
任
し
て
こ
れ
に
運
営

を
委
ね
た
︒
そ
の
地
方
長
官
補
佐
は
︑
部
下
に
雇
っ
た
﹁
管
理
人concierge

﹂
に
デ
ポ
の
実
務
を
任
せ
た
︒
財
務
総
監
が
地
方
長

官
に
示
し
た
﹁
実
施
要
領
﹂
で
は
︑
管
理
人
は
素
性
の
明
確
な
者
で
︑
知
的
で
几
帳
面
な
既
婚
者
で
︑
か
つ
軍
務
経
験
者
が
望
ま
し

い
と
記
し
て
い
た
︒

管
理
人
の
仕
事
は
︑
収
容
者
の
記
録
と
そ
の
保
管
︑
上
司
へ
の
報
告
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
有
罪
判
決
を
受
け
た
乞
食
・
流
民
に
つ

表
2　
全
て
の
総
徴
税
管
区
の
乞
食
収
容
所
に
収
容
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
（
1768.1.1～

1777.12.31）

年
度
収
容
者
数

釈
放
さ
れ
た
者

要
請
に
よ
り
引
き
取
ら
れ
た
者

解
放
さ
れ
た
者

軍
務
志
願
者
デ
ポ・オピ

タル
で
死
亡
し
た
者
脱
走
者
デ
ポ
退
所
者

合
計

年
末
に
デ
ポ
に

残
っ
て
い
た
者

パ
ス
ポ
ー
ト
有
パ
ス
ポ
ー
ト
無
服
従
念
書
有
服
従
念
書
無

小
計

比
率
％

1768
8.875

269
2,424

30
653

3,376
38

16
793

542
4,727

4,148
1769

9,079
224

3,278
533

648
4,683

52
68

1,432
1,193

7,376
5,851

1770
12,502

341
5,141

1,030
502

7,914
56

36
2,270

1,191
10,511

7,842
1771

14,147
238

6,367
1,227

96
7,928

56
8

3,079
1,510

12,525
9,464

1772
14,134

137
8,434

1,345
－

9,916
70

23
3,366

1,455
14,760

8,838
1773

13,023
105

7,359
1,078

－
8,542

66
147

2,959
1,598

13,246
8,615

1774
11,059

91
7,501

650
－

8,242
75

26
2,235

1,335
11,838

7,836
1775

9,937
90

8,329
358

－
8,777

88
38

2,013
1,181

12,009
5,764

1776
7,701

   82
＊

5,830
278

－
6,190

＊
＊

80
127

1,033
549

7,899
5,566

1777
11,379

－
5,506

845
－

6,351
56

121
2,159

783
9,414

7,531
計

111,836
1,577

60,169
7,374

1,899
71,019

64
610

21,339
11,337

104,305
出
典
　

 〔Paultre. 1906. p.605〕、〔
Thuillier, 2013, p.375〕

引
用
者
註
　
1）　

 〔Thuillier〕
に
は
2
箇
処
誤
り
あ
り
。
＊
こ
の
部
分
の
数
値
が
欠
落
　
＊
＊
こ
の
数
値
が
6,180

と
記
載
。

　
　
　
　
　
2）　「

解
放
さ
れ
た
者
」
の
比
率
は
原
表
に
は
な
く
、
引
用
者
が
付
記
し
た
。
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︑
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︒
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︑
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管
理
人concierge

﹂
に
デ
ポ
の
実
務
を
任
せ
た
︒
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︑
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︑
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で
︑
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つ
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の
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数
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ら
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者
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者
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ト
有
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ト
無
服
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書
有
服
従
念
書
無

小
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比
率
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269
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30
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3,376
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16
793

542
4,727

4,148
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5,141
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502
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36
2,270

1,191
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6,367
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1,345
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11,838

7,836
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9,937
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8,329
358
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8,777
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7,701
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＊

5,830
278
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1,033
549
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5,566

1777
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5,506
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－
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56

121
2,159

783
9,414

7,531
計

111,836
1,577

60,169
7,374

1,899
71,019

64
610

21,339
11,337

104,305
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 〔Paultre. 1906. p.605〕、〔
Thuillier, 2013, p.375〕

引
用
者
註
　
1）　

 〔Thuillier〕
に
は
2
箇
処
誤
り
あ
り
。
＊
こ
の
部
分
の
数
値
が
欠
落
　
＊
＊
こ
の
数
値
が
6,180

と
記
載
。

　
　
　
　
　
2）　「

解
放
さ
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者
」
の
比
率
は
原
表
に
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く
、
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い
て
は
︑﹁
受
刑
者
名
簿écrous

﹂
を
作
り
︑
各
人
の
判
決
内
容
と
デ
ポ
の
留
置
期
間
な
ど
を
記
し
た
記
録
簿
を
作
る
こ
と
︑
後
者
の

矯
正
可
能
な
乞
食
に
つ
い
て
は
︑
姓
名
の
ほ
か
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
の
捕
捉
調
書
の
写
し
を
備
え
る
こ
と
だ
っ
た
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
情

報
を
︑
地
方
長
官
補
佐
を
経
て
︑
地
方
長
官
に
上
げ
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
実
際
の
デ
ポ
実
務
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の

管
理
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
云
え
る
︒

小
さ
い
デ
ポ
で
数
十
人
︑
大
き
い
デ
ポ
で
数
百
人
に
達
す
る
入
所
者
の
世
話
を
︑
管
理
人
と
そ
の
配
下
の
数
人
の
使
用
人
で
は
と

て
も
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
財
務
総
監
テ
レ
は
︑
競
争
入
札
で
外
部
業
者
を
選
び
︑
契
約
を
結
ん
だ
う
え
で
︑
食
料
︑
寝
藁
︑
衣
類
の

供
給
︑
さ
ら
に
は
デ
ポ
内
の
仕
事
も
任
せ
る
よ
う
に
と
指
示
し
た
︒
そ
し
て
競
争
入
札
の
状
況
と
結
果
を
報
告
さ
せ
︑
そ
れ
が
妥
当

な
額
な
ら
ば
︑
王
の
金
庫
か
ら
支
出
す
る
︑
と
通
達
し
た
︒
財
務
総
監
の
方
針
は
︑
可
能
な
限
り
経
費
を
節
約
す
る
こ
と
だ
っ
た
︒

﹁
経
費
は
必
ず
や
膨
ら
む
も
の
だ
か
ら
︑
ど
ん
な
に
切
り
詰
め
て
も
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

実
施
要
領
が
示
し
た
﹁
囚
人
︶
16
︵

﹂﹁
一
人
一
日
当
り
の
食
事ration

﹂
は
︑
黒
パ
ン
一
・
五
リ
ー
ヴ
ル
︵
七
五
〇
g
程
度
︶︑
塩
ゆ
で
し

た
野
菜
︑
米
だ
け
で
あ
る
︒
こ
れ
は
先
に
紹
介
し
た
フ
リ
ュ
リ
ィ
が
意
見
書
で
主
張
し
て
い
た
通
り
で
あ
る︶17
︵

︒
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ

ラ
ル
で
﹁
善
良
な
貧
民
﹂
に
与
え
ら
れ
た
肉
や
魚
︑
ス
ー
プ
な
ど
は
供
さ
れ
な
い
し
︑
ま
し
て
や
ワ
イ
ン
は
つ
か
な
い
︒
衣
服
も
最

も
粗
末
な
生
地
で
造
ら
れ
た
シ
ャ
ツ
を
二
人
に
三
枚
︵
ど
う
配
分
す
る
の
か
不
明
だ
が
︶︑
靴
下
︑
キ
ュ
ロ
ッ
ト
︵
半
ズ
ボ
ン
︶︑
毛
の
帽

子
︑
木
靴
︑
女
性
は
加
え
て
コ
ル
セ
ッ
ト
や
ペ
チ
コ
ー
ト
︑
室
内
用
帽
子
な
ど
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
﹁
で
き
る
だ
け
費
用
を
節
約
せ

よ
﹂
と
注
文
が
つ
い
て
い
る
︒
頭
髪
も
清
潔
と
逃
亡
防
止
の
観
点
か
ら
︑
刈
り
上
げ
る
の
が
好
い
︑
と
指
示
し
て
い
る
︒

こ
う
し
た
条
件
を
も
と
に
競
争
入
札
で
外
部
の
業
者
が
選
ば
れ
た
︒
彼
ら
は
軍
隊
風
に
﹁
包
括
的
︵
食
糧
︶
納
入
業
者

m
unutionnaires généraux

﹂
と
呼
ば
れ
た
が
︑
パ
リ
周
辺
の
総
徴
税
管
区
に
つ
い
て
は
Ｍ
・
ラ
ン
ベ
ル
ジ
ュ
社
が
︑
東
部
の
幾
つ

乞食収容所の開設
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か
の
デ
ポ
で
は
別
の
会
社
が
選
ば
れ
て
︑
パ
ン
や
野
菜
︑
寝
藁
を
供
給
し
た
︒
驚
く
の
は
契
約
条
項
に
あ
る
食
費
の
安
さ
で
あ
る
︒

入
所
者
一
人
一
日
当
り
の
食
費
は
︑
最
初
の
四
年
間
は
六
ソ
ル
︑
次
の
六
年
間
は
五
ソ
ル
だ
っ
た
︒
こ
れ
が
︑
黒
パ
ン
︱
通
常
よ
り

も
質
の
劣
る
小
麦
︑
大
麦
︑
ラ
イ
麦
︑
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
か
ら
成
る
パ
ン
︱
一
・
五
リ
ー
ブ
ル
︑
野
菜
︑
米
の
購
入
費
で
あ
っ
た
︒

質
量
と
も
余
り
に
も
劣
悪
な
食
事
で
︑
ま
さ
し
く
餓
死
し
な
い
程
度
で
し
か
な
か
っ
た
が
︑
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
は
︑
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ

の
地
方
長
官
宛
て
の
手
紙
で
︑
そ
の
趣
旨
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
︒
乞
食
の
食
事
は
兵
士
の
そ
れ
よ
り
も
劣
悪
で
構
わ
な
い
︑

国
家
の
恥
辱
で
あ
る
市
民
と
︑
国
家
の
栄
光
を
つ
く
る
市
民
と
を
同
列
に
処
遇
す
る
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
︑
と
︒﹇A

dam
s, 1976, 

p.56

﹈
低
栄
養
の
食
事
に
加
え
て
︑
居
住
条
件
も
劣
悪
で
︑
二
m
四
方
の
藁
ベ
ッ
ド
に
通
常
四
人
︑
同
衾
さ
せ
た
︒
中
の
藁
は
年
一
回
取

り
換
え
る
だ
け
だ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
環
境
下
で
︑
前
述
の
よ
う
に
入
所
者
の
一
〇
％
が
脱
走
す
る
事
態
が
生
じ
た
︒
若
く
て
元
気

な
収
容
者
が
脱
走
を
企
て
る
の
は
当
然
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
地
方
長
官
の
中
に
は
︑
デ
ポ
は
監
獄
で
は
な
い
と
考
え
て
︑
保
安

に
左
程
注
意
を
払
わ
な
い
者
も
い
た
︒
他
方
︑
老
齢
者
や
身
障
者
︑
病
弱
な
者
︑
て
ん
か
ん
患
者
︑
精
神
病
者
な
ど
は
︑
低
栄
養
の

食
事
︑
劣
悪
な
処
遇
に
甘
ん
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
入
所
者
の
二
〇
％
が
こ
こ
で
命
を
落
と
し
た
原
因
も
こ
の
辺
り
に
存
す
る
︒

こ
の
点
は
後
段
で
も
う
一
度
考
え
る
︒

デ
ポ
で
は
労
働
可
能
な
乞
食
や
流
民
に
労
働
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
が
主
た
る
目
的
で
は
な
か
っ
た
︒
財
務
総
監
は
実

施
要
領
の
な
か
で
︑
収
容
者
に
ど
ん
な
仕
事
を
与
え
る
の
か
に
つ
い
て
︑﹁
ま
だ
決
め
て
い
な
い
︑
地
方
長
官
に
ア
イ
デ
ア
が
あ
れ
ば

報
告
し
て
ほ
し
い
︒﹂
と
述
べ
て
い
た
︒
つ
ま
り
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
よ
う
に
︑
労
働
可
能
な
乞
食
・
流
民
の
怠
惰
癖
を
︑

半
ば
強
制
的
な
労
働
に
よ
っ
て
矯
正
す
る
と
い
う
意
識
は
稀
薄
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
仕
事
提
供
も
ま
た
︑
外
部
業
者
に
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い
て
は
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受
刑
者
名
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﹂
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︑
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人
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判
決
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︑
後
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そ
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の
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に
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指
示
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す
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デ
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実
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は
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の

管
理
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
云
え
る
︒

小
さ
い
デ
ポ
で
数
十
人
︑
大
き
い
デ
ポ
で
数
百
人
に
達
す
る
入
所
者
の
世
話
を
︑
管
理
人
と
そ
の
配
下
の
数
人
の
使
用
人
で
は
と

て
も
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
財
務
総
監
テ
レ
は
︑
競
争
入
札
で
外
部
業
者
を
選
び
︑
契
約
を
結
ん
だ
う
え
で
︑
食
料
︑
寝
藁
︑
衣
類
の

供
給
︑
さ
ら
に
は
デ
ポ
内
の
仕
事
も
任
せ
る
よ
う
に
と
指
示
し
た
︒
そ
し
て
競
争
入
札
の
状
況
と
結
果
を
報
告
さ
せ
︑
そ
れ
が
妥
当

な
額
な
ら
ば
︑
王
の
金
庫
か
ら
支
出
す
る
︑
と
通
達
し
た
︒
財
務
総
監
の
方
針
は
︑
可
能
な
限
り
経
費
を
節
約
す
る
こ
と
だ
っ
た
︒

﹁
経
費
は
必
ず
や
膨
ら
む
も
の
だ
か
ら
︑
ど
ん
な
に
切
り
詰
め
て
も
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

実
施
要
領
が
示
し
た
﹁
囚
人
︶
16
︵

﹂﹁
一
人
一
日
当
り
の
食
事ration

﹂
は
︑
黒
パ
ン
一
・
五
リ
ー
ヴ
ル
︵
七
五
〇
g
程
度
︶︑
塩
ゆ
で
し

た
野
菜
︑
米
だ
け
で
あ
る
︒
こ
れ
は
先
に
紹
介
し
た
フ
リ
ュ
リ
ィ
が
意
見
書
で
主
張
し
て
い
た
通
り
で
あ
る︶17
︵

︒
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ

ラ
ル
で
﹁
善
良
な
貧
民
﹂
に
与
え
ら
れ
た
肉
や
魚
︑
ス
ー
プ
な
ど
は
供
さ
れ
な
い
し
︑
ま
し
て
や
ワ
イ
ン
は
つ
か
な
い
︒
衣
服
も
最

も
粗
末
な
生
地
で
造
ら
れ
た
シ
ャ
ツ
を
二
人
に
三
枚
︵
ど
う
配
分
す
る
の
か
不
明
だ
が
︶︑
靴
下
︑
キ
ュ
ロ
ッ
ト
︵
半
ズ
ボ
ン
︶︑
毛
の
帽

子
︑
木
靴
︑
女
性
は
加
え
て
コ
ル
セ
ッ
ト
や
ペ
チ
コ
ー
ト
︑
室
内
用
帽
子
な
ど
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
﹁
で
き
る
だ
け
費
用
を
節
約
せ

よ
﹂
と
注
文
が
つ
い
て
い
る
︒
頭
髪
も
清
潔
と
逃
亡
防
止
の
観
点
か
ら
︑
刈
り
上
げ
る
の
が
好
い
︑
と
指
示
し
て
い
る
︒

こ
う
し
た
条
件
を
も
と
に
競
争
入
札
で
外
部
の
業
者
が
選
ば
れ
た
︒
彼
ら
は
軍
隊
風
に
﹁
包
括
的
︵
食
糧
︶
納
入
業
者

m
unutionnaires généraux

﹂
と
呼
ば
れ
た
が
︑
パ
リ
周
辺
の
総
徴
税
管
区
に
つ
い
て
は
Ｍ
・
ラ
ン
ベ
ル
ジ
ュ
社
が
︑
東
部
の
幾
つ

乞食収容所の開設
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か
の
デ
ポ
で
は
別
の
会
社
が
選
ば
れ
て
︑
パ
ン
や
野
菜
︑
寝
藁
を
供
給
し
た
︒
驚
く
の
は
契
約
条
項
に
あ
る
食
費
の
安
さ
で
あ
る
︒

入
所
者
一
人
一
日
当
り
の
食
費
は
︑
最
初
の
四
年
間
は
六
ソ
ル
︑
次
の
六
年
間
は
五
ソ
ル
だ
っ
た
︒
こ
れ
が
︑
黒
パ
ン
︱
通
常
よ
り

も
質
の
劣
る
小
麦
︑
大
麦
︑
ラ
イ
麦
︑
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
か
ら
成
る
パ
ン
︱
一
・
五
リ
ー
ブ
ル
︑
野
菜
︑
米
の
購
入
費
で
あ
っ
た
︒

質
量
と
も
余
り
に
も
劣
悪
な
食
事
で
︑
ま
さ
し
く
餓
死
し
な
い
程
度
で
し
か
な
か
っ
た
が
︑
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
は
︑
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ

の
地
方
長
官
宛
て
の
手
紙
で
︑
そ
の
趣
旨
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
︒
乞
食
の
食
事
は
兵
士
の
そ
れ
よ
り
も
劣
悪
で
構
わ
な
い
︑

国
家
の
恥
辱
で
あ
る
市
民
と
︑
国
家
の
栄
光
を
つ
く
る
市
民
と
を
同
列
に
処
遇
す
る
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
︑
と
︒﹇A

dam
s, 1976, 

p.56

﹈
低
栄
養
の
食
事
に
加
え
て
︑
居
住
条
件
も
劣
悪
で
︑
二
m
四
方
の
藁
ベ
ッ
ド
に
通
常
四
人
︑
同
衾
さ
せ
た
︒
中
の
藁
は
年
一
回
取

り
換
え
る
だ
け
だ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
環
境
下
で
︑
前
述
の
よ
う
に
入
所
者
の
一
〇
％
が
脱
走
す
る
事
態
が
生
じ
た
︒
若
く
て
元
気

な
収
容
者
が
脱
走
を
企
て
る
の
は
当
然
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
地
方
長
官
の
中
に
は
︑
デ
ポ
は
監
獄
で
は
な
い
と
考
え
て
︑
保
安

に
左
程
注
意
を
払
わ
な
い
者
も
い
た
︒
他
方
︑
老
齢
者
や
身
障
者
︑
病
弱
な
者
︑
て
ん
か
ん
患
者
︑
精
神
病
者
な
ど
は
︑
低
栄
養
の

食
事
︑
劣
悪
な
処
遇
に
甘
ん
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
入
所
者
の
二
〇
％
が
こ
こ
で
命
を
落
と
し
た
原
因
も
こ
の
辺
り
に
存
す
る
︒

こ
の
点
は
後
段
で
も
う
一
度
考
え
る
︒

デ
ポ
で
は
労
働
可
能
な
乞
食
や
流
民
に
労
働
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
が
主
た
る
目
的
で
は
な
か
っ
た
︒
財
務
総
監
は
実

施
要
領
の
な
か
で
︑
収
容
者
に
ど
ん
な
仕
事
を
与
え
る
の
か
に
つ
い
て
︑﹁
ま
だ
決
め
て
い
な
い
︑
地
方
長
官
に
ア
イ
デ
ア
が
あ
れ
ば

報
告
し
て
ほ
し
い
︒﹂
と
述
べ
て
い
た
︒
つ
ま
り
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
よ
う
に
︑
労
働
可
能
な
乞
食
・
流
民
の
怠
惰
癖
を
︑

半
ば
強
制
的
な
労
働
に
よ
っ
て
矯
正
す
る
と
い
う
意
識
は
稀
薄
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
仕
事
提
供
も
ま
た
︑
外
部
業
者
に
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任
せ
た
の
で
あ
る
︒
先
の
ラ
ン
ベ
ル
ジ
ュ
社
は
二
五
の
デ
ポ
で
︑
綿
や
亜
麻
︑
羊
毛
の
紡
績
︑
織
布
な
ど
の
仕
事
を
入
所
者
に
提
供

し
た
︒﹇A

dam
s, 1976, p.61

﹈

国
王
権
力
が
ぢ
か
に
乞
食
・
流
民
を
一
掃
す
る
装
置
と
し
て
構
想
さ
れ
た
乞
食
収
容
所
だ
が
︑
右
に
見
た
よ
う
に
そ
の
制
度
設
計

は
粗
雑
だ
っ
た
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
統
轄
責
任
者
は
地
方
長
官
だ
っ
た
が
︑
彼
ら
が
実
際
に
デ
ポ
を
訪
問
し
視
察
す
る
こ
と
は

滅
多
に
な
く
︑
財
務
総
監
か
ら
の
指
示
を
地
方
長
官
補
佐
や
マ
レ
シ
ョ
セ
隊
長
な
ど
に
伝
え
る
仲
介
者
の
役
割
に
甘
ん
じ
て
い
た
︒

そ
も
そ
も
一
七
六
四
年
王
令
自
体
の
趣
旨
が
曖
昧
だ
っ
た
こ
と
も
一
因
だ
が
︑
地
方
長
官
は
通
常
は
数
年
で
任
地
を
変
え
た
か
ら
︑

地
元
の
﹁
些
末
な
﹂
問
題
へ
の
関
心
も
薄
く
︑
熱
意
も
示
さ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
で
も
チ
ュ
ル
ゴ
の
よ
う
に
︑
啓
蒙
主
義
の
影
響
を
う

け
て
︑
民
衆
の
困
窮
と
そ
の
改
善
に
取
り
組
む
地
方
長
官
も
少
数
な
が
ら
い
た︶18
︵

︒

実
際
の
デ
ポ
運
営
を
担
っ
た
の
は
管
理
人
と
地
方
長
官
補
佐
だ
っ
た
︒
例
え
ば
︑
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
最
大
の
デ
ポ
は
モ
ン
ペ
リ
エ

に
で
き
た
が
︑
そ
こ
の
地
方
長
官
補
佐
は
毎
日
の
よ
う
に
デ
ポ
を
見
回
り
︑
収
容
者
の
様
子
を
見
︑
そ
の
声
を
聞
き
上
司
に
報
告
し

た
︒
彼
ら
は
年
俸
給
五
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
と
い
う
薄
給
に
も
か
か
わ
ら
ず
︱
の
ち
に
残
業
代
を
要
求
し
て
認
め
ら
れ
た
︱
勤
務
に
精
勤

し
︑
し
か
も
入
所
者
に
抑
圧
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
︒
例
え
ば
実
施
要
領
で
は
入
所
者
は
頭
髪
を
刈
り
上
げ
る
と
指
示
さ
れ
て
い

た
が
︑
断
髪
は
女
性
に
と
っ
て
は
屈
辱
的
だ
ろ
う
と
慮
っ
て
︑
実
施
し
な
か
っ
た
と
い
う
︒
ま
た
一
七
八
四
年
に
ト
ゥ
ル
ー
ズ
に
デ

ポ
が
再
建
さ
れ
る
と
︑
そ
こ
で
収
容
者
が
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
︽
善
き
貧
民
︾
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

喜
ん
だ
と
い
う
︒﹇Santucci, p.166

﹈
デ
ポ
で
収
容
者
の
面
倒
を
見
て
い
る
彼
ら
に
は
︑
デ
ポ
の
悲
惨
な
状
況
が
痛
い
程
わ
か
っ
て

い
た
に
違
い
な
い︶19
︵

︒

乞食収容所の開設
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ま
た
ノ
ー
ル
の
三
つ
の
デ
ポ
で
も
︑
統
括
責
任
者
の
地
方
長
官
が
デ
ポ
を
見
回
る
こ
と
は
全
く
な
く
︑
地
方
長
官
補
佐
が
毎
日
の

よ
う
に
巡
回
し
て
入
所
者
の
状
態
を
観
察
し
︑
さ
ら
に
入
所
者
の
面
接
や
︑
必
要
と
あ
ら
ば
そ
の
親
族
等
に
接
見
し
︑
入
所
者
の
選

考
に
当
た
っ
た
︒
ま
た
釈
放
に
当
た
っ
て
は
後
述
の
﹁
服
従
念
書
﹂
な
ど
の
手
続
き
に
当
た
り
︑
入
退
所
者
の
事
務
手
続
き
一
切
を

取
り
仕
切
っ
た
︒
こ
れ
を
う
け
て
地
方
長
官
が
裁
決
し
た
︒
地
方
長
官
補
佐
は
さ
ら
に
管
理
人
な
ど
職
員
の
人
選
に
も
当
た
な
ど
︑

ま
さ
し
く
デ
ポ
の
﹁
実
質
上
の
運
営
責
任
者cheville ouvrière

﹂
だ
っ
た)
20
(

︒﹇Ryckebusch, p.261

﹈

デ
ポ
の
経
費
負
担
問
題

デ
ポ
収
容
者
の
一
日
の
経
費
が
右
の
よ
う
に
切
り
詰
め
ら
れ
た
の
は
︑
王
権
が
地
方
長
官
に
経
費
節
約
を
厳
命
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
︒
デ
ポ
開
設
が
始
ま
る
一
七
六
八
年
に
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
前
述
し
た
よ
う
に
︑
年
間
一
〇
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
の
予
算
で
︑
全
国
に

一
〇
〇
カ
所
程
度
の
デ
ポ
を
設
置
し
た
い
と
考
え
て
い
た
︒﹇A

dam
s, p.69

﹈
つ
ま
り
一
デ
ポ
当
り
平
均
一
万
リ
ー
ヴ
ル
の
予
算
で

あ
る
︒
こ
れ
は
い
か
に
も
現
実
か
ら
遊
離
し
た
﹁
机
上
の
計
算
﹂
だ
っ
た
か
が
直
ぐ
に
露
呈
す
る
︒

地
方
都
市
の
デ
ポ
は
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
一
隅
や
︑
修
道
院
な
ど
既
存
の
建
物
の
一
部
を
借
り
上
げ
て
︑
安
価
に
開
設

さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
の
だ
が
︑
そ
れ
で
も
借
家
料
や
家
賃
が
発
生
し
た
し
︑
何
名
か
の
地
方
長
官
補
佐
や
管
理
人
︑
下
働
き
の

職
員
な
ど
を
雇
用
す
れ
ば
人
件
費
も
嵩
む
︒
年
間
一
万
リ
ー
ヴ
ル
は
雀
の
涙
で
し
か
な
か
っ
た
︒
実
際
に
デ
ポ
が
稼
働
す
る
と
︑
小

規
模
の
デ
ポ
で
も
経
費
は
そ
の
何
倍
に
も
膨
れ
上
が
っ
た
︒

ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
や
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
︑
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
一
七
二
四
年
王
令
の
轍
を
踏
ま
な
い
よ
う
に
︑
経
費
は
す
べ
て
王
権
が

負
担
す
る
と
約
束
し
た
が
︑
実
は
こ
れ
は
﹁
空
手
形
﹂
だ
っ
た
︒
財
政
逼
迫
の
王
権
に
は
そ
の
余
裕
は
な
く
︑
地
方
長
官
を
介
し
て
︑
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任
せ
た
の
で
あ
る
︒
先
の
ラ
ン
ベ
ル
ジ
ュ
社
は
二
五
の
デ
ポ
で
︑
綿
や
亜
麻
︑
羊
毛
の
紡
績
︑
織
布
な
ど
の
仕
事
を
入
所
者
に
提
供

し
た
︒﹇A

dam
s, 1976, p.61

﹈

国
王
権
力
が
ぢ
か
に
乞
食
・
流
民
を
一
掃
す
る
装
置
と
し
て
構
想
さ
れ
た
乞
食
収
容
所
だ
が
︑
右
に
見
た
よ
う
に
そ
の
制
度
設
計

は
粗
雑
だ
っ
た
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
統
轄
責
任
者
は
地
方
長
官
だ
っ
た
が
︑
彼
ら
が
実
際
に
デ
ポ
を
訪
問
し
視
察
す
る
こ
と
は

滅
多
に
な
く
︑
財
務
総
監
か
ら
の
指
示
を
地
方
長
官
補
佐
や
マ
レ
シ
ョ
セ
隊
長
な
ど
に
伝
え
る
仲
介
者
の
役
割
に
甘
ん
じ
て
い
た
︒

そ
も
そ
も
一
七
六
四
年
王
令
自
体
の
趣
旨
が
曖
昧
だ
っ
た
こ
と
も
一
因
だ
が
︑
地
方
長
官
は
通
常
は
数
年
で
任
地
を
変
え
た
か
ら
︑

地
元
の
﹁
些
末
な
﹂
問
題
へ
の
関
心
も
薄
く
︑
熱
意
も
示
さ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
で
も
チ
ュ
ル
ゴ
の
よ
う
に
︑
啓
蒙
主
義
の
影
響
を
う

け
て
︑
民
衆
の
困
窮
と
そ
の
改
善
に
取
り
組
む
地
方
長
官
も
少
数
な
が
ら
い
た︶18
︵

︒

実
際
の
デ
ポ
運
営
を
担
っ
た
の
は
管
理
人
と
地
方
長
官
補
佐
だ
っ
た
︒
例
え
ば
︑
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
最
大
の
デ
ポ
は
モ
ン
ペ
リ
エ

に
で
き
た
が
︑
そ
こ
の
地
方
長
官
補
佐
は
毎
日
の
よ
う
に
デ
ポ
を
見
回
り
︑
収
容
者
の
様
子
を
見
︑
そ
の
声
を
聞
き
上
司
に
報
告
し

た
︒
彼
ら
は
年
俸
給
五
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
と
い
う
薄
給
に
も
か
か
わ
ら
ず
︱
の
ち
に
残
業
代
を
要
求
し
て
認
め
ら
れ
た
︱
勤
務
に
精
勤

し
︑
し
か
も
入
所
者
に
抑
圧
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
︒
例
え
ば
実
施
要
領
で
は
入
所
者
は
頭
髪
を
刈
り
上
げ
る
と
指
示
さ
れ
て
い

た
が
︑
断
髪
は
女
性
に
と
っ
て
は
屈
辱
的
だ
ろ
う
と
慮
っ
て
︑
実
施
し
な
か
っ
た
と
い
う
︒
ま
た
一
七
八
四
年
に
ト
ゥ
ル
ー
ズ
に
デ

ポ
が
再
建
さ
れ
る
と
︑
そ
こ
で
収
容
者
が
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
︽
善
き
貧
民
︾
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

喜
ん
だ
と
い
う
︒﹇Santucci, p.166

﹈
デ
ポ
で
収
容
者
の
面
倒
を
見
て
い
る
彼
ら
に
は
︑
デ
ポ
の
悲
惨
な
状
況
が
痛
い
程
わ
か
っ
て

い
た
に
違
い
な
い︶19
︵

︒

乞食収容所の開設
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ま
た
ノ
ー
ル
の
三
つ
の
デ
ポ
で
も
︑
統
括
責
任
者
の
地
方
長
官
が
デ
ポ
を
見
回
る
こ
と
は
全
く
な
く
︑
地
方
長
官
補
佐
が
毎
日
の

よ
う
に
巡
回
し
て
入
所
者
の
状
態
を
観
察
し
︑
さ
ら
に
入
所
者
の
面
接
や
︑
必
要
と
あ
ら
ば
そ
の
親
族
等
に
接
見
し
︑
入
所
者
の
選

考
に
当
た
っ
た
︒
ま
た
釈
放
に
当
た
っ
て
は
後
述
の
﹁
服
従
念
書
﹂
な
ど
の
手
続
き
に
当
た
り
︑
入
退
所
者
の
事
務
手
続
き
一
切
を

取
り
仕
切
っ
た
︒
こ
れ
を
う
け
て
地
方
長
官
が
裁
決
し
た
︒
地
方
長
官
補
佐
は
さ
ら
に
管
理
人
な
ど
職
員
の
人
選
に
も
当
た
な
ど
︑

ま
さ
し
く
デ
ポ
の
﹁
実
質
上
の
運
営
責
任
者cheville ouvrière

﹂
だ
っ
た)
20
(

︒﹇Ryckebusch, p.261

﹈

デ
ポ
の
経
費
負
担
問
題

デ
ポ
収
容
者
の
一
日
の
経
費
が
右
の
よ
う
に
切
り
詰
め
ら
れ
た
の
は
︑
王
権
が
地
方
長
官
に
経
費
節
約
を
厳
命
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
︒
デ
ポ
開
設
が
始
ま
る
一
七
六
八
年
に
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
前
述
し
た
よ
う
に
︑
年
間
一
〇
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
の
予
算
で
︑
全
国
に

一
〇
〇
カ
所
程
度
の
デ
ポ
を
設
置
し
た
い
と
考
え
て
い
た
︒﹇A

dam
s, p.69

﹈
つ
ま
り
一
デ
ポ
当
り
平
均
一
万
リ
ー
ヴ
ル
の
予
算
で

あ
る
︒
こ
れ
は
い
か
に
も
現
実
か
ら
遊
離
し
た
﹁
机
上
の
計
算
﹂
だ
っ
た
か
が
直
ぐ
に
露
呈
す
る
︒

地
方
都
市
の
デ
ポ
は
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
一
隅
や
︑
修
道
院
な
ど
既
存
の
建
物
の
一
部
を
借
り
上
げ
て
︑
安
価
に
開
設

さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
の
だ
が
︑
そ
れ
で
も
借
家
料
や
家
賃
が
発
生
し
た
し
︑
何
名
か
の
地
方
長
官
補
佐
や
管
理
人
︑
下
働
き
の

職
員
な
ど
を
雇
用
す
れ
ば
人
件
費
も
嵩
む
︒
年
間
一
万
リ
ー
ヴ
ル
は
雀
の
涙
で
し
か
な
か
っ
た
︒
実
際
に
デ
ポ
が
稼
働
す
る
と
︑
小

規
模
の
デ
ポ
で
も
経
費
は
そ
の
何
倍
に
も
膨
れ
上
が
っ
た
︒

ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
や
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
︑
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
一
七
二
四
年
王
令
の
轍
を
踏
ま
な
い
よ
う
に
︑
経
費
は
す
べ
て
王
権
が

負
担
す
る
と
約
束
し
た
が
︑
実
は
こ
れ
は
﹁
空
手
形
﹂
だ
っ
た
︒
財
政
逼
迫
の
王
権
に
は
そ
の
余
裕
は
な
く
︑
地
方
長
官
を
介
し
て
︑
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地
方
三
部
会
や
地
方
議
会
に
経
費
﹁
補
填
﹂
を
要
請
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
に
難
色
を
示
す
地
方
議
会
が
幾
つ
も

あ
っ
た
︒
前
述
し
た
が
︑
地
方
の
小
都
市
の
デ
ポ
が
相
次
い
で
閉
鎖
さ
れ
る
背
景
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

幾
つ
か
事
例
を
紹
介
し
よ
う
︒

例
え
ば
︑
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
の
デ
ィ
ジ
ョ
ン
管
区
に
は
︑
当
初
デ
ィ
ジ
ョ
ン
な
ど
六
つ
の
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
︵
表
１
参
照
︶︒
マ
レ

シ
ョ
セ
は
勢
い
づ
い
て
一
七
六
八
年
に
は
一
〇
四
六
人
の
乞
食
・
流
民
を
逮
捕
し
︑
う
ち
六
三
〇
人
が
デ
ポ
に
拘
留
さ
れ
た
︒
し
か

し
大
部
分
が
短
期
間
の
拘
留
の
後
釈
放
さ
れ
た
︒
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
こ
れ
ら
の
デ
ポ
に
八
〇
千
リ
ー
ヴ
ル
を
補
助
し
た
の
だ
が
︑
そ
れ

で
も
六
ケ
所
の
デ
ポ
を
維
持
す
る
の
は
困
難
だ
っ
た
ら
し
く
︑
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
三
部
会
に
五
〇
千
リ
ー
ヴ
ル
の
補
填
醵
出
を
求

め
た
︒
地
方
三
部
会
は
︑
こ
れ
を
受
け
容
れ
る
条
件
と
し
て
デ
ポ
の
削
減
を
求
め
た
︒
こ
う
し
て
デ
ィ
ジ
ョ
ン
な
ど
四
つ
の
デ
ポ
が

閉
鎖
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
報
告
を
受
け
た
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
︑
管
理
人
︑
衛
士
︑
施
設
付
き
司
祭
︑
医
師
な
ど
人
件
費
が
膨
張
し

て
い
る
か
ら
だ
と
︑
運
営
の
拙
さ
を
批
判
し
た
︒﹇Paultre, p.475

﹈

プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
に
は
当
初
エ
ッ
ク
ス
と
デ
ィ
ー
ニ
ュ
に
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
が
︑
デ
ィ
ー
ニ
ュ
の
そ
れ
は
数
年
後
に
閉
鎖
さ
れ

た
︒
閉
鎖
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
恐
ら
く
経
費
負
担
の
問
題
が
絡
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
エ
ッ
ク
ス
の
三

部
会
は
︑
流
民
掃
討
は
法
的
趣
旨
に
照
ら
し
て
も
王
権
の
責
務
で
あ
る
と
し
て
︑
デ
ポ
運
営
費
用
の
補
填
を
拒
ん
で
い
た
か
ら
で
あ

る
︒
そ
し
て
労
働
不
能
住
民
の
救
済
は
各
地
の
地
域
共
同
体
が
責
任
を
も
っ
て
実
施
し
て
い
る
︑
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
︒﹇Paultre, 

p

︶
21
︵

.480

﹈
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
に
隣
接
す
る
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
で
は
︑
モ
ン
ペ
リ
エ
と
ト
ゥ
ル
ー
ズ
︑
ル
・
ピ
ュ
イ
に
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
︒
し
か

し
︑
こ
こ
で
も
地
元
の
権
力
者
ら
は
王
権
中
枢
の
意
向
に
諸
手
を
挙
げ
て
賛
成
し
た
訳
で
は
な
い
︒
寧
ろ
そ
れ
に
懐
疑
的
で
あ
っ

乞食収容所の開設

─    （22）─

た
︒
当
地
の
地
方
長
官
は
︑
一
七
六
三
年
に
財
務
総
監
に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
て
い
た
︒﹁
確
か
に
乞
食
や
流
民
は
農
村
の
教

区
や
街
に
も
沢
山
い
ま
す
︒
彼
ら
は
群
れ
を
つ
く
っ
て
そ
こ
に
屯
し
て
い
ま
す
が
︑
悪
事
を
働
く
こ
と
は
滅
多
に
あ
り
ま
せ
ん
︒︵
中

略
︶
混
乱
を
惹
き
起
こ
し
た
と
も
聞
い
て
お
り
ま
せ
ん
︒
こ
の
平
穏
が
ず
っ
と
続
く
こ
と
を
心
よ
り
願
っ
て
い
ま
す
︒﹂﹇Santucci, 

p.160

﹈
そ
れ
で
も
国
王
の
代
理
人
た
る
地
方
長
官
は
王
権
の
命
令
に
は
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
か
れ
は
デ
ポ
開
設
に
当
た
り
︑
地
元
の
二

人
の
有
力
者
︑
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
の
大
司
教
と
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
大
司
教
に
協
力
を
仰
い
だ
︒
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
の
大
司
教
は
︑
趣
旨
に
は
同
意

し
た
が
︑
王
権
の
実
施
要
領
に
は
懸
念
を
表
明
し
た
︒
つ
ま
り
︑
デ
ポ
に
充
て
る
建
物
の
改
修
費
用
が
嵩
む
こ
と
︑
二
百
人
の
﹁
何

も
の
も
恐
れ
な
い
男
た
ち
﹂
を
一
人
の
管
理
人
で
統
制
で
き
な
い
こ
と
︑
一
日
四
ス
ー
の
単
価
で
は
収
容
者
を
維
持
で
き
な
い
こ
と

な
ど
を
挙
げ
た
︒
そ
し
て
デ
ポ
の
管
理
運
営
を
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
委
ね
︑
そ
の
費
用
は
地
域
の
共
同
体
が
負
担
す
る
こ
と

を
地
方
長
官
に
提
案
し
た
︒
地
方
長
官
は
こ
の
旨
を
財
務
総
監
に
伝
え
た
が
︑
元
よ
り
政
府
中
枢
は
方
針
を
翻
す
つ
も
り
は
な
く
︑

最
初
の
費
用
は
王
権
が
負
担
す
る
か
ら
直
ぐ
に
も
デ
ポ
を
開
設
せ
よ
と
迫
っ
た
︒

そ
こ
で
地
方
長
官
は
次
の
三
都
市
に
デ
ポ
を
開
設
す
る
こ
と
に
し
た
︒
モ
ン
ペ
リ
エ
で
は
個
人
の
家
屋
を
借
り
上
げ
︑
九
千
リ
ー

ヴ
ル
を
か
け
て
改
修
し
た
︒
ル
・
ピ
ュ
イ
で
は
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
学
校
の
一
部
を
借
り
上
げ
︑
ト
ゥ
ル
ー
ズ
で
は
あ
る
オ
ピ
タ
ル
の

塔
を
借
り
上
げ
て
デ
ポ
に
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
︒

さ
て
経
費
だ
が
︑
一
七
六
八
年
こ
そ
は
二
七
千
リ
ー
ヴ
ル
だ
っ
た
が
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
が
﹁
乞
食
狩
り
﹂
に
精
勤
し
た
翌
年
に
は
︑

九
一
千
リ
ー
ヴ
ル
と
三
倍
余
に
膨
れ
上
が
っ
た
︒
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
︑
こ
れ
に
驚
き
︑
そ
の
う
ち
八
〇
千
リ
ー
ヴ
ル
は
地
元
で
負
担
す

る
よ
う
に
求
め
た
︒
し
か
し
当
然
の
如
く
地
元
議
会
は
猛
反
撥
し
た
︒
我
々
は
デ
ポ
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
さ
れ
て
は
い
な
い
︑
乞
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地
方
三
部
会
や
地
方
議
会
に
経
費
﹁
補
填
﹂
を
要
請
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
に
難
色
を
示
す
地
方
議
会
が
幾
つ
も

あ
っ
た
︒
前
述
し
た
が
︑
地
方
の
小
都
市
の
デ
ポ
が
相
次
い
で
閉
鎖
さ
れ
る
背
景
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

幾
つ
か
事
例
を
紹
介
し
よ
う
︒

例
え
ば
︑
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
の
デ
ィ
ジ
ョ
ン
管
区
に
は
︑
当
初
デ
ィ
ジ
ョ
ン
な
ど
六
つ
の
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
︵
表
１
参
照
︶︒
マ
レ

シ
ョ
セ
は
勢
い
づ
い
て
一
七
六
八
年
に
は
一
〇
四
六
人
の
乞
食
・
流
民
を
逮
捕
し
︑
う
ち
六
三
〇
人
が
デ
ポ
に
拘
留
さ
れ
た
︒
し
か

し
大
部
分
が
短
期
間
の
拘
留
の
後
釈
放
さ
れ
た
︒
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
こ
れ
ら
の
デ
ポ
に
八
〇
千
リ
ー
ヴ
ル
を
補
助
し
た
の
だ
が
︑
そ
れ

で
も
六
ケ
所
の
デ
ポ
を
維
持
す
る
の
は
困
難
だ
っ
た
ら
し
く
︑
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
三
部
会
に
五
〇
千
リ
ー
ヴ
ル
の
補
填
醵
出
を
求

め
た
︒
地
方
三
部
会
は
︑
こ
れ
を
受
け
容
れ
る
条
件
と
し
て
デ
ポ
の
削
減
を
求
め
た
︒
こ
う
し
て
デ
ィ
ジ
ョ
ン
な
ど
四
つ
の
デ
ポ
が

閉
鎖
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
報
告
を
受
け
た
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
︑
管
理
人
︑
衛
士
︑
施
設
付
き
司
祭
︑
医
師
な
ど
人
件
費
が
膨
張
し

て
い
る
か
ら
だ
と
︑
運
営
の
拙
さ
を
批
判
し
た
︒﹇Paultre, p.475

﹈

プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
に
は
当
初
エ
ッ
ク
ス
と
デ
ィ
ー
ニ
ュ
に
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
が
︑
デ
ィ
ー
ニ
ュ
の
そ
れ
は
数
年
後
に
閉
鎖
さ
れ

た
︒
閉
鎖
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
恐
ら
く
経
費
負
担
の
問
題
が
絡
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
エ
ッ
ク
ス
の
三

部
会
は
︑
流
民
掃
討
は
法
的
趣
旨
に
照
ら
し
て
も
王
権
の
責
務
で
あ
る
と
し
て
︑
デ
ポ
運
営
費
用
の
補
填
を
拒
ん
で
い
た
か
ら
で
あ

る
︒
そ
し
て
労
働
不
能
住
民
の
救
済
は
各
地
の
地
域
共
同
体
が
責
任
を
も
っ
て
実
施
し
て
い
る
︑
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
︒﹇Paultre, 

p

︶
21
︵

.480

﹈
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
に
隣
接
す
る
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
で
は
︑
モ
ン
ペ
リ
エ
と
ト
ゥ
ル
ー
ズ
︑
ル
・
ピ
ュ
イ
に
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
︒
し
か

し
︑
こ
こ
で
も
地
元
の
権
力
者
ら
は
王
権
中
枢
の
意
向
に
諸
手
を
挙
げ
て
賛
成
し
た
訳
で
は
な
い
︒
寧
ろ
そ
れ
に
懐
疑
的
で
あ
っ

乞食収容所の開設

─    （22）─

た
︒
当
地
の
地
方
長
官
は
︑
一
七
六
三
年
に
財
務
総
監
に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
て
い
た
︒﹁
確
か
に
乞
食
や
流
民
は
農
村
の
教

区
や
街
に
も
沢
山
い
ま
す
︒
彼
ら
は
群
れ
を
つ
く
っ
て
そ
こ
に
屯
し
て
い
ま
す
が
︑
悪
事
を
働
く
こ
と
は
滅
多
に
あ
り
ま
せ
ん
︒︵
中

略
︶
混
乱
を
惹
き
起
こ
し
た
と
も
聞
い
て
お
り
ま
せ
ん
︒
こ
の
平
穏
が
ず
っ
と
続
く
こ
と
を
心
よ
り
願
っ
て
い
ま
す
︒﹂﹇Santucci, 

p.160

﹈
そ
れ
で
も
国
王
の
代
理
人
た
る
地
方
長
官
は
王
権
の
命
令
に
は
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
か
れ
は
デ
ポ
開
設
に
当
た
り
︑
地
元
の
二

人
の
有
力
者
︑
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
の
大
司
教
と
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
大
司
教
に
協
力
を
仰
い
だ
︒
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
の
大
司
教
は
︑
趣
旨
に
は
同
意

し
た
が
︑
王
権
の
実
施
要
領
に
は
懸
念
を
表
明
し
た
︒
つ
ま
り
︑
デ
ポ
に
充
て
る
建
物
の
改
修
費
用
が
嵩
む
こ
と
︑
二
百
人
の
﹁
何

も
の
も
恐
れ
な
い
男
た
ち
﹂
を
一
人
の
管
理
人
で
統
制
で
き
な
い
こ
と
︑
一
日
四
ス
ー
の
単
価
で
は
収
容
者
を
維
持
で
き
な
い
こ
と

な
ど
を
挙
げ
た
︒
そ
し
て
デ
ポ
の
管
理
運
営
を
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
委
ね
︑
そ
の
費
用
は
地
域
の
共
同
体
が
負
担
す
る
こ
と

を
地
方
長
官
に
提
案
し
た
︒
地
方
長
官
は
こ
の
旨
を
財
務
総
監
に
伝
え
た
が
︑
元
よ
り
政
府
中
枢
は
方
針
を
翻
す
つ
も
り
は
な
く
︑

最
初
の
費
用
は
王
権
が
負
担
す
る
か
ら
直
ぐ
に
も
デ
ポ
を
開
設
せ
よ
と
迫
っ
た
︒

そ
こ
で
地
方
長
官
は
次
の
三
都
市
に
デ
ポ
を
開
設
す
る
こ
と
に
し
た
︒
モ
ン
ペ
リ
エ
で
は
個
人
の
家
屋
を
借
り
上
げ
︑
九
千
リ
ー

ヴ
ル
を
か
け
て
改
修
し
た
︒
ル
・
ピ
ュ
イ
で
は
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
学
校
の
一
部
を
借
り
上
げ
︑
ト
ゥ
ル
ー
ズ
で
は
あ
る
オ
ピ
タ
ル
の

塔
を
借
り
上
げ
て
デ
ポ
に
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
︒

さ
て
経
費
だ
が
︑
一
七
六
八
年
こ
そ
は
二
七
千
リ
ー
ヴ
ル
だ
っ
た
が
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
が
﹁
乞
食
狩
り
﹂
に
精
勤
し
た
翌
年
に
は
︑

九
一
千
リ
ー
ヴ
ル
と
三
倍
余
に
膨
れ
上
が
っ
た
︒
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
︑
こ
れ
に
驚
き
︑
そ
の
う
ち
八
〇
千
リ
ー
ヴ
ル
は
地
元
で
負
担
す

る
よ
う
に
求
め
た
︒
し
か
し
当
然
の
如
く
地
元
議
会
は
猛
反
撥
し
た
︒
我
々
は
デ
ポ
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
さ
れ
て
は
い
な
い
︑
乞
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食
・
流
民
の
問
題
は
王
国
全
体
の
問
題
で
あ
り
︑
王
権
が
デ
ポ
の
経
費
を
負
担
す
べ
き
だ
︑
と
主
張
し
た
︒﹇Santucci, p.161

﹈

地
方
長
官
を
介
し
て
中
央
政
府
と
の
折
衝
が
重
ね
ら
れ
た
︒
そ
の
結
果
︑
三
部
会
が
五
〇
千
リ
ー
ヴ
ル
醵
出
す
る
代
わ
り
に
︑
デ

ポ
運
営
に
関
与
す
る
こ
と
で
︑
一
応
の
妥
協
が
成
立
し
た
︒﹇Paultre, p.486

﹈
だ
が
︑
王
権
は
三
部
会
の
関
与
を
苦
々
し
く
思
っ

て
い
た
︒
財
務
総
監
テ
レ
は
︑﹁
地
元
議
会
が
デ
ポ
の
経
費
を
負
担
し
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
こ
の
シ
ス
テ
ム
運
営
に
容
喙
す
る
資
格
は

な
い
︒
こ
の
方
式
以
外
の
や
り
方
が
あ
る
な
ど
と
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
︒﹂
と
釘
を
刺
し
た
︒﹇Santucci, p.162

﹈

そ
の
後
も
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
議
会
は
五
〇
千
リ
ー
ヴ
ル
の
醵
出
金
を
払
う
こ
と
に
難
色
を
示
し
た
︒
そ
の
後
︑
一
七
七
六
年
に
は

ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
デ
ポ
は
閉
鎖
さ
れ
︑
宏
大
な
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
デ
ポ
は
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
事
態
が
生
ま
れ
た
︒
そ
の
こ
と
は
経

費
削
減
に
は
な
っ
た
が
︑
捕
捉
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
の
モ
ン
ペ
リ
エ
の
デ
ポ
ま
で
の
移
送
と
い
う
問
題
が
新
た
に
生
じ
た
︒
移
送
は

担
当
す
る
マ
レ
シ
ョ
セ
に
負
担
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
移
送
さ
れ
る
貧
民
に
も
耐
え
が
た
い
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
︒︵
後

述
︶そ

れ
は
と
も
か
く
︑
こ
の
間
の
経
緯
は
︑
経
費
負
担
を
含
め
て
︑
デ
ポ
の
存
在
そ
の
も
の
を
根
底
か
ら
考
え
る
機
運
を
醸
成
し
︑

や
が
て
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
大
司
教
ブ
リ
エ
ン
ヌ
の
デ
ポ
改
革
構
想
に
連
繋
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

次
に
︑
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
レ
ン
ヌ
管
区
に
は
︑
レ
ン
ヌ
の
他
三
つ
の
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
が
︵
表
１
参
照
︶︑
既
存
の
建
物
を
借
り

上
げ
た
デ
ポ
は
ど
こ
も
狭
小
だ
っ
た
の
で
︑
財
務
総
監
の
要
請
に
従
い
新
た
な
デ
ポ
が
レ
ン
ヌ
に
開
か
れ
︑
こ
れ
を
機
に
ナ
ン
ト
︑

カ
ン
ペ
ー
ル
︑
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
デ
ポ
は
一
七
七
二
年
に
閉
鎖
さ
れ
た
︒
こ
う
し
て
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
一
帯
で
逮
捕
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
は
︑

み
な
レ
ン
ヌ
の
デ
ポ
に
収
監
さ
れ
る
体
制
に
な
っ
た
︒
そ
の
経
費
は
六
八
年
に
六
六
千
リ
ー
ヴ
ル
だ
っ
た
が
︑
六
九
年
に
は
七
三
千

リ
ー
ヴ
ル
に
達
し
た
︒
地
方
長
官
カ
ズ
・
ド
・
ラ
・
ボ
ヴ
は
︑
フ
ル
稼
働
す
れ
ば
こ
の
額
は
一
二
四
千
リ
ー
ヴ
ル
程
度
に
膨
ら
む
と

乞食収容所の開設

─    （24）─

判
断
し
︑
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
三
部
会
に
︑
少
な
く
と
も
六
〇
~
七
〇
千
リ
ー
ヴ
ル
の
負
担
醵
出
を
要
請
し
た
︒
地
方
議
会
は
︑
王

権
が
デ
ポ
の
費
用
を
全
額
負
担
す
る
と
約
束
し
た
筈
だ
と
し
て
︑
そ
の
要
求
を
拒
ん
だ
︒
以
後
も
経
費
負
担
を
め
ぐ
る
王
権
と
地
方

の
鬩
ぎ
合
い
と
調
整
は
続
い
た
︒﹇Paultre, pp.458-468

﹈

右
に
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
一
七
六
八
年
に
は
王
権
の
意
向
通
り
︑
全
国
で
八
〇
余
に
昇
る
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
も
の
の
︑
経
費
を

負
担
し
き
れ
ず
に
そ
の
多
く
が
開
設
後
︑
わ
ず
か
数
年
で
閉
鎖
さ
れ
た
の
で
あ
る︶22
︵

︒

５
．
デ
ポ
収
容
者
の
相
貌
と
処
遇

さ
て
︑
デ
ポ
に
は
ど
ん
な
人
々
が
閉
じ
込
め
ら
れ
︑
ど
ん
な
処
遇
を
う
け
た
の
だ
ろ
う
か
︒
一
七
六
四
年
王
令
の
標
的
は
︑
流
民

と
︽g

ジ
ャ
ン

ens s

サ
ン

ans a

ザ
ヴ
ュ

veu

︾︑
つ
ま
り
﹁
社
会
的
に
信
用
あ
る
人
か
ら
身
分
保
証
さ
れ
て
い
な
い
人
々
﹂︑
私
の
表
現
で
は
﹁
社
会
的
紐
帯

か
ら
外
れ
た
人
々
﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
貧
民
は
社
会
に
と
っ
て
無
用
で
あ
る
ば
か
り
か
︑
軽
犯
罪
を
犯
す
惧
れ
の
強
い
危
険
な

人
々
と
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

だ
が
現
実
に
は
︑
農
村
や
街
道
筋
で
流
浪
・
物
乞
い
し
た
貧
民
は
︑
家
が
あ
り
住
所
が
確
定
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
︑

ま
た
自
家
か
ら
二
里
以
内
で
物
乞
い
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
に
よ
り
悉
く
捕
捉
・
連
行
さ
れ
︑
多
く
が
裁

判
に
か
け
ら
れ
た
︒
マ
レ
シ
ョ
セ
の
﹁
乞
食
狩
り
﹂
は
︑
法
令
が
出
た
当
座
は
と
く
に
熱
心
に
遂
行
さ
れ
た
︒

さ
ほ
ど
危
険
で
は
な
い
貧
民
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
単
純
乞
食
﹂
は
デ
ポ
に
三
週
間
か
ら
一
ヵ
月
程
度
拘
留
さ
れ
た
の
ち
釈
放
さ
れ
た
︒

表
１
お
よ
び
表
２
か
ら
窺
え
る
の
は
︑
当
初
こ
そ
釈
放
率
は
三
八
％
と
低
か
っ
た
も
の
の
︑
年
を
追
う
ご
と
に
釈
放
率
は
上
昇
し
︑

一
七
七
〇
年
代
半
ば
に
は
七
〇
~
八
〇
％
に
も
達
す
る
︒
地
域
に
よ
る
釈
放
率
の
偏
差
も
認
め
ら
れ
る︶23
︵

︒
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食
・
流
民
の
問
題
は
王
国
全
体
の
問
題
で
あ
り
︑
王
権
が
デ
ポ
の
経
費
を
負
担
す
べ
き
だ
︑
と
主
張
し
た
︒﹇Santucci, p.161

﹈

地
方
長
官
を
介
し
て
中
央
政
府
と
の
折
衝
が
重
ね
ら
れ
た
︒
そ
の
結
果
︑
三
部
会
が
五
〇
千
リ
ー
ヴ
ル
醵
出
す
る
代
わ
り
に
︑
デ

ポ
運
営
に
関
与
す
る
こ
と
で
︑
一
応
の
妥
協
が
成
立
し
た
︒﹇Paultre, p.486

﹈
だ
が
︑
王
権
は
三
部
会
の
関
与
を
苦
々
し
く
思
っ

て
い
た
︒
財
務
総
監
テ
レ
は
︑﹁
地
元
議
会
が
デ
ポ
の
経
費
を
負
担
し
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
こ
の
シ
ス
テ
ム
運
営
に
容
喙
す
る
資
格
は

な
い
︒
こ
の
方
式
以
外
の
や
り
方
が
あ
る
な
ど
と
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
︒﹂
と
釘
を
刺
し
た
︒﹇Santucci, p.162

﹈

そ
の
後
も
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
議
会
は
五
〇
千
リ
ー
ヴ
ル
の
醵
出
金
を
払
う
こ
と
に
難
色
を
示
し
た
︒
そ
の
後
︑
一
七
七
六
年
に
は

ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
デ
ポ
は
閉
鎖
さ
れ
︑
宏
大
な
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
デ
ポ
は
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
事
態
が
生
ま
れ
た
︒
そ
の
こ
と
は
経

費
削
減
に
は
な
っ
た
が
︑
捕
捉
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
の
モ
ン
ペ
リ
エ
の
デ
ポ
ま
で
の
移
送
と
い
う
問
題
が
新
た
に
生
じ
た
︒
移
送
は

担
当
す
る
マ
レ
シ
ョ
セ
に
負
担
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
移
送
さ
れ
る
貧
民
に
も
耐
え
が
た
い
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
︒︵
後

述
︶そ

れ
は
と
も
か
く
︑
こ
の
間
の
経
緯
は
︑
経
費
負
担
を
含
め
て
︑
デ
ポ
の
存
在
そ
の
も
の
を
根
底
か
ら
考
え
る
機
運
を
醸
成
し
︑

や
が
て
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
大
司
教
ブ
リ
エ
ン
ヌ
の
デ
ポ
改
革
構
想
に
連
繋
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

次
に
︑
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
レ
ン
ヌ
管
区
に
は
︑
レ
ン
ヌ
の
他
三
つ
の
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
が
︵
表
１
参
照
︶︑
既
存
の
建
物
を
借
り

上
げ
た
デ
ポ
は
ど
こ
も
狭
小
だ
っ
た
の
で
︑
財
務
総
監
の
要
請
に
従
い
新
た
な
デ
ポ
が
レ
ン
ヌ
に
開
か
れ
︑
こ
れ
を
機
に
ナ
ン
ト
︑

カ
ン
ペ
ー
ル
︑
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
デ
ポ
は
一
七
七
二
年
に
閉
鎖
さ
れ
た
︒
こ
う
し
て
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
一
帯
で
逮
捕
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
は
︑

み
な
レ
ン
ヌ
の
デ
ポ
に
収
監
さ
れ
る
体
制
に
な
っ
た
︒
そ
の
経
費
は
六
八
年
に
六
六
千
リ
ー
ヴ
ル
だ
っ
た
が
︑
六
九
年
に
は
七
三
千

リ
ー
ヴ
ル
に
達
し
た
︒
地
方
長
官
カ
ズ
・
ド
・
ラ
・
ボ
ヴ
は
︑
フ
ル
稼
働
す
れ
ば
こ
の
額
は
一
二
四
千
リ
ー
ヴ
ル
程
度
に
膨
ら
む
と

乞食収容所の開設

─    （24）─

判
断
し
︑
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
三
部
会
に
︑
少
な
く
と
も
六
〇
~
七
〇
千
リ
ー
ヴ
ル
の
負
担
醵
出
を
要
請
し
た
︒
地
方
議
会
は
︑
王

権
が
デ
ポ
の
費
用
を
全
額
負
担
す
る
と
約
束
し
た
筈
だ
と
し
て
︑
そ
の
要
求
を
拒
ん
だ
︒
以
後
も
経
費
負
担
を
め
ぐ
る
王
権
と
地
方

の
鬩
ぎ
合
い
と
調
整
は
続
い
た
︒﹇Paultre, pp.458-468

﹈

右
に
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
一
七
六
八
年
に
は
王
権
の
意
向
通
り
︑
全
国
で
八
〇
余
に
昇
る
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
も
の
の
︑
経
費
を

負
担
し
き
れ
ず
に
そ
の
多
く
が
開
設
後
︑
わ
ず
か
数
年
で
閉
鎖
さ
れ
た
の
で
あ
る︶22
︵

︒

５
．
デ
ポ
収
容
者
の
相
貌
と
処
遇

さ
て
︑
デ
ポ
に
は
ど
ん
な
人
々
が
閉
じ
込
め
ら
れ
︑
ど
ん
な
処
遇
を
う
け
た
の
だ
ろ
う
か
︒
一
七
六
四
年
王
令
の
標
的
は
︑
流
民

と
︽g

ジ
ャ
ン

ens s

サ
ン
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ザ
ヴ
ュ

veu

︾︑
つ
ま
り
﹁
社
会
的
に
信
用
あ
る
人
か
ら
身
分
保
証
さ
れ
て
い
な
い
人
々
﹂︑
私
の
表
現
で
は
﹁
社
会
的
紐
帯

か
ら
外
れ
た
人
々
﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
貧
民
は
社
会
に
と
っ
て
無
用
で
あ
る
ば
か
り
か
︑
軽
犯
罪
を
犯
す
惧
れ
の
強
い
危
険
な

人
々
と
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

だ
が
現
実
に
は
︑
農
村
や
街
道
筋
で
流
浪
・
物
乞
い
し
た
貧
民
は
︑
家
が
あ
り
住
所
が
確
定
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
︑

ま
た
自
家
か
ら
二
里
以
内
で
物
乞
い
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
に
よ
り
悉
く
捕
捉
・
連
行
さ
れ
︑
多
く
が
裁

判
に
か
け
ら
れ
た
︒
マ
レ
シ
ョ
セ
の
﹁
乞
食
狩
り
﹂
は
︑
法
令
が
出
た
当
座
は
と
く
に
熱
心
に
遂
行
さ
れ
た
︒

さ
ほ
ど
危
険
で
は
な
い
貧
民
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
単
純
乞
食
﹂
は
デ
ポ
に
三
週
間
か
ら
一
ヵ
月
程
度
拘
留
さ
れ
た
の
ち
釈
放
さ
れ
た
︒

表
１
お
よ
び
表
２
か
ら
窺
え
る
の
は
︑
当
初
こ
そ
釈
放
率
は
三
八
％
と
低
か
っ
た
も
の
の
︑
年
を
追
う
ご
と
に
釈
放
率
は
上
昇
し
︑

一
七
七
〇
年
代
半
ば
に
は
七
〇
~
八
〇
％
に
も
達
す
る
︒
地
域
に
よ
る
釈
放
率
の
偏
差
も
認
め
ら
れ
る︶23
︵

︒
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こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
パ
ス
ポ
ー
ト
を
携
行
せ
ず
に
逮
捕
・
拘
留
さ
れ
る
者
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
だ
︒
そ
れ
は
自
宅
か
ら

左
程
遠
く
な
い
所
で
物
乞
い
し
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
ま
た
パ
ス
ポ
ー
ト
携
行
者
で
も
︑
当
初
は
決
し
て
少
な
く
な

い
数
︵
二
~
三
〇
〇
人
︶
が
逮
捕
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
こ
と
は
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
に
よ
る
乞
食
狩
り
が
見
境
な
く
実
施
さ
れ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
︒
パ
ス
ポ
ー
ト
を
携
行
し
て
い
る
行
商
人
も
デ
ポ
に
長
い
間
留
置
さ
れ
る
例
も
あ
っ
た︶24
︵

︒

身
元
引
受
人
が
来
て
釈
放
さ
れ
る
場
合
︵réclam

ation

︶
に
は
︑
表
２
に
あ
る
よ
う
に
︑
い
わ
ば
﹁
服
従
念
書soum

ission

﹂
を
提

出
す
る
こ
と
が
慣
例
だ
っ
た
︒
こ
れ
は
身
元
引
受
人
が
﹁
本
人
に
二
度
と
物
乞
い
は
さ
せ
ま
せ
ん
︑
服
従
さ
せ
ま
す
︒﹂
と
当
局
に

署
名
・
誓
約
す
る
﹁
念
書
﹂
だ
っ
た
︒
単
純
乞
食
の
拘
留
期
間
は
比
較
的
短
く
︑
釈
放
率
も
高
い
こ
と
か
ら
判
断
し
て
︑
デ
ポ
は
物

乞
い
貧
民
を
﹁
監
禁
し
て
懲
ら
し
め
︑
他
の
見
せ
し
め
と
す
る
所
﹂
だ
っ
た
と
云
え
そ
う
だ
︒
彼
ら
へ
の
処
罰
は
︑
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ

が
想
定
し
た
ほ
ど
の
厳
罰
で
は
な
く
︑
せ
い
ぜ
い
が
﹁
所
払
い
︵
追
放
刑
︶
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

さ
て
︑
デ
ポ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
々
は
︑
具
体
的
に
ど
ん
な
人
々
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
実
は
そ
の
方
面
の
研
究
は
ま
だ
充
分

に
は
進
ん
で
い
な
い
︒
そ
れ
で
も
幾
つ
か
の
デ
ポ
に
つ
い
て
は
幾
分
情
報
が
得
ら
れ
た
の
で
紹
介
し
︑
そ
の
共
通
項
を
摘
出
し
て
み

よ
う
︒

⑴
　
ア
ラ
ン
ソ
ン
乞
食
収
容
︶
25
︵
所

ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
ア
ラ
ン
ソ
ン
総
徴
税
管
区
に
は
︑
一
七
六
八
年
に
ア
ラ
ン
ソ
ン
︑
ベ
ル
ネ
︑
ヴ
ェ
ル
ヌ
イ
ユ
の
三
都
市
に
デ

ポ
が
開
設
さ
れ
た
が
︑
後
ろ
二
つ
は
早
く
も
一
七
七
二
年
に
閉
鎖
さ
れ
た
︒
ア
ラ
ン
ソ
ン
の
デ
ポ
に
関
す
る
資
料
は
欠
落
が
多
い
の

で
︑
正
確
な
収
容
者
数
は
把
握
で
き
な
い
が
︑
間
接
的
に
推
定
す
る
手
段
と
し
て
﹁
一
日
当
り
の
食
糧
供
給ration

﹂
数
が
あ
る
︒

乞食収容所の開設

─    （26）─

そ
の
数
は
︑
一
七
七
六
年
に
は
三
七
五
人
分
だ
っ
た
も
の
が
︑
八
〇
年
に
は
一
〇
八
五
人
分
︑
八
三
年
に
は
二
〇
四
二
人
分
に
急
増

し
︑
以
後
こ
の
水
準
が
続
く
︒﹇B

oucheron, p.59

﹈
こ
れ
は
一
年
間
の
数
値
な
の
で
︑
収
容
者
が
年
四
回
程
度
入
れ
替
わ
る
と
す

る
と
︑
そ
の
四
分
の
一
︑五
〇
〇
人
前
後
が
常
時
拘
留
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

あ
る
期
間
の
収
容
者
二
六
二
六
人
の
う
ち
︑
個
別
情
報
が
得
ら
れ
た
者
は
二
二
八
五
人
で
︑
そ
の
男
女
比
は
男
が
一
六
八
六
人

︵
七
四
％
︶
︱
但
し
こ
の
中
に
は
脱
走
兵
が
二
四
〇
人
い
る
︱
︑
女
が
五
八
九
人
︵
二
六
％
︶
で
︑
四
分
の
三
が
男
性
で
あ
る
︒
ま
た

年
齢
別
で
は
二
〇
歳
以
下
が
六
〇
四
人
︵
二
六
％
︶︑
四
〇
歳
以
下
が
計
一
七
五
二
人
︵
七
六
％
︶
を
占
め
て
お
り
︑
年
代
は
比
較
的

若
い
︒
つ
ま
り
︑
青
壮
年
の
男
子
貧
民
︑
し
た
が
っ
て
労
働
可
能
の
貧
民
が
デ
ポ
で
は
優
勢
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
構
成
は
確

か
に
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
構
成
と
は
だ
い
ぶ
違
う
︒
当
局
の
狙
い
が
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
た
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

で
は
彼
ら
の
社
会
的
属
性
は
ど
う
か
︑
つ
ま
り
彼
ら
の
生
業
は
何
だ
っ
た
か
を
見
よ
う
︒
こ
の
標
本
数
は
さ
ら
に
減
っ
て
九
九
四

件
し
か
な
い
の
だ
が
︑
最
多
の
二
八
〇
人
︵
二
八
％
︶
は
広
義
の
農
民
︑
具
体
的
に
は
︑
日
雇
農
︑
脱
穀
人
︑
羊
飼
い
︑
荷
馬
車
挽
き
︑

庭
師
︑
鋸
の
縦
引
き
職
な
ど︶26
︵

︑
総
じ
て
農
村
に
お
け
る
不
安
定
就
業
の
下
層
農
民
だ
っ
た
︒

第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
は
多
種
多
様
な
職
人
層
で
二
四
七
人
︵
二
五
％
︶
を
占
め
る
︒
建
築
関
係
で
は
石
工
︑
屋
根
葺
き
な
ど
五
六

人
︑
繊
維
関
係
で
は
紡
績
・
織
布
︑
毛
織
物
職
人
︑
裁
縫
︑
洗
濯
婦
な
ど
八
六
人
︑
そ
の
他
︑
仕
立
て
職
︑
帽
子
職
︑
指
物
師
︑
パ

ン
屋
︑
靴
屋
︑
か
つ
ら
職
︑
鍛
造
工
な
ど
で
あ
る
︒

第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
は
行
商
人
や
大
道
芸
人
︑
動
物
の
見
世
物
師
で
九
三
人
︑
熊
芸
を
見
せ
︑
歌
を
唄
い
︑
古
楽
器
ガ
ー
デ
ィ
を

演
奏
し
て
見
物
人
か
ら
カ
ネ
を
貰
う
︒
行
商
で
は
籠
売
り
が
目
立
つ
︒
そ
の
他
︑
料
理
人
や
従
僕
な
ど
家
事
使
用
人
五
五
人
︑
元
兵

士
三
二
人
を
数
え
る
︒
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︑
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携
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者
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と
だ
︒
そ
れ
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物
乞
い
し
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示
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本
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に
二
度
と
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せ
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せ
ん
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服
従
さ
せ
ま
す
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当
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署
名
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し
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他
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と
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が
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ど
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そ
の
数
は
︑
一
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六
年
に
は
三
七
五
人
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だ
っ
た
も
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が
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八
〇
年
に
は
一
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八
五
人
分
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八
三
年
に
は
二
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四
二
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分
に
急
増

し
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以
後
こ
の
水
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が
続
く
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oucheron, p.59
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こ
れ
は
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間
の
数
値
な
の
で
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容
者
が
年
四
回
程
度
入
れ
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る
と
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と
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四
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と
推
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る
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二
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八
五
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で
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比
は
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が
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八
六
人
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七
四
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︱
但
し
こ
の
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に
は
脱
走
兵
が
二
四
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人
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る
︱
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が
五
八
九
人
︵
二
六
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︶
で
︑
四
分
の
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が
男
性
で
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︒
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た

年
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別
で
は
二
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歳
以
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が
六
〇
四
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二
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％
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歳
以
下
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五
二
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％
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︑
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︒
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︑
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︒
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︑
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︒
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総
じ
て
農
村
に
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の
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な
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︒
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︑
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な
ど
家
事
使
用
人
五
五
人
︑
元
兵

士
三
二
人
を
数
え
る
︒
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行
商
人
や
旅
芸
人
を
別
に
す
れ
ば
︑
デ
ポ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
貧
民
の
主
力
は
︑
農
村
の
下
層
民
と
都
市
の
職
人
や
家
事
使
用
人

で
あ
っ
た
︒
彼
ら
は
元
よ
り
職
業
乞
食
で
も
流
民
で
も
な
く
︑
多
く
は
食
い
詰
め
て
仕
事
を
求
め
て
彷
徨
う
貧
民
だ
っ
た
︒
そ
の
出

身
地
を
見
る
と
︑
当
然
だ
が
半
分
余
が
地
元
民
で
あ
る
︒
農
民
の
場
合
は
季
節
労
働
を
求
め
て
︑
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
か
ら
ボ
ー
ス
大

平
原
を
移
動
し
た
形
跡
が
あ
る
︒
職
人
の
場
合
は
都
市
か
ら
都
市
へ
仕
事
を
捜
し
ま
わ
っ
た
︒
か
な
り
遠
方
か
ら
パ
リ
を
経
由
し
て

こ
の
地
に
流
れ
着
い
た
者
も
い
た
︒
あ
る
指
物
師
の
通
い
職
人
は
︑
故
郷
の
村
を
出
て
ア
ラ
ン
ソ
ン
の
親
方
の
許
へ
働
き
に
出
た

が
︑
病
気
に
な
り
二
年
後
に
は
乞
食
の
仲
間
に
入
り
︑
や
が
て
捕
捉
さ
れ
デ
ポ
に
入
れ
ら
れ
た
︒﹇B

oucheron, p.64

﹈

デ
ポ
収
容
者
の
な
か
に
脱
走
兵
が
︑
二
四
〇
人
と
少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と
は
注
視
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
︒
彼
ら
の
多
く
は
︑
例

え
ば
居
酒
屋
で
娼
婦
た
ち
と
長
時
間
飲
酒
し
た
な
ど
の
軍
紀
違
反
を
犯
し
︑
懲
罰
を
恐
れ
て
脱
走
し
た
︒
な
か
に
は
有
給
休
暇
が
と

れ
な
い
︑
処
遇
に
不
満
だ
︑
こ
の
職
業
が
理
解
で
き
な
い
︑
等
の
理
由
も
あ
っ
た
と
い
う
︒
彼
ら
は
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
か
ら
パ
リ
へ
の

通
ず
る
街
道
で
︑
あ
る
い
は
そ
れ
を
避
け
た
裏
街
道
で
︑
待
ち
構
え
て
い
た
マ
レ
シ
ョ
セ
に
逮
捕
さ
れ
た
︒
大
概
の
脱
走
兵
は
軍
服

の
ま
ま
だ
っ
た
が
︑
中
に
は
出
会
っ
た
農
民
と
服
を
交
換
す
る
知
恵
者
も
い
た
︒

こ
れ
に
類
す
る
ヨ
リ
危
険
な
の
は
脱
獄
者
で
︑
一
七
六
〇
年
か
ら
八
九
年
ま
で
の
間
に
︑
二
八
人
の
ガ
レ
ー
船
漕
役
刑
脱
獄
者
が

デ
ポ
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
︒
彼
ら
の
多
く
は
囚
人
服
を
脱
ぎ
捨
て
︑
農
民
風
に
キ
ュ
ロ
ッ
ト
を
履
い
て
変
装
し
て
い
た
︒
だ
が
マ
レ

シ
ョ
セ
の
検
問
を
抜
け
る
の
は
難
し
く
︑
腕
の
Ｇ
Ａ
Ｌ
の
烙
印
を
見
咎
め
ら
れ
て
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
︒
ま
た
い
わ
ゆ
る
﹁
前
科
者
﹂

も
︑
右
の
期
間
に
一
四
人
捕
捉
さ
れ
デ
ポ
に
監
禁
さ
れ
た
と
い
う
︒﹇B

oucheron, p.70

﹈
こ
の
点
か
ら
判
断
し
て
も
︑
デ
ポ
は
監

獄
を
兼
ね
て
い
た
︒

乞食収容所の開設

─    （28）─

⑵
　
ブ
ー
ル
ジ
ュ
乞
食
収
容
︶
27
︵
所

フ
ラ
ン
ス
中
央
部
の
ブ
ー
ル
ジ
ュ
総
徴
税
管
区
に
は
︑
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
み
に
デ
ポ
が
設
置
さ
れ
た
︒
と
こ
ろ
で
こ
れ
に
先
立
つ

一
七
二
四
年
王
令
の
施
行
は
︑
こ
の
町
で
も
不
首
尾
だ
っ
た
︒
と
い
う
の
は
︑
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
も
︑
既
に

部
屋
は
貧
民
で
満
杯
で
あ
り
︑
経
費
も
払
底
し
て
い
る
な
ど
の
理
由
を
挙
げ
て
︑
壮
健
な
る
乞
食
・
流
民
の
受
入
れ
を
断
っ
た
か
ら

で
あ
る
︒
代
わ
り
に
︑
ブ
ー
ル
ジ
ュ
西
方
の
小
都
市
イ
ス
ー
ダ
ン
に
﹁
乞
食
の
オ
ピ
タ
ル
﹂
が
造
ら
れ
︑
カ
プ
チ
ン
修
道
会
が
そ
の

運
営
を
担
っ
た
と
い
う
︒
こ
れ
が
デ
ポ
の
前
身
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

さ
て
本
稿
の
テ
ー
マ
だ
が
︑
資
料
が
散
逸
し
て
正
確
な
日
時
を
特
定
で
き
な
い
が
︑
一
七
七
〇
年
代
に
は
︑
初
め
は
市
門
を
改
修

し
て
デ
ポ
が
造
ら
れ
︑
そ
の
後
ミ
ニ
ム
修
道
会
の
跡
地
に
転
居
し
た
と
い
う
︒

一
七
六
八
年
か
ら
九
五
年
ま
で
︑
こ
の
デ
ポ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
者
は
二
二
四
八
人
︑
年
間
平
均
八
〇
人
で
︑
男
女
別
で
は
男

一
六
二
三
人
︑
女
六
二
五
人
で
あ
り
︑
圧
倒
的
に
男
性
が
多
い
︒
但
し
︑
男
の
な
か
に
は
革
命
期
の
戦
争
捕
虜
が
三
〇
〇
人
含
ま
れ

る
︒
年
齢
別
で
は
男
性
の
み
だ
が
︵
女
性
は
不
明
︶︑
二
〇
歳
代
三
七
五
人
︑
三
〇
歳
代
二
五
〇
人
︑
併
せ
て
六
二
五
人
︑
全
体
の
凡

そ
四
〇
％
を
占
め
る
︒
こ
こ
で
も
青
壮
年
の
乞
食
・
流
民
が
目
立
つ
︒

デ
ポ
収
容
者
の
出
身
地
で
は
︑
当
然
な
が
ら
地
元
住
民
が
六
八
％
と
最
多
で
あ
る
︒
他
方
︑
ブ
ー
ル
ジ
ュ
は
交
通
の
要
衝
な
の

で
︑﹁
よ
そ
者
﹂
も
少
な
か
ら
ず
い
た
︒
と
く
に
マ
ッ
シ
フ
・
サ
ン
ト
ラ
ル
︵
中
央
山
塊
︶
の
西
側
の
出
稼
ぎ
民
は
︑
こ
こ
を
通
っ
て

パ
リ
へ
出
て
ゆ
く
し
︑
逆
に
量
的
に
は
少
な
い
が
︑
パ
リ
や
オ
ル
レ
ア
ン
か
ら
南
下
す
る
者
も
こ
の
町
を
抜
け
て
行
く
︒
彼
ら
は
そ

の
途
上
で
マ
レ
シ
ョ
セ
に
捕
捉
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
︒

デ
ポ
収
容
者
の
社
会
的
属
性
︑
つ
ま
り
生
業
や
階
層
身
分
な
ど
は
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
︒
だ
が
代
わ
り
に
身
体
状
況
に
よ
る
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行
商
人
や
旅
芸
人
を
別
に
す
れ
ば
︑
デ
ポ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
貧
民
の
主
力
は
︑
農
村
の
下
層
民
と
都
市
の
職
人
や
家
事
使
用
人

で
あ
っ
た
︒
彼
ら
は
元
よ
り
職
業
乞
食
で
も
流
民
で
も
な
く
︑
多
く
は
食
い
詰
め
て
仕
事
を
求
め
て
彷
徨
う
貧
民
だ
っ
た
︒
そ
の
出

身
地
を
見
る
と
︑
当
然
だ
が
半
分
余
が
地
元
民
で
あ
る
︒
農
民
の
場
合
は
季
節
労
働
を
求
め
て
︑
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
か
ら
ボ
ー
ス
大

平
原
を
移
動
し
た
形
跡
が
あ
る
︒
職
人
の
場
合
は
都
市
か
ら
都
市
へ
仕
事
を
捜
し
ま
わ
っ
た
︒
か
な
り
遠
方
か
ら
パ
リ
を
経
由
し
て

こ
の
地
に
流
れ
着
い
た
者
も
い
た
︒
あ
る
指
物
師
の
通
い
職
人
は
︑
故
郷
の
村
を
出
て
ア
ラ
ン
ソ
ン
の
親
方
の
許
へ
働
き
に
出
た

が
︑
病
気
に
な
り
二
年
後
に
は
乞
食
の
仲
間
に
入
り
︑
や
が
て
捕
捉
さ
れ
デ
ポ
に
入
れ
ら
れ
た
︒﹇B

oucheron, p.64

﹈

デ
ポ
収
容
者
の
な
か
に
脱
走
兵
が
︑
二
四
〇
人
と
少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と
は
注
視
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
︒
彼
ら
の
多
く
は
︑
例

え
ば
居
酒
屋
で
娼
婦
た
ち
と
長
時
間
飲
酒
し
た
な
ど
の
軍
紀
違
反
を
犯
し
︑
懲
罰
を
恐
れ
て
脱
走
し
た
︒
な
か
に
は
有
給
休
暇
が
と

れ
な
い
︑
処
遇
に
不
満
だ
︑
こ
の
職
業
が
理
解
で
き
な
い
︑
等
の
理
由
も
あ
っ
た
と
い
う
︒
彼
ら
は
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
か
ら
パ
リ
へ
の

通
ず
る
街
道
で
︑
あ
る
い
は
そ
れ
を
避
け
た
裏
街
道
で
︑
待
ち
構
え
て
い
た
マ
レ
シ
ョ
セ
に
逮
捕
さ
れ
た
︒
大
概
の
脱
走
兵
は
軍
服

の
ま
ま
だ
っ
た
が
︑
中
に
は
出
会
っ
た
農
民
と
服
を
交
換
す
る
知
恵
者
も
い
た
︒

こ
れ
に
類
す
る
ヨ
リ
危
険
な
の
は
脱
獄
者
で
︑
一
七
六
〇
年
か
ら
八
九
年
ま
で
の
間
に
︑
二
八
人
の
ガ
レ
ー
船
漕
役
刑
脱
獄
者
が

デ
ポ
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
︒
彼
ら
の
多
く
は
囚
人
服
を
脱
ぎ
捨
て
︑
農
民
風
に
キ
ュ
ロ
ッ
ト
を
履
い
て
変
装
し
て
い
た
︒
だ
が
マ
レ

シ
ョ
セ
の
検
問
を
抜
け
る
の
は
難
し
く
︑
腕
の
Ｇ
Ａ
Ｌ
の
烙
印
を
見
咎
め
ら
れ
て
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
︒
ま
た
い
わ
ゆ
る
﹁
前
科
者
﹂

も
︑
右
の
期
間
に
一
四
人
捕
捉
さ
れ
デ
ポ
に
監
禁
さ
れ
た
と
い
う
︒﹇B

oucheron, p.70

﹈
こ
の
点
か
ら
判
断
し
て
も
︑
デ
ポ
は
監

獄
を
兼
ね
て
い
た
︒

乞食収容所の開設

─    （28）─

⑵
　
ブ
ー
ル
ジ
ュ
乞
食
収
容
︶
27
︵
所

フ
ラ
ン
ス
中
央
部
の
ブ
ー
ル
ジ
ュ
総
徴
税
管
区
に
は
︑
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
み
に
デ
ポ
が
設
置
さ
れ
た
︒
と
こ
ろ
で
こ
れ
に
先
立
つ

一
七
二
四
年
王
令
の
施
行
は
︑
こ
の
町
で
も
不
首
尾
だ
っ
た
︒
と
い
う
の
は
︑
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
も
︑
既
に

部
屋
は
貧
民
で
満
杯
で
あ
り
︑
経
費
も
払
底
し
て
い
る
な
ど
の
理
由
を
挙
げ
て
︑
壮
健
な
る
乞
食
・
流
民
の
受
入
れ
を
断
っ
た
か
ら

で
あ
る
︒
代
わ
り
に
︑
ブ
ー
ル
ジ
ュ
西
方
の
小
都
市
イ
ス
ー
ダ
ン
に
﹁
乞
食
の
オ
ピ
タ
ル
﹂
が
造
ら
れ
︑
カ
プ
チ
ン
修
道
会
が
そ
の

運
営
を
担
っ
た
と
い
う
︒
こ
れ
が
デ
ポ
の
前
身
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

さ
て
本
稿
の
テ
ー
マ
だ
が
︑
資
料
が
散
逸
し
て
正
確
な
日
時
を
特
定
で
き
な
い
が
︑
一
七
七
〇
年
代
に
は
︑
初
め
は
市
門
を
改
修

し
て
デ
ポ
が
造
ら
れ
︑
そ
の
後
ミ
ニ
ム
修
道
会
の
跡
地
に
転
居
し
た
と
い
う
︒

一
七
六
八
年
か
ら
九
五
年
ま
で
︑
こ
の
デ
ポ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
者
は
二
二
四
八
人
︑
年
間
平
均
八
〇
人
で
︑
男
女
別
で
は
男

一
六
二
三
人
︑
女
六
二
五
人
で
あ
り
︑
圧
倒
的
に
男
性
が
多
い
︒
但
し
︑
男
の
な
か
に
は
革
命
期
の
戦
争
捕
虜
が
三
〇
〇
人
含
ま
れ

る
︒
年
齢
別
で
は
男
性
の
み
だ
が
︵
女
性
は
不
明
︶︑
二
〇
歳
代
三
七
五
人
︑
三
〇
歳
代
二
五
〇
人
︑
併
せ
て
六
二
五
人
︑
全
体
の
凡

そ
四
〇
％
を
占
め
る
︒
こ
こ
で
も
青
壮
年
の
乞
食
・
流
民
が
目
立
つ
︒

デ
ポ
収
容
者
の
出
身
地
で
は
︑
当
然
な
が
ら
地
元
住
民
が
六
八
％
と
最
多
で
あ
る
︒
他
方
︑
ブ
ー
ル
ジ
ュ
は
交
通
の
要
衝
な
の

で
︑﹁
よ
そ
者
﹂
も
少
な
か
ら
ず
い
た
︒
と
く
に
マ
ッ
シ
フ
・
サ
ン
ト
ラ
ル
︵
中
央
山
塊
︶
の
西
側
の
出
稼
ぎ
民
は
︑
こ
こ
を
通
っ
て

パ
リ
へ
出
て
ゆ
く
し
︑
逆
に
量
的
に
は
少
な
い
が
︑
パ
リ
や
オ
ル
レ
ア
ン
か
ら
南
下
す
る
者
も
こ
の
町
を
抜
け
て
行
く
︒
彼
ら
は
そ

の
途
上
で
マ
レ
シ
ョ
セ
に
捕
捉
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
︒

デ
ポ
収
容
者
の
社
会
的
属
性
︑
つ
ま
り
生
業
や
階
層
身
分
な
ど
は
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
︒
だ
が
代
わ
り
に
身
体
状
況
に
よ
る
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分
類
は
資
料
が
あ
る
︒
分
類
基
準
が
一
元
的
で
は
な
い
の
だ
が
︑
次
に
紹
介
す
る
︒﹇B

arichard, p.26

﹈

①
　﹁
乞
食
・
流
民
﹂
は
男
三
七
四
人
︑
女
七
〇
人
︑
計
四
四
四
人
で
全
体
の
二
一
％
を
占
め
る
︒
圧
倒
的
に
男
が
多
く
︑
し
か

も
年
齢
で
は
四
〇
歳
以
下
が
五
四
％
を
占
め
る
︒
そ
の
デ
ポ
滞
在
期
間
は
四
か
月
以
下
と
長
く
は
な
い
︒
青
壮
年
の
男
性
が
多
い
事

実
と
併
せ
る
と
︑
い
わ
ゆ
る
単
純
乞
食
が
多
い
と
思
わ
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
デ
ポ
本
来
の
目
的
か
ら
み
れ
ば
︑
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
収

容
者
は
想
定
よ
り
は
か
な
り
少
な
い
と
云
え
る
︒

②
　
そ
の
反
面
︑
精
神
障
碍
者
・
て
ん
か
ん
患
者
・
そ
の
合
併
症
患
者
な
ど
︑﹁
広
義
の
精
神
障
碍
者
﹂
が
︑
男
二
二
二
人
︑
女

一
六
五
人
︑
計
三
八
七
人
︑
一
九
％
と
際
立
っ
て
多
い
︒
彼
ら
は
︑
家
族
や
親
族
︑
時
に
は
近
隣
住
民
が
願
い
出
て
入
所
さ
せ
る
場

合
が
多
い
と
い
う
︒
そ
し
て
デ
ポ
入
所
期
間
も
一
年
以
上
と
概
し
て
高
く
︑
そ
の
死
亡
率
は
一
般
に
高
い
︒︵
後
述
︶

③
　
身
体
障
碍
者
は
男
一
四
七
人
︑
女
九
一
人
︑
計
二
三
七
人
︑
一
一
％
で
あ
る
︒
そ
の
死
亡
率
は
高
い
︒

④
　
さ
ま
ざ
ま
な
病
者
が
入
っ
て
い
る
︒
皮
膚
病
者
は
男
三
一
六
人
︑
女
一
八
人
︑
計
三
三
四
人
︒
男
の
皮
膚
病
患
者
が
多
い
の

は
戦
争
捕
虜
が
入
所
し
て
い
る
た
め
だ
が
︑
デ
ポ
内
に
皮
膚
病
が
蔓
延
し
て
い
る
の
も
事
実
ら
し
い
︒
性
病
患
者
も
男
五
九
人
︑
女

八
四
人
︑
計
一
四
三
人
い
る
︒
女
性
に
多
い
の
は
中
に
娼
婦
が
混
じ
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
︒
そ
の
他
の
病
者
も
男
二
一
〇
人
︑

女
一
〇
一
人
を
数
え
る
︒

⑤
　
少
数
だ
が
︑
放
蕩
者
が
男
七
人
︑
女
三
一
人
い
る
︒
ま
た
妊
婦
も
六
名
︑
そ
の
他
不
明
者
は
三
一
二
人
で
あ
る
︒

ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
デ
ポ
に
は
︑
標
的
と
し
た
乞
食
・
流
民
の
外
に
︑
こ
の
よ
う
に
多
様
な
社
会
的
弱
者
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
︒
わ
け

て
も
︑﹁
広
義
の
精
神
障
碍
者
﹂
が
︑
乞
食
・
流
民
と
同
じ
く
ら
い
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
驚
き
で
あ
る
︒﹁
狂
気
﹂
の
様
態

も
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
︑
妄
想
に
囚
わ
れ
て
ナ
イ
フ
で
隣
人
を
脅
す
者
︑
ど
ん
な
女
と
も
性
的
交
渉
が
で
き
る
と
豪
語
す
る
者
︑
全
く

乞食収容所の開設
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攻
撃
性
も
な
く
物
静
か
な
女
性
患
者
︑
知
的
障
碍
者
な
ど
で
あ
り
︑
多
く
は
地
元
の
共
同
体
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
た
病
者
だ
っ
た
︒

﹇B
arichard, p.30

﹈
加
え
て
て
ん
か
ん
患
者
が
精
神
障
碍
者
と
同
一
視
さ
れ
て
︑
一
緒
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
も
︑
ビ
セ
ー
ト

ル
館
や
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
と
同
じ
で
あ
る
︒

も
う
一
つ
は
性
病
患
者
の
存
在
で
︑
前
述
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
病
に
は
常
に
イ
ン
モ
ラ
ル
の
刻
印
が
捺
さ
れ
て
差
別
さ
れ
て
き

た
︒
と
り
わ
け
女
性
の
﹁
自
由
奔
放libertinage

︑
放
蕩débauche

﹂
が
︑
性
病
を
蔓
延
さ
せ
て
い
る
と
指
弾
さ
れ
て
き
た
︒
一
八

世
紀
末
に
な
る
と
こ
こ
で
も
性
病
へ
の
医
療
的
ケ
ア
が
始
ま
る
と
説
く
歴
史
家
も
い
る︶28
︵

︒

以
上
の
考
察
か
ら
は
︑
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
デ
ポ
が
︑
パ
リ
の
二
つ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
酷
似
し
て
い
る
印
象
を
う
け
る
︒

す
な
わ
ち
︑
王
権
中
枢
の
目
論
見
と
は
裏
腹
に
︑
デ
ポ
が
単
に
乞
食
・
流
民
の
閉
じ
込
め
所
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
︑
労
働
不
能
者

の
避
難
所
と
し
て
︑
さ
ら
に
精
神
障
碍
者
や
性
病
患
者
の
隔
離
施
設
と
し
て
︑
そ
し
て
あ
る
程
度
は
監
獄
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と

い
う
実
態
で
あ
る
︒
こ
の
事
実
は
︑
財
務
総
監
と
地
方
長
官
の
思
惑
を
離
れ
て
︑
デ
ポ
が
地
元
社
会
の
現
実
的
要
請
に
応
え
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
︒

⑶
　
ス
ワ
ソ
ン
乞
食
収
容
所

パ
リ
の
北
方
ス
ワ
ソ
ン
総
徴
税
管
区
に
は
︑
ス
ワ
ソ
ン
と
ラ
ン
に
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
が
︑
ラ
ン
の
そ
れ
は
一
七
八
〇
年
代
初
め

に
ス
ワ
ソ
ン
に
合
併
さ
れ
た
︒
ス
ワ
ソ
ン
の
古
び
た
安
宿
が
改
造
さ
れ
て
︑
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
︒
し
か
し
そ
の
衛
生
状
態
は
劣
悪

で
︑﹁
不
潔
で
臭
気
に
満
ち
て
お
り
︑
ど
ん
な
鈍
感
な
人
間
を
も
怖
気
づ
か
せ
る
程
だ
っ
た
﹂と
い
う
︒
ま
た
狭
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

収
容
能
力
は
一
六
〇
人
程
だ
っ
た︶29
︵

︒
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分
類
は
資
料
が
あ
る
︒
分
類
基
準
が
一
元
的
で
は
な
い
の
だ
が
︑
次
に
紹
介
す
る
︒﹇B

arichard, p.26

﹈

①
　﹁
乞
食
・
流
民
﹂
は
男
三
七
四
人
︑
女
七
〇
人
︑
計
四
四
四
人
で
全
体
の
二
一
％
を
占
め
る
︒
圧
倒
的
に
男
が
多
く
︑
し
か

も
年
齢
で
は
四
〇
歳
以
下
が
五
四
％
を
占
め
る
︒
そ
の
デ
ポ
滞
在
期
間
は
四
か
月
以
下
と
長
く
は
な
い
︒
青
壮
年
の
男
性
が
多
い
事

実
と
併
せ
る
と
︑
い
わ
ゆ
る
単
純
乞
食
が
多
い
と
思
わ
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
デ
ポ
本
来
の
目
的
か
ら
み
れ
ば
︑
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
収

容
者
は
想
定
よ
り
は
か
な
り
少
な
い
と
云
え
る
︒

②
　
そ
の
反
面
︑
精
神
障
碍
者
・
て
ん
か
ん
患
者
・
そ
の
合
併
症
患
者
な
ど
︑﹁
広
義
の
精
神
障
碍
者
﹂
が
︑
男
二
二
二
人
︑
女

一
六
五
人
︑
計
三
八
七
人
︑
一
九
％
と
際
立
っ
て
多
い
︒
彼
ら
は
︑
家
族
や
親
族
︑
時
に
は
近
隣
住
民
が
願
い
出
て
入
所
さ
せ
る
場

合
が
多
い
と
い
う
︒
そ
し
て
デ
ポ
入
所
期
間
も
一
年
以
上
と
概
し
て
高
く
︑
そ
の
死
亡
率
は
一
般
に
高
い
︒︵
後
述
︶

③
　
身
体
障
碍
者
は
男
一
四
七
人
︑
女
九
一
人
︑
計
二
三
七
人
︑
一
一
％
で
あ
る
︒
そ
の
死
亡
率
は
高
い
︒

④
　
さ
ま
ざ
ま
な
病
者
が
入
っ
て
い
る
︒
皮
膚
病
者
は
男
三
一
六
人
︑
女
一
八
人
︑
計
三
三
四
人
︒
男
の
皮
膚
病
患
者
が
多
い
の

は
戦
争
捕
虜
が
入
所
し
て
い
る
た
め
だ
が
︑
デ
ポ
内
に
皮
膚
病
が
蔓
延
し
て
い
る
の
も
事
実
ら
し
い
︒
性
病
患
者
も
男
五
九
人
︑
女

八
四
人
︑
計
一
四
三
人
い
る
︒
女
性
に
多
い
の
は
中
に
娼
婦
が
混
じ
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
︒
そ
の
他
の
病
者
も
男
二
一
〇
人
︑

女
一
〇
一
人
を
数
え
る
︒

⑤
　
少
数
だ
が
︑
放
蕩
者
が
男
七
人
︑
女
三
一
人
い
る
︒
ま
た
妊
婦
も
六
名
︑
そ
の
他
不
明
者
は
三
一
二
人
で
あ
る
︒

ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
デ
ポ
に
は
︑
標
的
と
し
た
乞
食
・
流
民
の
外
に
︑
こ
の
よ
う
に
多
様
な
社
会
的
弱
者
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
︒
わ
け

て
も
︑﹁
広
義
の
精
神
障
碍
者
﹂
が
︑
乞
食
・
流
民
と
同
じ
く
ら
い
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
驚
き
で
あ
る
︒﹁
狂
気
﹂
の
様
態

も
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
︑
妄
想
に
囚
わ
れ
て
ナ
イ
フ
で
隣
人
を
脅
す
者
︑
ど
ん
な
女
と
も
性
的
交
渉
が
で
き
る
と
豪
語
す
る
者
︑
全
く

乞食収容所の開設
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攻
撃
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物
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患
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︑
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障
碍
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で
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︑
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く
は
地
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共
同
体
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
た
病
者
だ
っ
た
︒
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﹈
加
え
て
て
ん
か
ん
患
者
が
精
神
障
碍
者
と
同
一
視
さ
れ
て
︑
一
緒
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
も
︑
ビ
セ
ー
ト

ル
館
や
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
と
同
じ
で
あ
る
︒

も
う
一
つ
は
性
病
患
者
の
存
在
で
︑
前
述
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
病
に
は
常
に
イ
ン
モ
ラ
ル
の
刻
印
が
捺
さ
れ
て
差
別
さ
れ
て
き

た
︒
と
り
わ
け
女
性
の
﹁
自
由
奔
放libertinage

︑
放
蕩débauche

﹂
が
︑
性
病
を
蔓
延
さ
せ
て
い
る
と
指
弾
さ
れ
て
き
た
︒
一
八

世
紀
末
に
な
る
と
こ
こ
で
も
性
病
へ
の
医
療
的
ケ
ア
が
始
ま
る
と
説
く
歴
史
家
も
い
る︶28
︵

︒

以
上
の
考
察
か
ら
は
︑
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
デ
ポ
が
︑
パ
リ
の
二
つ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
酷
似
し
て
い
る
印
象
を
う
け
る
︒

す
な
わ
ち
︑
王
権
中
枢
の
目
論
見
と
は
裏
腹
に
︑
デ
ポ
が
単
に
乞
食
・
流
民
の
閉
じ
込
め
所
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
︑
労
働
不
能
者

の
避
難
所
と
し
て
︑
さ
ら
に
精
神
障
碍
者
や
性
病
患
者
の
隔
離
施
設
と
し
て
︑
そ
し
て
あ
る
程
度
は
監
獄
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と

い
う
実
態
で
あ
る
︒
こ
の
事
実
は
︑
財
務
総
監
と
地
方
長
官
の
思
惑
を
離
れ
て
︑
デ
ポ
が
地
元
社
会
の
現
実
的
要
請
に
応
え
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
︒

⑶
　
ス
ワ
ソ
ン
乞
食
収
容
所

パ
リ
の
北
方
ス
ワ
ソ
ン
総
徴
税
管
区
に
は
︑
ス
ワ
ソ
ン
と
ラ
ン
に
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
が
︑
ラ
ン
の
そ
れ
は
一
七
八
〇
年
代
初
め

に
ス
ワ
ソ
ン
に
合
併
さ
れ
た
︒
ス
ワ
ソ
ン
の
古
び
た
安
宿
が
改
造
さ
れ
て
︑
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
︒
し
か
し
そ
の
衛
生
状
態
は
劣
悪

で
︑﹁
不
潔
で
臭
気
に
満
ち
て
お
り
︑
ど
ん
な
鈍
感
な
人
間
を
も
怖
気
づ
か
せ
る
程
だ
っ
た
﹂と
い
う
︒
ま
た
狭
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

収
容
能
力
は
一
六
〇
人
程
だ
っ
た︶29
︵

︒

成城・経済研究　第 246 号（2024 年 11 月）

─    （31）─ 92      　



一
七
八
一
年
に
ネ
ッ
ケ
ル
の
要
請
で
当
デ
ポ
の
監
督
官
に
就
任
し
た
司
祭
モ
ン
リ
ノ
は
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
ら
王
権
中
枢
の
意
図
に
反

し
て
︑
デ
ポ
の
在
り
方
を
根
本
的
に
変
革
す
る
試
み
を
始
め
た
︒
手
始
め
に
入
口
の
看
板
を
︑﹁
乞
食
収
容
所
﹂
か
ら
﹁
労
働
の
家

m
aison de travail

﹂
に
変
え
た
︒
モ
ン
リ
ノ
の
貧
民
観
や
救
済
の
構
想
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
眺
め
る
と
し
て
︑
ま
ず
は
ス
ワ
ソ

ン
乞
食
収
容
所
に
︑
ど
ん
な
人
々
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
か
を
概
観
し
た
い
︒

ス
ワ
ソ
ン
の
マ
レ
シ
ョ
セ
は
二
四
人
の
分
遣
隊
を
擁
し
て
︑
一
七
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
七
年
間
に
三
千
人
︑

年
間
平
均
四
三
〇
人
も
の
乞
食
・
流
民
を
捕
捉
し
た
︒
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
︑
モ
ン
リ
ノ
は
こ
れ
ら
デ
ポ
に
入
れ
ら
れ
た
貧
民

男
性
の
身
長
を
調
査
し
た
︒
五
ピ
エ
一
プ
ー
ス
︵
一
六
四
・
七
㎝
︶
を
越
え
た
者
は
︑
一
七
八
一
年
に
は
一
六
〇
人
中
僅
か
五
人
の
み
︑

八
二
年
に
は
四
六
〇
人
中
二
八
人
の
み
だ
っ
た
と
い
う
︒
か
れ
は
身
長
が
貧
富
格
差
を
示
す
尺
度
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
︑
こ
の
低
身

長
の
貧
民
の
盤
踞
は
︑
彼
ら
の
困
窮
の
証
で
あ
り
︑﹁
当
地
方
が
繁
栄
し
て
い
る
だ
け
に
尚
更
悲
痛
な
こ
と
だ
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 1989, p.26, 29
﹈

閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
々
は
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
大
別
で
き
る
︒

①
　
最
多
は
下
層
農
民
で
あ
る
︒
一
七
八
二
年
の
調
査
で
は
四
六
〇
人
中
三
六
〇
人
︵
七
八
％
︶︑
八
六
年
に
は
五
五
三
人
中

二
九
四
人
︵
五
三
％
︶
が
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る︶30
︵

︒
モ
ン
リ
ノ
は
﹁
地
位
も
財
産
も
な
い
日
雇
農
で
︑
仕
事
が
な
い
か
︑
個
人
的

事
情
で
食
料
を
物
乞
い
せ
ざ
る
を
得
な
い
者
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
具
体
的
に
は
︑
日
雇
農
︑
馬
方
︑
羊
飼
い
・
牧
童
︑
人
足
︑
家
事

使
用
人
な
ど
で
あ
る
︒

ス
ワ
ソ
ン
の
貧
農
層
は
仕
事
を
求
め
て
大
農
地
帯
を
放
浪
し
た
︒
五
月
後
半
の
二
週
間
ほ
ど
は
︑
あ
ざ
み
等
の
雑
草
取
り
︑
初
夏

に
は
麦
の
刈
取
り
︑
秋
に
は
ぶ
ど
う
摘
み
仕
事
が
あ
っ
た
︒
彼
ら
は
一
般
に
集
団
的
な
労
働
を
好
み
︑
納
屋
や
穀
物
倉
の
一
隅
を
借

乞食収容所の開設
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り
て
寝
る
の
を
好
ん
だ
︒
そ
こ
は
新
た
な
人
間
関
係
を
つ
く
る
何
よ
り
の
場
所
だ
っ
た
か
ら
だ
︒
そ
し
て
僅
か
な
稼
ぎ
を
冬
季
に
は

居
酒
屋
で
散
財
し
た
と
い
う
︒﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 1989, p.52

﹈
し
か
し
農
閑
期
に
は
仕
事
が
な
く
︑
や
む
を
得
ず
物
乞
い

し
て
い
る
と
こ
ろ
を
マ
レ
シ
ョ
セ
に
逮
捕
さ
れ
る
仕
儀
と
な
っ
た
︒

モ
ン
リ
ノ
は
そ
の
身
体
状
況
や
年
齢
構
成
ま
で
は
記
し
て
い
な
い
が
︑
病
弱
者
や
老
齢
者
が
含
ま
れ
て
い
た
と
み
て
間
違
い
な

い
︒
只
︑
ぶ
ど
う
栽
培
農
民
が
少
な
い
の
は
︑﹁
彼
ら
が
僅
か
で
も
土
地
を
所
有
し
て
お
り
︑
或
い
は
雇
主
の
世
話
を
受
け
た
り
︑
家

族
の
絆
が
強
く
助
け
合
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
﹂
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
︒

②
　
次
に
多
い
の
は
さ
ま
ざ
ま
職
人
と
僅
か
だ
が
行
商
人
で
あ
る
︒
モ
ン
リ
ノ
は
そ
の
詳
細
を
記
し
て
い
る
の
で
︑
煩
を
厭
わ
ず

引
用
し
て
お
く
︒︵
な
お
各
々
の
人
数
は
︑
八
二
年
調
査
と
八
六
年
で
は
異
な
る
の
で
省
く
︒︶

料
理
人
︑
肉
屋
︑
ガ
ラ
ス
職
︑
靴
屋
︑
か
つ
ら
職
︑
織
布
工
︑
パ
ン
屋
︑
帽
子
職
︑
馬
具
職
︑
仕
立
職
︑
車
大
工
︑
指
物
師
︑
樽

職
︑
石
工
︑
屋
根
葺
き
職
︑
水
夫
︑
梳
毛
工
︑
靴
下
製
造
人
︑
舗
石
工
︑
染
物
職
︑
庭
師
︑
ラ
シ
ャ
織
工
︑
蹄
鉄
工
︑
錠
前
師
︑
彫

金
師
︑
金
箔
師
︑
硝
石
製
造
人
︑
大
工
な
ど
︑
行
商
人
で
は
小
間
物
商
︑
薬
種
商
な
ど
で
あ
る︶31
︵

︒

こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
職
人
と
行
商
人
の
合
計
は
︑
八
二
年
は
二
七
人
と
少
な
か
っ
た
の
だ
が
︑
八
六
年
に
は
二
五
三
人
と
激
増
し

て
い
る
︒
そ
の
理
由
を
モ
ン
リ
ノ
は
明
示
し
て
い
な
い
︒
旅
を
生
業
と
す
る
行
商
人
は
別
と
し
て
︑
こ
れ
ら
多
種
多
様
な
職
人
は
︑

景
況
に
左
右
さ
れ
て
失
業
・
失
職
し
︑
仕
事
を
求
め
て
彷
徨
う
人
々
だ
っ
た
︒
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
代
表
的
な
工
業
た
る
毛
織
物

業
は
競
争
が
激
し
く
︑
一
七
八
〇
年
代
半
ば
に
は
︑
こ
の
地
方
の
梳
毛
工
や
織
布
工
が
大
量
に
失
業
し
た
︒

も
う
一
つ
︑
当
デ
ポ
に
固
有
の
事
情
も
あ
る
︒
一
七
八
四
年
と
八
五
年
に
︑
パ
リ
の
サ
ン
・
ド
ニ
の
デ
ポ
か
ら
七
〇
四
人
の
乞
食

が
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
に
移
送
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
移
送
貧
民
の
五
分
の
四
は
︑
己
の
才
で
生
き
よ
う
と
パ
リ
に
上
京
し
た
商
工
業
の
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一
七
八
一
年
に
ネ
ッ
ケ
ル
の
要
請
で
当
デ
ポ
の
監
督
官
に
就
任
し
た
司
祭
モ
ン
リ
ノ
は
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
ら
王
権
中
枢
の
意
図
に
反

し
て
︑
デ
ポ
の
在
り
方
を
根
本
的
に
変
革
す
る
試
み
を
始
め
た
︒
手
始
め
に
入
口
の
看
板
を
︑﹁
乞
食
収
容
所
﹂
か
ら
﹁
労
働
の
家

m
aison de travail

﹂
に
変
え
た
︒
モ
ン
リ
ノ
の
貧
民
観
や
救
済
の
構
想
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
眺
め
る
と
し
て
︑
ま
ず
は
ス
ワ
ソ

ン
乞
食
収
容
所
に
︑
ど
ん
な
人
々
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
か
を
概
観
し
た
い
︒

ス
ワ
ソ
ン
の
マ
レ
シ
ョ
セ
は
二
四
人
の
分
遣
隊
を
擁
し
て
︑
一
七
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
七
年
間
に
三
千
人
︑

年
間
平
均
四
三
〇
人
も
の
乞
食
・
流
民
を
捕
捉
し
た
︒
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
︑
モ
ン
リ
ノ
は
こ
れ
ら
デ
ポ
に
入
れ
ら
れ
た
貧
民

男
性
の
身
長
を
調
査
し
た
︒
五
ピ
エ
一
プ
ー
ス
︵
一
六
四
・
七
㎝
︶
を
越
え
た
者
は
︑
一
七
八
一
年
に
は
一
六
〇
人
中
僅
か
五
人
の
み
︑

八
二
年
に
は
四
六
〇
人
中
二
八
人
の
み
だ
っ
た
と
い
う
︒
か
れ
は
身
長
が
貧
富
格
差
を
示
す
尺
度
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
︑
こ
の
低
身

長
の
貧
民
の
盤
踞
は
︑
彼
ら
の
困
窮
の
証
で
あ
り
︑﹁
当
地
方
が
繁
栄
し
て
い
る
だ
け
に
尚
更
悲
痛
な
こ
と
だ
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 1989, p.26, 29

﹈

閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
々
は
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
大
別
で
き
る
︒

①
　
最
多
は
下
層
農
民
で
あ
る
︒
一
七
八
二
年
の
調
査
で
は
四
六
〇
人
中
三
六
〇
人
︵
七
八
％
︶︑
八
六
年
に
は
五
五
三
人
中

二
九
四
人
︵
五
三
％
︶
が
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る︶30
︵

︒
モ
ン
リ
ノ
は
﹁
地
位
も
財
産
も
な
い
日
雇
農
で
︑
仕
事
が
な
い
か
︑
個
人
的

事
情
で
食
料
を
物
乞
い
せ
ざ
る
を
得
な
い
者
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
具
体
的
に
は
︑
日
雇
農
︑
馬
方
︑
羊
飼
い
・
牧
童
︑
人
足
︑
家
事

使
用
人
な
ど
で
あ
る
︒

ス
ワ
ソ
ン
の
貧
農
層
は
仕
事
を
求
め
て
大
農
地
帯
を
放
浪
し
た
︒
五
月
後
半
の
二
週
間
ほ
ど
は
︑
あ
ざ
み
等
の
雑
草
取
り
︑
初
夏

に
は
麦
の
刈
取
り
︑
秋
に
は
ぶ
ど
う
摘
み
仕
事
が
あ
っ
た
︒
彼
ら
は
一
般
に
集
団
的
な
労
働
を
好
み
︑
納
屋
や
穀
物
倉
の
一
隅
を
借

乞食収容所の開設

─    （32）─

り
て
寝
る
の
を
好
ん
だ
︒
そ
こ
は
新
た
な
人
間
関
係
を
つ
く
る
何
よ
り
の
場
所
だ
っ
た
か
ら
だ
︒
そ
し
て
僅
か
な
稼
ぎ
を
冬
季
に
は

居
酒
屋
で
散
財
し
た
と
い
う
︒﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 1989, p.52

﹈
し
か
し
農
閑
期
に
は
仕
事
が
な
く
︑
や
む
を
得
ず
物
乞
い

し
て
い
る
と
こ
ろ
を
マ
レ
シ
ョ
セ
に
逮
捕
さ
れ
る
仕
儀
と
な
っ
た
︒

モ
ン
リ
ノ
は
そ
の
身
体
状
況
や
年
齢
構
成
ま
で
は
記
し
て
い
な
い
が
︑
病
弱
者
や
老
齢
者
が
含
ま
れ
て
い
た
と
み
て
間
違
い
な

い
︒
只
︑
ぶ
ど
う
栽
培
農
民
が
少
な
い
の
は
︑﹁
彼
ら
が
僅
か
で
も
土
地
を
所
有
し
て
お
り
︑
或
い
は
雇
主
の
世
話
を
受
け
た
り
︑
家

族
の
絆
が
強
く
助
け
合
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
﹂
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
︒

②
　
次
に
多
い
の
は
さ
ま
ざ
ま
職
人
と
僅
か
だ
が
行
商
人
で
あ
る
︒
モ
ン
リ
ノ
は
そ
の
詳
細
を
記
し
て
い
る
の
で
︑
煩
を
厭
わ
ず

引
用
し
て
お
く
︒︵
な
お
各
々
の
人
数
は
︑
八
二
年
調
査
と
八
六
年
で
は
異
な
る
の
で
省
く
︒︶

料
理
人
︑
肉
屋
︑
ガ
ラ
ス
職
︑
靴
屋
︑
か
つ
ら
職
︑
織
布
工
︑
パ
ン
屋
︑
帽
子
職
︑
馬
具
職
︑
仕
立
職
︑
車
大
工
︑
指
物
師
︑
樽

職
︑
石
工
︑
屋
根
葺
き
職
︑
水
夫
︑
梳
毛
工
︑
靴
下
製
造
人
︑
舗
石
工
︑
染
物
職
︑
庭
師
︑
ラ
シ
ャ
織
工
︑
蹄
鉄
工
︑
錠
前
師
︑
彫

金
師
︑
金
箔
師
︑
硝
石
製
造
人
︑
大
工
な
ど
︑
行
商
人
で
は
小
間
物
商
︑
薬
種
商
な
ど
で
あ
る︶31
︵

︒

こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
職
人
と
行
商
人
の
合
計
は
︑
八
二
年
は
二
七
人
と
少
な
か
っ
た
の
だ
が
︑
八
六
年
に
は
二
五
三
人
と
激
増
し

て
い
る
︒
そ
の
理
由
を
モ
ン
リ
ノ
は
明
示
し
て
い
な
い
︒
旅
を
生
業
と
す
る
行
商
人
は
別
と
し
て
︑
こ
れ
ら
多
種
多
様
な
職
人
は
︑

景
況
に
左
右
さ
れ
て
失
業
・
失
職
し
︑
仕
事
を
求
め
て
彷
徨
う
人
々
だ
っ
た
︒
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
代
表
的
な
工
業
た
る
毛
織
物

業
は
競
争
が
激
し
く
︑
一
七
八
〇
年
代
半
ば
に
は
︑
こ
の
地
方
の
梳
毛
工
や
織
布
工
が
大
量
に
失
業
し
た
︒

も
う
一
つ
︑
当
デ
ポ
に
固
有
の
事
情
も
あ
る
︒
一
七
八
四
年
と
八
五
年
に
︑
パ
リ
の
サ
ン
・
ド
ニ
の
デ
ポ
か
ら
七
〇
四
人
の
乞
食

が
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
に
移
送
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
移
送
貧
民
の
五
分
の
四
は
︑
己
の
才
で
生
き
よ
う
と
パ
リ
に
上
京
し
た
商
工
業
の
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従
事
者
だ
っ
た
と
い
う
︒﹇A

dam
s, 1990, p.210

﹈
右
に
見
た
職
人
の
増
加
は
︑
あ
る
程
度
は
こ
れ
ら
パ
リ
か
ら
移
送
さ
れ
た
職
人

か
も
し
れ
な
い
︒

③
　
最
後
に
︑
モ
ン
リ
ノ
が
﹁
社
会
に
と
っ
て
危
険
﹂
と
見
な
す
人
々
で
あ
る
︒
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
は
︑
一
七
八
二
年
に
は
流
民
︑

職
業
乞
食
︑﹁
烙
印
を
捺
さ
れ
た
前
科
者
﹂
の
三
つ
で
計
七
四
人
だ
っ
た
が
︑
八
六
年
に
は
こ
の
三
者
は
︑
八
〇
人
と
変
り
は
な
い
の

だ
が
︑
新
た
な
要
素
が
加
わ
り
人
数
が
大
幅
に
増
え
た
︒
す
な
わ
ち
︑
精
神
障
碍
者
︑
男
二
三
人
︑
女
二
四
人
︑
娼
婦
二
四
人
︑
性

病
患
者
八
人
︑
妊
娠
中
の
娘
一
二
人
︑
脱
走
兵
二
三
人
︑
遍
歴
す
る
夫
婦
者
一
四
人
︑
計
二
〇
八
人
で
あ
る
︒

モ
ン
リ
ノ
は
︑
こ
れ
と
は
別
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
女
性
の
状
況
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
︒
一
七
八
二
年
に
は
そ
の
数
三
四
〇

人
︑
う
ち
最
多
は
寡
婦
で
二
〇
〇
人
だ
っ
た
︒
彼
女
ら
は
日
雇
農
な
ど
下
層
農
民
の
妻
だ
っ
た
が
夫
に
先
立
た
れ
た
り
︑
捨
て
ら
れ

た
り
し
て
︑
路
頭
に
迷
っ
て
物
乞
い
生
活
を
し
て
い
た
︒
多
く
は
一
四
歳
以
下
の
子
ど
も
連
れ
だ
っ
た
と
い
う
︒
次
い
で
多
い
の
は

娼
婦
で
五
〇
人
を
占
め
る
︒
彼
女
ら
は
管
内
に
あ
る
軍
の
駐
屯
地
か
ら
連
れ
て
来
ら
れ
た
者
で
︑
一
七
人
が
性
病
に
罹
患
し
て
い

た
︒
さ
ら
に
右
の
記
述
と
重
複
す
る
が
︑
精
神
障
碍
者
が
二
〇
人
ほ
ど
い
た
︒

モ
ン
リ
ノ
に
よ
れ
ば
︑
娼
婦
は
ど
ん
底
の
放
蕩
生
活
の
結
果
︑
甚
だ
し
く
モ
ラ
ル
喪
失
し
て
い
た
︒
気
ま
ぐ
れ
で
︑
何
も
の
に
も

無
頓
着
で
︑
絶
え
ず
口
論
し
て
い
る
︑
作
業
の
た
め
に
仲
間
内
か
ら
頭
を
選
ば
せ
よ
う
と
し
て
も
︑
容
易
に
選
べ
な
い
︑
ま
た
選
ん

で
も
他
の
者
た
ち
は
︑
そ
の
指
示
に
従
お
う
と
し
な
い
︑
男
は
四
人
分
の
大
皿
で
食
事
で
き
る
が
︑
女
に
は
通
用
し
な
い
︑
大
部
屋

に
一
緒
に
入
れ
る
の
も
不
都
合
が
多
い
と
い
う
︒
さ
ら
に
精
神
障
碍
者
の
扱
い
に
も
苦
慮
し
て
い
る
と
こ
ぼ
す
︒
と
い
う
の
は
︑
食

事
も
他
の
収
容
者
と
違
う
し
︑
仕
事
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
と
云
い
︑
家
族
や
領
主
︑
共
同
体
が
月
額
七
二
リ
ー
ヴ
ル

の
寄
宿
料
を
払
わ
な
け
れ
ば
︑
受
け
入
れ
を
拒
否
す
べ
き
だ
と
云
う
︒﹇Thuillier
︵M

ontlinot

︶, 1989, pp.30, 43

﹈

乞食収容所の開設
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モ
ン
リ
ノ
が
精
神
障
碍
者
︑
娼
婦
や
未
婚
の
母
な
ど
を
危
険
視
す
る
の
は
︑
今
日
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
首
肯
で
き
な
い
が
︑
時
代

の
思
潮
を
反
映
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
さ
ら
に
云
え
ば
︑
か
れ
の
構
想
で
あ
る
﹁
労
働
の
家
﹂
に
と
っ
て
︑
そ
れ
が
厄
介
な

存
在
で
あ
っ
た
の
は
確
か
だ
っ
た
︒
だ
が
現
実
に
は
か
れ
の
思
惑
と
は
別
に
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
も
ま
た
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
デ
ポ
と
同

じ
く
︑
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
不
能
貧
民
や
心
身
障
碍
者
︑
性
病
患
者
の
受
け
入
れ
施
設
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い︶32
︵

︒
こ
れ
は
王

権
中
枢
が
何
と
し
て
も
回
避
し
よ
う
と
し
た
︑
デ
ポ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
化
だ
っ
た︶33
︵

︒
そ
れ
で
も
︑
モ
ン
リ
ノ
は
︑
農
民
や

職
人
に
労
働
を
通
じ
て
社
会
復
帰
さ
せ
よ
う
と
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
を
﹁
労
働
の
家
﹂
に
変
え
よ
う
と
し
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
節

を
改
め
て
論
ず
る
︒

最
後
に
ノ
ー
ル
の
デ
ポ
収
容
者
に
つ
い
て
補
足
的
に
述
べ
よ
う
︒
こ
の
州
に
は
前
述
の
よ
う
に
︑
ダ
ン
ケ
ル
ク
︑
リ
ー
ル
︑
ヴ
ァ

ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
の
三
都
市
に
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
︑
革
命
時
ま
で
リ
ー
ル
と
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
の
デ
ポ
が
稼
働
し
た
︒
残
念
な
が
ら

モ
ノ
グ
ラ
フ
が
な
い
の
で
収
容
者
に
つ
い
て
の
情
報
は
不
足
し
て
い
る
が
︑
リ
ー
ル
の
デ
ポ
で
は
男
女
半
々
で
︑
そ
の
平
均
年
齢
は

二
八
歳
と
若
い
︒
し
か
も
女
性
収
容
者
の
七
〇
％
が
一
五
歳
か
ら
二
〇
歳
ま
で
の
娘
で
あ
り
︑
大
部
分
が
﹁
放
蕩
者libertines

﹂
だ

と
い
う
︒
こ
の
語
は
当
時
の
文
脈
で
は
娼
婦
を
指
し
て
い
る
︒

ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
は
交
通
の
要
衝
だ
っ
た
た
め
に
︑
よ
そ
者
貧
民
が
群
れ
を
な
し
て
こ
の
町
に
パ
ン
と
仕
事
を
求
め
て
流
入
し

た
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
デ
ポ
の
収
容
者
で
は
乞
食
と
流
民
が
最
も
多
い
の
だ
が
︑
注
目
す
べ
き
は
こ
こ
で
も
﹁
悪
い
生
活
の
女
﹂
や

放
蕩
女
性
︑
つ
ま
り
娼
婦
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
る︶34
︵

︒
軍
隊
が
ダ
ン
ケ
ル
ク
と
リ
ー
ル
に
駐
屯
し
て
い
た
か
ら
︑
彼
女
ら
は
そ
こ
の
兵

隊
の
性
的
欲
求
に
応
え
て
生
活
の
資
を
稼
い
で
い
た
︒
そ
し
て
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
で
は
な
く
︑
軍
隊
の
将
校
や
参
謀
部
に
よ
り
逮
捕
さ

れ
て
デ
ポ
に
入
れ
ら
れ
た
︒
予
想
通
り
そ
の
多
く
が
性
病
に
罹
患
し
て
い
た
た
め
︑
こ
の
デ
ポ
に
陸
軍
医
が
出
向
い
て
彼
女
ら
を
診
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従
事
者
だ
っ
た
と
い
う
︒﹇A

dam
s, 1990, p.210

﹈
右
に
見
た
職
人
の
増
加
は
︑
あ
る
程
度
は
こ
れ
ら
パ
リ
か
ら
移
送
さ
れ
た
職
人

か
も
し
れ
な
い
︒

③
　
最
後
に
︑
モ
ン
リ
ノ
が
﹁
社
会
に
と
っ
て
危
険
﹂
と
見
な
す
人
々
で
あ
る
︒
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
は
︑
一
七
八
二
年
に
は
流
民
︑

職
業
乞
食
︑﹁
烙
印
を
捺
さ
れ
た
前
科
者
﹂
の
三
つ
で
計
七
四
人
だ
っ
た
が
︑
八
六
年
に
は
こ
の
三
者
は
︑
八
〇
人
と
変
り
は
な
い
の

だ
が
︑
新
た
な
要
素
が
加
わ
り
人
数
が
大
幅
に
増
え
た
︒
す
な
わ
ち
︑
精
神
障
碍
者
︑
男
二
三
人
︑
女
二
四
人
︑
娼
婦
二
四
人
︑
性

病
患
者
八
人
︑
妊
娠
中
の
娘
一
二
人
︑
脱
走
兵
二
三
人
︑
遍
歴
す
る
夫
婦
者
一
四
人
︑
計
二
〇
八
人
で
あ
る
︒

モ
ン
リ
ノ
は
︑
こ
れ
と
は
別
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
女
性
の
状
況
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
︒
一
七
八
二
年
に
は
そ
の
数
三
四
〇

人
︑
う
ち
最
多
は
寡
婦
で
二
〇
〇
人
だ
っ
た
︒
彼
女
ら
は
日
雇
農
な
ど
下
層
農
民
の
妻
だ
っ
た
が
夫
に
先
立
た
れ
た
り
︑
捨
て
ら
れ

た
り
し
て
︑
路
頭
に
迷
っ
て
物
乞
い
生
活
を
し
て
い
た
︒
多
く
は
一
四
歳
以
下
の
子
ど
も
連
れ
だ
っ
た
と
い
う
︒
次
い
で
多
い
の
は

娼
婦
で
五
〇
人
を
占
め
る
︒
彼
女
ら
は
管
内
に
あ
る
軍
の
駐
屯
地
か
ら
連
れ
て
来
ら
れ
た
者
で
︑
一
七
人
が
性
病
に
罹
患
し
て
い

た
︒
さ
ら
に
右
の
記
述
と
重
複
す
る
が
︑
精
神
障
碍
者
が
二
〇
人
ほ
ど
い
た
︒

モ
ン
リ
ノ
に
よ
れ
ば
︑
娼
婦
は
ど
ん
底
の
放
蕩
生
活
の
結
果
︑
甚
だ
し
く
モ
ラ
ル
喪
失
し
て
い
た
︒
気
ま
ぐ
れ
で
︑
何
も
の
に
も

無
頓
着
で
︑
絶
え
ず
口
論
し
て
い
る
︑
作
業
の
た
め
に
仲
間
内
か
ら
頭
を
選
ば
せ
よ
う
と
し
て
も
︑
容
易
に
選
べ
な
い
︑
ま
た
選
ん

で
も
他
の
者
た
ち
は
︑
そ
の
指
示
に
従
お
う
と
し
な
い
︑
男
は
四
人
分
の
大
皿
で
食
事
で
き
る
が
︑
女
に
は
通
用
し
な
い
︑
大
部
屋

に
一
緒
に
入
れ
る
の
も
不
都
合
が
多
い
と
い
う
︒
さ
ら
に
精
神
障
碍
者
の
扱
い
に
も
苦
慮
し
て
い
る
と
こ
ぼ
す
︒
と
い
う
の
は
︑
食

事
も
他
の
収
容
者
と
違
う
し
︑
仕
事
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
と
云
い
︑
家
族
や
領
主
︑
共
同
体
が
月
額
七
二
リ
ー
ヴ
ル

の
寄
宿
料
を
払
わ
な
け
れ
ば
︑
受
け
入
れ
を
拒
否
す
べ
き
だ
と
云
う
︒﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 1989, pp.30, 43

﹈

乞食収容所の開設
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モ
ン
リ
ノ
が
精
神
障
碍
者
︑
娼
婦
や
未
婚
の
母
な
ど
を
危
険
視
す
る
の
は
︑
今
日
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
首
肯
で
き
な
い
が
︑
時
代

の
思
潮
を
反
映
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
さ
ら
に
云
え
ば
︑
か
れ
の
構
想
で
あ
る
﹁
労
働
の
家
﹂
に
と
っ
て
︑
そ
れ
が
厄
介
な

存
在
で
あ
っ
た
の
は
確
か
だ
っ
た
︒
だ
が
現
実
に
は
か
れ
の
思
惑
と
は
別
に
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
も
ま
た
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
デ
ポ
と
同

じ
く
︑
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
不
能
貧
民
や
心
身
障
碍
者
︑
性
病
患
者
の
受
け
入
れ
施
設
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い︶32
︵

︒
こ
れ
は
王

権
中
枢
が
何
と
し
て
も
回
避
し
よ
う
と
し
た
︑
デ
ポ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
化
だ
っ
た︶33
︵

︒
そ
れ
で
も
︑
モ
ン
リ
ノ
は
︑
農
民
や

職
人
に
労
働
を
通
じ
て
社
会
復
帰
さ
せ
よ
う
と
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
を
﹁
労
働
の
家
﹂
に
変
え
よ
う
と
し
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
節

を
改
め
て
論
ず
る
︒

最
後
に
ノ
ー
ル
の
デ
ポ
収
容
者
に
つ
い
て
補
足
的
に
述
べ
よ
う
︒
こ
の
州
に
は
前
述
の
よ
う
に
︑
ダ
ン
ケ
ル
ク
︑
リ
ー
ル
︑
ヴ
ァ

ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
の
三
都
市
に
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
︑
革
命
時
ま
で
リ
ー
ル
と
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
の
デ
ポ
が
稼
働
し
た
︒
残
念
な
が
ら

モ
ノ
グ
ラ
フ
が
な
い
の
で
収
容
者
に
つ
い
て
の
情
報
は
不
足
し
て
い
る
が
︑
リ
ー
ル
の
デ
ポ
で
は
男
女
半
々
で
︑
そ
の
平
均
年
齢
は

二
八
歳
と
若
い
︒
し
か
も
女
性
収
容
者
の
七
〇
％
が
一
五
歳
か
ら
二
〇
歳
ま
で
の
娘
で
あ
り
︑
大
部
分
が
﹁
放
蕩
者libertines

﹂
だ

と
い
う
︒
こ
の
語
は
当
時
の
文
脈
で
は
娼
婦
を
指
し
て
い
る
︒

ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
は
交
通
の
要
衝
だ
っ
た
た
め
に
︑
よ
そ
者
貧
民
が
群
れ
を
な
し
て
こ
の
町
に
パ
ン
と
仕
事
を
求
め
て
流
入
し

た
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
デ
ポ
の
収
容
者
で
は
乞
食
と
流
民
が
最
も
多
い
の
だ
が
︑
注
目
す
べ
き
は
こ
こ
で
も
﹁
悪
い
生
活
の
女
﹂
や

放
蕩
女
性
︑
つ
ま
り
娼
婦
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
る︶34
︵

︒
軍
隊
が
ダ
ン
ケ
ル
ク
と
リ
ー
ル
に
駐
屯
し
て
い
た
か
ら
︑
彼
女
ら
は
そ
こ
の
兵

隊
の
性
的
欲
求
に
応
え
て
生
活
の
資
を
稼
い
で
い
た
︒
そ
し
て
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
で
は
な
く
︑
軍
隊
の
将
校
や
参
謀
部
に
よ
り
逮
捕
さ

れ
て
デ
ポ
に
入
れ
ら
れ
た
︒
予
想
通
り
そ
の
多
く
が
性
病
に
罹
患
し
て
い
た
た
め
︑
こ
の
デ
ポ
に
陸
軍
医
が
出
向
い
て
彼
女
ら
を
診
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察
し
︑
性
病
の
治
療
を
施
し
た
と
い
う︶35
︵

︒

ノ
ー
ル
の
デ
ポ
は
こ
の
よ
う
に
若
者
が
優
勢
で
あ
り
︑
さ
ら
に
軍
隊
の
駐
屯
地
の
た
め
兵
隊
の
性
的
欲
求
に
応
え
る
娼
婦
の
存
在

が
際
立
っ
て
い
た
︒
こ
れ
は
他
の
デ
ポ
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
こ
の
地
方
の
特
徴
で
あ
り
︑
こ
の
地
の
貧
窮
の
底
の
深
さ
を
明
示
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る︶36
︵

︒

デ
ポ
内
死
亡

次
に
多
発
し
た
デ
ポ
内
死
亡
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒
先
に
掲
げ
た
表
１
に
示
し
た
よ
う
に
︑
ど
こ
の
デ
ポ
で
も
平
均
五
人
に
一

人
が
所
内
で
死
亡
し
て
い
た
︒
も
ち
ろ
ん
死
亡
原
因
に
つ
い
て
公
式
の
調
査
も
医
師
の
所
見
も
な
い
︒
ほ
と
ん
ど
の
デ
ポ
に
は
内
科

医
も
外
科
医
も
常
駐
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
幾
つ
か
の
原
因
は
考
え
ら
れ
る
︒

一
つ
は
デ
ポ
の
生
活
環
境
の
劣
悪
さ
で
あ
る
︒
普
通
は
壮
健
な
貧
民
も
病
弱
な
貧
民
も
大
部
屋
に
︑
区
別
な
く
ぎ
っ
し
り
と
押
し

込
め
ら
れ
て
い
た
︒
ま
さ
に
﹁
味
噌
も
糞
も
一
緒
﹂
の
状
態
で
あ
っ
た
︒
二
m
四
方
の
ベ
ッ
ド
に
四
人
同
衾
が
常
態
だ
っ
た
し
︑
汗

牛
充
棟
の
部
屋
の
空
気
は
臭
く
淀
ん
で
い
た
︒
ア
ン
ジ
ェ
の
デ
ポ
収
容
者
が
ベ
ル
テ
ィ
エ
に
送
っ
た
手
紙
は
︑
そ
の
惨
状
を
次
の
よ

う
に
訴
え
て
い
た
︒

﹁
収
容
者
は
眠
れ
な
い
程
に
蚤
や
シ
ラ
ミ
に
食
わ
れ
て
い
る
︒
ひ
ど
く
狭
い
所
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
︑
互
い
に
折
り
重
な
る
よ
う

に
寝
て
い
る
︒
伝
染
病
が
流
行
る
よ
う
な
臭
い
空
気
を
呼
吸
し
て
い
る
︒
困
窮
と
疫
病
の
せ
い
で
多
く
が
命
を
落
と
し
て
い
る
︒
死

に
そ
う
に
な
っ
た
時
し
か
︑
オ
テ
ル
・
デ
ュ
に
運
ん
で
く
れ
な
い
︒﹂
と
︒﹇A

dam
s, 1976, p.60

﹈

ま
た
︑
ト
ゥ
ー
ル
の
デ
ポ
を
査
察
し
た
高
名
な
医
師
は
︑
そ
の
悲
惨
な
状
況
を
次
の
よ
う
に
記
し
た
︒
部
屋
は
薄
暗
く
湿
気
も
多

乞食収容所の開設

─    （36）─

い
の
で
︑
壁
は
い
つ
も
湿
っ
て
い
た
︒
食
事
は
一
・
五
ポ
ン
ド
の
パ
ン
︑
塩
ゆ
で
野
菜
︑
飲
み
物
は
水
だ
け
︑
収
容
者
ら
は
動
作
が

鈍
く
︑
怠
惰
で
︑
不
潔
で
︑
病
気
が
ち
だ
︒
貧
弱
な
食
事
︑
窒
息
し
そ
う
な
空
気
︑
不
衛
生
な
環
境
に
よ
り
︑
赤
痢
︑
胆
汁
過
多
の

病
気
︑
喘
息
な
ど
の
呼
吸
器
疾
患
が
流
行
っ
て
い
る
︒﹁
現
在
入
所
し
て
い
る
四
五
〇
人
の
う
ち
︑
半
分
以
上
が
死
に
か
け
て
い
る
︒﹂

﹇A
dam

s, 1990, p

︶
37
︵.96

﹈

質
量
と
も
に
最
低
水
準
の
食
事
︑
不
衛
生
極
ま
る
居
住
環
境
︑
ま
る
で
農
奴
並
み
の
処
遇
︑
こ
れ
が
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
や
ベ
ル
テ
ィ

エ
が
云
う
︑﹁
デ
ポ
収
容
者
は
王
国
の
兵
士
以
下
の
処
遇
に
す
べ
し
﹂
の
実
態
で
あ
っ
た
︒
客
観
的
に
見
て
も
︑
デ
ポ
の
居
住
環
境
は

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
も
劣
っ
て
い
た︶38
︵

︒
こ
れ
が
デ
ポ
内
死
亡
の
主
た
る
要
因
に
違
い
な
い
︒

第
二
の
死
亡
原
因
と
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
逮
捕
者
の
デ
ポ
へ
の
長
距
離
移
送
で
あ
る
︒
デ
ポ
数
が
半
減
し
︑
一
七
七
〇
年
代
後
半

に
﹁
一
総
徴
税
管
区
一
デ
ポ
﹂
体
制
が
確
立
す
る
と
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
が
逮
捕
し
た
乞
食
・
流
民
を
︑
地
方
長
官
府
の
デ
ポ
ま
で
移
送

す
る
必
要
が
生
じ
た
︒
大
概
は
︑
逮
捕
者
を
マ
レ
シ
ョ
セ
の
留
置
場
か
︑
最
寄
り
の
国
王
裁
判
所
の
牢
獄
に
留
置
し
て
お
き
︑
一
定

数
ま
と
ま
る
と
無
蓋
の
馬
車
に
載
せ
て
護
送
し
た
︒
辺
鄙
な
農
村
で
捕
捉
さ
れ
た
場
合
な
ど
︑
そ
の
移
動
距
離
は
恐
ろ
し
く
長
か
っ

た
︒
例
え
ば
︑
ト
ゥ
ル
ー
ズ
か
ら
モ
ン
ペ
リ
エ
の
デ
ポ
ま
で
凡
そ
二
四
〇
㎞
も
の
距
離
が
あ
り
︑
途
中
安
宿
に
寝
泊
ま
り
し
な
が

ら
︑
何
日
も
か
け
て
護
送
し
た
の
で
あ
る︶39
︵

︒

ま
た
デ
ポ
間
の
移
送
も
頻
繫
に
行
わ
れ
た
︒
先
述
し
た
が
パ
リ
の
サ
ン
・
ド
ニ
の
デ
ポ
か
ら
は
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
に
か
な
り
の

収
容
者
が
移
送
さ
れ
た
︒
パ
リ
総
徴
税
管
区
に
は
︑
サ
ン
リ
ス
や
ポ
ン
ト
ワ
ー
ズ
な
ど
︑
当
初
は
六
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
が
︑
悉
く

閉
鎖
さ
れ
︑
サ
ン
・
ド
ニ
の
デ
ポ
の
み
が
残
さ
れ
た
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
デ
ポ
は
直
に
満
杯
状
態
に
な
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
デ
ポ

の
管
轄
者
で
も
あ
る
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
に
受
け
容
れ
余
地
が
あ
る
と
判
断
し
て
︑
モ
ン
リ
ノ
の
反
対
に
も
か
か
わ
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察
し
︑
性
病
の
治
療
を
施
し
た
と
い
う︶35
︵

︒

ノ
ー
ル
の
デ
ポ
は
こ
の
よ
う
に
若
者
が
優
勢
で
あ
り
︑
さ
ら
に
軍
隊
の
駐
屯
地
の
た
め
兵
隊
の
性
的
欲
求
に
応
え
る
娼
婦
の
存
在

が
際
立
っ
て
い
た
︒
こ
れ
は
他
の
デ
ポ
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
こ
の
地
方
の
特
徴
で
あ
り
︑
こ
の
地
の
貧
窮
の
底
の
深
さ
を
明
示
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る︶36
︵

︒

デ
ポ
内
死
亡

次
に
多
発
し
た
デ
ポ
内
死
亡
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒
先
に
掲
げ
た
表
１
に
示
し
た
よ
う
に
︑
ど
こ
の
デ
ポ
で
も
平
均
五
人
に
一

人
が
所
内
で
死
亡
し
て
い
た
︒
も
ち
ろ
ん
死
亡
原
因
に
つ
い
て
公
式
の
調
査
も
医
師
の
所
見
も
な
い
︒
ほ
と
ん
ど
の
デ
ポ
に
は
内
科

医
も
外
科
医
も
常
駐
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
幾
つ
か
の
原
因
は
考
え
ら
れ
る
︒

一
つ
は
デ
ポ
の
生
活
環
境
の
劣
悪
さ
で
あ
る
︒
普
通
は
壮
健
な
貧
民
も
病
弱
な
貧
民
も
大
部
屋
に
︑
区
別
な
く
ぎ
っ
し
り
と
押
し

込
め
ら
れ
て
い
た
︒
ま
さ
に
﹁
味
噌
も
糞
も
一
緒
﹂
の
状
態
で
あ
っ
た
︒
二
m
四
方
の
ベ
ッ
ド
に
四
人
同
衾
が
常
態
だ
っ
た
し
︑
汗

牛
充
棟
の
部
屋
の
空
気
は
臭
く
淀
ん
で
い
た
︒
ア
ン
ジ
ェ
の
デ
ポ
収
容
者
が
ベ
ル
テ
ィ
エ
に
送
っ
た
手
紙
は
︑
そ
の
惨
状
を
次
の
よ

う
に
訴
え
て
い
た
︒

﹁
収
容
者
は
眠
れ
な
い
程
に
蚤
や
シ
ラ
ミ
に
食
わ
れ
て
い
る
︒
ひ
ど
く
狭
い
所
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
︑
互
い
に
折
り
重
な
る
よ
う

に
寝
て
い
る
︒
伝
染
病
が
流
行
る
よ
う
な
臭
い
空
気
を
呼
吸
し
て
い
る
︒
困
窮
と
疫
病
の
せ
い
で
多
く
が
命
を
落
と
し
て
い
る
︒
死

に
そ
う
に
な
っ
た
時
し
か
︑
オ
テ
ル
・
デ
ュ
に
運
ん
で
く
れ
な
い
︒﹂
と
︒﹇A

dam
s, 1976, p.60

﹈

ま
た
︑
ト
ゥ
ー
ル
の
デ
ポ
を
査
察
し
た
高
名
な
医
師
は
︑
そ
の
悲
惨
な
状
況
を
次
の
よ
う
に
記
し
た
︒
部
屋
は
薄
暗
く
湿
気
も
多

乞食収容所の開設

─    （36）─

い
の
で
︑
壁
は
い
つ
も
湿
っ
て
い
た
︒
食
事
は
一
・
五
ポ
ン
ド
の
パ
ン
︑
塩
ゆ
で
野
菜
︑
飲
み
物
は
水
だ
け
︑
収
容
者
ら
は
動
作
が

鈍
く
︑
怠
惰
で
︑
不
潔
で
︑
病
気
が
ち
だ
︒
貧
弱
な
食
事
︑
窒
息
し
そ
う
な
空
気
︑
不
衛
生
な
環
境
に
よ
り
︑
赤
痢
︑
胆
汁
過
多
の

病
気
︑
喘
息
な
ど
の
呼
吸
器
疾
患
が
流
行
っ
て
い
る
︒﹁
現
在
入
所
し
て
い
る
四
五
〇
人
の
う
ち
︑
半
分
以
上
が
死
に
か
け
て
い
る
︒﹂

﹇A
dam

s, 1990, p

︶
37
︵.96

﹈

質
量
と
も
に
最
低
水
準
の
食
事
︑
不
衛
生
極
ま
る
居
住
環
境
︑
ま
る
で
農
奴
並
み
の
処
遇
︑
こ
れ
が
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
や
ベ
ル
テ
ィ

エ
が
云
う
︑﹁
デ
ポ
収
容
者
は
王
国
の
兵
士
以
下
の
処
遇
に
す
べ
し
﹂
の
実
態
で
あ
っ
た
︒
客
観
的
に
見
て
も
︑
デ
ポ
の
居
住
環
境
は

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
も
劣
っ
て
い
た︶38
︵

︒
こ
れ
が
デ
ポ
内
死
亡
の
主
た
る
要
因
に
違
い
な
い
︒

第
二
の
死
亡
原
因
と
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
逮
捕
者
の
デ
ポ
へ
の
長
距
離
移
送
で
あ
る
︒
デ
ポ
数
が
半
減
し
︑
一
七
七
〇
年
代
後
半

に
﹁
一
総
徴
税
管
区
一
デ
ポ
﹂
体
制
が
確
立
す
る
と
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
が
逮
捕
し
た
乞
食
・
流
民
を
︑
地
方
長
官
府
の
デ
ポ
ま
で
移
送

す
る
必
要
が
生
じ
た
︒
大
概
は
︑
逮
捕
者
を
マ
レ
シ
ョ
セ
の
留
置
場
か
︑
最
寄
り
の
国
王
裁
判
所
の
牢
獄
に
留
置
し
て
お
き
︑
一
定

数
ま
と
ま
る
と
無
蓋
の
馬
車
に
載
せ
て
護
送
し
た
︒
辺
鄙
な
農
村
で
捕
捉
さ
れ
た
場
合
な
ど
︑
そ
の
移
動
距
離
は
恐
ろ
し
く
長
か
っ

た
︒
例
え
ば
︑
ト
ゥ
ル
ー
ズ
か
ら
モ
ン
ペ
リ
エ
の
デ
ポ
ま
で
凡
そ
二
四
〇
㎞
も
の
距
離
が
あ
り
︑
途
中
安
宿
に
寝
泊
ま
り
し
な
が

ら
︑
何
日
も
か
け
て
護
送
し
た
の
で
あ
る︶39
︵

︒

ま
た
デ
ポ
間
の
移
送
も
頻
繫
に
行
わ
れ
た
︒
先
述
し
た
が
パ
リ
の
サ
ン
・
ド
ニ
の
デ
ポ
か
ら
は
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
に
か
な
り
の

収
容
者
が
移
送
さ
れ
た
︒
パ
リ
総
徴
税
管
区
に
は
︑
サ
ン
リ
ス
や
ポ
ン
ト
ワ
ー
ズ
な
ど
︑
当
初
は
六
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
が
︑
悉
く

閉
鎖
さ
れ
︑
サ
ン
・
ド
ニ
の
デ
ポ
の
み
が
残
さ
れ
た
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
デ
ポ
は
直
に
満
杯
状
態
に
な
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
デ
ポ

の
管
轄
者
で
も
あ
る
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
に
受
け
容
れ
余
地
が
あ
る
と
判
断
し
て
︑
モ
ン
リ
ノ
の
反
対
に
も
か
か
わ
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ら
ず
︑
収
容
者
を
送
り
続
け
た
の
で
あ
る︶40
︵

︒
ち
な
み
に
パ
リ
か
ら
ス
ワ
ソ
ン
ま
で
の
距
離
は
直
線
で
も
九
〇
㎞
あ
る
︒

フ
ラ
ン
ス
中
部
の
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
デ
ポ
に
は
︑
よ
そ
者
貧
民
が
拘
留
さ
れ
る
例
が
数
多
見
ら
れ
た
が
︑
彼
ら
は
故
郷
の
デ
ポ
に
送

り
返
さ
れ
た
︒
一
七
八
八
年
に
は
一
五
人
が
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
デ
ポ
に
︑
五
人
は
オ
ル
レ
ア
ン
の
デ
ポ
に
移
送
さ
れ
た
︒
中
に
は
デ
ポ

を
転
々
と
移
送
さ
れ
る
者
も
い
た
︒﹇B

arichard, p.23

﹈

厳
し
い
天
候
の
下
で
強
行
さ
れ
た
長
距
離
移
送
が
︑
老
齢
者
や
病
弱
者
︑
身
体
障
碍
者
に
は
耐
え
難
い
苦
痛
を
与
え
︑
衰
弱
さ
せ

た
に
違
い
な
い
︒
し
か
も
︑
漸
く
入
っ
た
デ
ポ
は
前
述
の
よ
う
に
ひ
ど
く
劣
悪
な
居
住
環
境
だ
っ
た
か
ら
︑
長
く
は
生
き
ら
れ
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
デ
ポ
内
死
亡
は
収
容
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
で
違
い
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
こ
の
方
面
の
史
料
は
乏
し
い
の
だ

が
︑
幸
い
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
例
が
あ
る
︒
こ
の
デ
ポ
で
は
﹁
乞
食
・
流
民
﹂
の
死
亡
は
︑
四
四
四
人
の
う
ち
七
二
人
︑
死
亡
率
は

一
六
％
な
の
に
︑﹁
広
義
の
精
神
障
碍
者
﹂︵
精
神
病
者
・
て
ん
か
ん
患
者
・
精
神
障
碍
と
て
ん
か
ん
合
併
患
者
︶
の
死
亡
は
︑
三
八
七
人
の

う
ち
一
七
六
人
︑
四
五
％
︑﹁
身
体
障
碍
者
﹂
は
二
三
八
人
の
う
ち
死
亡
八
六
人
︑
三
六
％
で
あ
り
︑﹁
そ
の
他
の
病
者
﹂
は
三
一
一
人

の
う
ち
死
亡
は
七
八
人
︑
二
五
％
で
あ
っ
た
︒﹇B

arichard, p.26

﹈
乞
食
・
流
民
は
︑
普
通
三
~
四
か
月
で
釈
放
さ
れ
る
例
が
多
い

の
に
対
し
︑
精
神
障
碍
者
や
病
弱
者
は
一
年
以
上
デ
ポ
に
入
っ
て
い
た
︒
し
か
し
そ
の
間
医
療
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か

ら
︑
病
気
が
進
行
し
て
衰
弱
し
て
亡
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
か
く
て
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
デ
ポ
内
死
亡
率
は
︑
表
１
に
示
し
た
よ
う

に
四
三
％
を
記
録
し
︑
デ
ポ
の
な
か
で
死
亡
率
首
位
を
占
め
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
サ
ン
・
ド
ニ
の
デ
ポ
内
死
亡
を
調
査
し
た
研
究
者
は
︑﹁
こ
こ
は
財
産
も
地
位
も
な
い
哀
れ
な
男
た
ち
が
閉
じ
込
め
ら

れ
︑
殆
ど
生
き
て
出
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
だ
っ
た
﹂
と
云
う
︒﹇B

éand &
 B

ouchart, p.143

﹈
こ
れ
は
極
端
な
事
例

乞食収容所の開設

─    （38）─

か
も
し
れ
な
い
が
︑
地
方
の
デ
ポ
で
も
事
態
は
大
同
小
異
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
民
衆
の
怨
念
と
怒
り
が
︑
革
命
勃
発
直
後

に
︑
デ
ポ
政
策
推
進
者
ベ
ル
テ
ィ
エ
の
パ
リ
市
庁
舎
前
広
場
で
の
公
開
処
刑
と
し
て
爆
発
し
た
と
見
て
大
過
な
い
だ
ろ
う︶41
︵

︒

６
．
デ
ポ
批
判
と
改
革
の
試
み

一
七
六
四
年
王
令
へ
の
懐
疑
と
批
判
は
そ
の
準
備
段
階
か
ら
表
明
さ
れ
て
い
た
︒
法
理
論
の
観
点
か
ら
は
︑
高
等
法
院
が
乞
食
・

流
民
の
逮
捕
・
拘
留
・
裁
判
は
︑
己
の
権
限
の
一
部
だ
と
主
張
し
て
︑
国
王
︱
地
方
長
官
︱
マ
レ
シ
ョ
セ
と
い
う
国
王
権
力
の
ス
キ
ー

ム
に
異
を
唱
え
て
い
た
︒
王
権
は
︑
デ
ポ
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
附
属
物
だ
と
反
論
し
て
い
た
が
︑
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
や
ベ
ル

テ
ィ
エ
の
本
音
は
︑
デ
ポ
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
化
し
て
は
な
ら
ず
︑﹁
懲
治
監
﹂
で
あ
る
べ
き
だ
︑
と
い
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
︑

高
等
法
院
の
主
張
は
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
も
な
か
っ
た
︒
ま
た
国
王
の
代
理
人
た
る
地
方
長
官
の
な
か
に
も
︑
前
述
の
オ
ー
ヴ
ェ
ル

ニ
ュ
の
地
方
長
官
の
よ
う
に
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
と
は
別
に
デ
ポ
を
開
設
す
る
こ
と
に
難
色
を
示
す
者
も
い
た
︒

現
実
に
一
七
六
八
年
以
降
に
デ
ポ
が
開
設
・
運
営
さ
れ
る
と
︑
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
て
︑
デ
ポ
批
判
の
声
が
と
く
に
地

方
か
ら
起
こ
っ
た
︒
問
題
群
は
幾
つ
か
に
分
類
で
き
る
︒
一
つ
は
︑
デ
ポ
の
経
費
負
担
問
題
で
あ
る
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑
王
令
施

行
に
あ
た
り
︑
王
権
が
経
費
の
全
額
負
担
を
約
束
し
て
い
た
の
に
︑
実
際
に
は
地
方
権
力
に
か
な
り
の
補
填
を
強
く
求
め
た
の
で
あ

る
︒
地
方
三
部
会
の
州pays d’états

は
︑
王
権
か
ら
は
相
対
的
に
自
立
し
て
い
た
か
ら
反
撥
が
強
か
っ
た
︒
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
と
ラ

ン
グ
ド
ッ
ク
で
は
こ
と
に
強
い
抵
抗
が
お
こ
っ
た
︒
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
あ
る
司
祭
は
︑
現
に
王
権
は
住
民
に
苛
酷
な
課
税
を
強
い
て

い
る
︑
三
部
会
に
多
額
の
経
費
補
填
を
求
め
れ
ば
︑
困
窮
者
の
救
済
を
し
て
い
る
地
方
の
努
力
を
削
い
で
し
ま
う
と
批
判
し
た
︒

﹇A
dam

s, 1990, p.116

﹈
か
く
て
︑
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
地
方
三
部
会
は
︑
レ
ン
ヌ
の
デ
ポ
経
費
の
補
填
を
求
め
る
地
方
長
官
に
︑
最
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ら
ず
︑
収
容
者
を
送
り
続
け
た
の
で
あ
る︶40
︵

︒
ち
な
み
に
パ
リ
か
ら
ス
ワ
ソ
ン
ま
で
の
距
離
は
直
線
で
も
九
〇
㎞
あ
る
︒

フ
ラ
ン
ス
中
部
の
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
デ
ポ
に
は
︑
よ
そ
者
貧
民
が
拘
留
さ
れ
る
例
が
数
多
見
ら
れ
た
が
︑
彼
ら
は
故
郷
の
デ
ポ
に
送

り
返
さ
れ
た
︒
一
七
八
八
年
に
は
一
五
人
が
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
デ
ポ
に
︑
五
人
は
オ
ル
レ
ア
ン
の
デ
ポ
に
移
送
さ
れ
た
︒
中
に
は
デ
ポ

を
転
々
と
移
送
さ
れ
る
者
も
い
た
︒﹇B

arichard, p.23

﹈

厳
し
い
天
候
の
下
で
強
行
さ
れ
た
長
距
離
移
送
が
︑
老
齢
者
や
病
弱
者
︑
身
体
障
碍
者
に
は
耐
え
難
い
苦
痛
を
与
え
︑
衰
弱
さ
せ

た
に
違
い
な
い
︒
し
か
も
︑
漸
く
入
っ
た
デ
ポ
は
前
述
の
よ
う
に
ひ
ど
く
劣
悪
な
居
住
環
境
だ
っ
た
か
ら
︑
長
く
は
生
き
ら
れ
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
デ
ポ
内
死
亡
は
収
容
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
で
違
い
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
こ
の
方
面
の
史
料
は
乏
し
い
の
だ

が
︑
幸
い
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
例
が
あ
る
︒
こ
の
デ
ポ
で
は
﹁
乞
食
・
流
民
﹂
の
死
亡
は
︑
四
四
四
人
の
う
ち
七
二
人
︑
死
亡
率
は

一
六
％
な
の
に
︑﹁
広
義
の
精
神
障
碍
者
﹂︵
精
神
病
者
・
て
ん
か
ん
患
者
・
精
神
障
碍
と
て
ん
か
ん
合
併
患
者
︶
の
死
亡
は
︑
三
八
七
人
の

う
ち
一
七
六
人
︑
四
五
％
︑﹁
身
体
障
碍
者
﹂
は
二
三
八
人
の
う
ち
死
亡
八
六
人
︑
三
六
％
で
あ
り
︑﹁
そ
の
他
の
病
者
﹂
は
三
一
一
人

の
う
ち
死
亡
は
七
八
人
︑
二
五
％
で
あ
っ
た
︒﹇B

arichard, p.26

﹈
乞
食
・
流
民
は
︑
普
通
三
~
四
か
月
で
釈
放
さ
れ
る
例
が
多
い

の
に
対
し
︑
精
神
障
碍
者
や
病
弱
者
は
一
年
以
上
デ
ポ
に
入
っ
て
い
た
︒
し
か
し
そ
の
間
医
療
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か

ら
︑
病
気
が
進
行
し
て
衰
弱
し
て
亡
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
か
く
て
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
デ
ポ
内
死
亡
率
は
︑
表
１
に
示
し
た
よ
う

に
四
三
％
を
記
録
し
︑
デ
ポ
の
な
か
で
死
亡
率
首
位
を
占
め
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
サ
ン
・
ド
ニ
の
デ
ポ
内
死
亡
を
調
査
し
た
研
究
者
は
︑﹁
こ
こ
は
財
産
も
地
位
も
な
い
哀
れ
な
男
た
ち
が
閉
じ
込
め
ら

れ
︑
殆
ど
生
き
て
出
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
だ
っ
た
﹂
と
云
う
︒﹇B

éand &
 B

ouchart, p.143

﹈
こ
れ
は
極
端
な
事
例

乞食収容所の開設
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か
も
し
れ
な
い
が
︑
地
方
の
デ
ポ
で
も
事
態
は
大
同
小
異
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
民
衆
の
怨
念
と
怒
り
が
︑
革
命
勃
発
直
後

に
︑
デ
ポ
政
策
推
進
者
ベ
ル
テ
ィ
エ
の
パ
リ
市
庁
舎
前
広
場
で
の
公
開
処
刑
と
し
て
爆
発
し
た
と
見
て
大
過
な
い
だ
ろ
う︶41
︵

︒

６
．
デ
ポ
批
判
と
改
革
の
試
み

一
七
六
四
年
王
令
へ
の
懐
疑
と
批
判
は
そ
の
準
備
段
階
か
ら
表
明
さ
れ
て
い
た
︒
法
理
論
の
観
点
か
ら
は
︑
高
等
法
院
が
乞
食
・

流
民
の
逮
捕
・
拘
留
・
裁
判
は
︑
己
の
権
限
の
一
部
だ
と
主
張
し
て
︑
国
王
︱
地
方
長
官
︱
マ
レ
シ
ョ
セ
と
い
う
国
王
権
力
の
ス
キ
ー

ム
に
異
を
唱
え
て
い
た
︒
王
権
は
︑
デ
ポ
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
附
属
物
だ
と
反
論
し
て
い
た
が
︑
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
や
ベ
ル

テ
ィ
エ
の
本
音
は
︑
デ
ポ
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
化
し
て
は
な
ら
ず
︑﹁
懲
治
監
﹂
で
あ
る
べ
き
だ
︑
と
い
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
︑

高
等
法
院
の
主
張
は
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
も
な
か
っ
た
︒
ま
た
国
王
の
代
理
人
た
る
地
方
長
官
の
な
か
に
も
︑
前
述
の
オ
ー
ヴ
ェ
ル

ニ
ュ
の
地
方
長
官
の
よ
う
に
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
と
は
別
に
デ
ポ
を
開
設
す
る
こ
と
に
難
色
を
示
す
者
も
い
た
︒

現
実
に
一
七
六
八
年
以
降
に
デ
ポ
が
開
設
・
運
営
さ
れ
る
と
︑
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
て
︑
デ
ポ
批
判
の
声
が
と
く
に
地

方
か
ら
起
こ
っ
た
︒
問
題
群
は
幾
つ
か
に
分
類
で
き
る
︒
一
つ
は
︑
デ
ポ
の
経
費
負
担
問
題
で
あ
る
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑
王
令
施

行
に
あ
た
り
︑
王
権
が
経
費
の
全
額
負
担
を
約
束
し
て
い
た
の
に
︑
実
際
に
は
地
方
権
力
に
か
な
り
の
補
填
を
強
く
求
め
た
の
で
あ

る
︒
地
方
三
部
会
の
州pays d’états

は
︑
王
権
か
ら
は
相
対
的
に
自
立
し
て
い
た
か
ら
反
撥
が
強
か
っ
た
︒
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
と
ラ

ン
グ
ド
ッ
ク
で
は
こ
と
に
強
い
抵
抗
が
お
こ
っ
た
︒
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
あ
る
司
祭
は
︑
現
に
王
権
は
住
民
に
苛
酷
な
課
税
を
強
い
て

い
る
︑
三
部
会
に
多
額
の
経
費
補
填
を
求
め
れ
ば
︑
困
窮
者
の
救
済
を
し
て
い
る
地
方
の
努
力
を
削
い
で
し
ま
う
と
批
判
し
た
︒

﹇A
dam

s, 1990, p.116

﹈
か
く
て
︑
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
地
方
三
部
会
は
︑
レ
ン
ヌ
の
デ
ポ
経
費
の
補
填
を
求
め
る
地
方
長
官
に
︑
最
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後
ま
で
抵
抗
し
た
の
で
あ
る
︒

ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
つ
い
て
も
前
述
し
た
よ
う
に
︑
地
方
三
部
会
は
経
費
五
〇
千
リ
ー
ヴ
ル
を
補
填
醵
出
す
る
こ
と
に
︑
し
ぶ
し
ぶ

同
意
し
た
も
の
の
そ
れ
以
上
の
醵
出
に
は
強
く
反
撥
し
た
︒
そ
し
て
デ
ポ
の
有
効
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
た
︒
町
や
村
を
う
ろ

つ
く
乞
食
の
数
は
デ
ポ
が
で
き
て
も
一
向
に
減
ら
な
い
︑
デ
ポ
は
無
駄
で
は
な
い
の
か
︑
と
︒
そ
し
て
別
の
乞
食
・
流
民
対
策
を
提

案
し
た
︒﹇Santucci, p.145

﹈

経
費
負
担
を
渋
る
地
方
議
会
は
︑
こ
の
よ
う
に
デ
ポ
の
有
効
性
に
疑
問
を
呈
し
て
い
た
︒
エ
ッ
ク
ス
で
も
︑
前
述
し
た
よ
う
に
︑

地
方
三
部
会
が
デ
ポ
経
費
分
担
を
頑
な
に
拒
ん
で
い
た
が
︑
そ
れ
は
︑
デ
ポ
は
不
要
だ
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑

一
七
七
六
年
に
チ
ュ
ル
ゴ
の
デ
ポ
閉
鎖
の
指
示
が
出
る
と
直
ぐ
に
そ
れ
に
従
っ
た
︒
そ
し
て
こ
こ
の
高
等
法
院
は
︑
デ
ポ
が
無
く
な

り
悪
い
輩
が
増
え
て
も
住
民
は
文
句
を
云
っ
て
い
な
い
︑
各
教
区
は
貧
民
に
食
事
な
ど
を
提
供
し
て
い
た
か
ら
だ
︑
住
民
は
怪
し
い

人
や
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
そ
う
な
人
々
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
述
べ
︑
デ
ポ
は
不
要
だ
と
説
い
た
︒
驚
く
べ
き
こ
と
に
こ
こ

の
地
方
長
官
ド
・
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
も
︑
一
七
七
六
年
に
ベ
ル
テ
ィ
エ
宛
て
の
手
紙
に
要
旨
次
の
よ
う
に
記
し
た
︒
一
月
以
来
乞
食
の

逮
捕
を
止
め
︑
収
容
者
を
解
き
放
ち
し
た
︒
だ
が
︑
乞
食
の
数
は
驚
く
程
に
は
増
え
て
い
な
い
し
︑
盗
み
も
起
き
て
い
な
い
︑
只
パ

ス
ポ
ー
ト
を
携
行
し
て
い
な
い
者
だ
け
を
逮
捕
し
て
い
る
︒
と
︒﹇Paultre, p, 484

﹈

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
に
は
当
初
六
つ
の
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
が
︑
前
述
し
た
よ
う
に
︑
経
費
膨
張
の
た
め
に
四
デ
ポ
が
閉
鎖
さ
れ
︑

シ
ャ
ロ
ン
・
シ
ュ
ー
ル
・
マ
ル
ヌ
と
ブ
ー
ル
の
二
カ
所
の
デ
ポ
だ
け
が
残
っ
た
︒
こ
こ
の
地
方
三
部
会
は
当
初
︑
地
方
住
民
の
安
全

の
た
め
に
デ
ポ
は
必
要
だ
と
認
め
て
い
た
の
だ
が
︑
乞
食
・
流
民
が
一
向
に
減
ら
な
い
現
状
を
見
て
︑
一
七
七
五
年
頃
に
は
デ
ポ
の

有
効
性
に
疑
問
を
呈
し
始
め
る
の
で
あ
る
︒﹇Paultre, p, 484

﹈ 

乞食収容所の開設

─    （40）─

デ
ポ
批
判
の
第
二
の
論
拠
と
な
っ
た
の
は
デ
ポ
の
﹁
悪
弊
﹂
で
あ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
人
歴
史
家
が
常
用
す
る
︽l

レ
ザ
ビ
ュ

es
abus

︾
は
多
義

的
で
諸
々
の
﹁
悪
習
・
悪
弊
﹂
と
﹁
職
権
濫
用
﹂
を
含
む
︒
職
権
濫
用
の
事
例
で
批
判
が
集
中
し
た
の
は
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
が
通
達
や

実
施
要
領
を
無
視
し
て
見
境
な
く
流
浪
貧
民
を
逮
捕
・
連
行
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
住
所
確
定
の
貧
民
は
教
区
内
で
自
家
か
ら
半
径
二

里
以
内
で
あ
れ
ば
︑
物
乞
い
を
許
さ
れ
て
い
た
が
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
は
確
認
も
せ
ず
︑
物
乞
い
貧
民
を
悉
く
捕
捉
し
た
の
で
あ
る
︒
ラ

ン
グ
ド
ッ
ク
の
地
方
長
官
は
︑
一
七
八
一
年
に
ネ
ッ
ケ
ル
宛
の
手
紙
で
︑﹁
マ
レ
シ
ョ
セ
は
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を
殆
ど
遵
守
せ
ず
に
手
当

た
り
次
第
に
乞
食
を
逮
捕
し
て
い
る
︒
山
岳
地
帯
か
ら
平
地
に
出
稼
ぎ
に
来
た
者
︑
し
か
も
市
が
発
行
し
た
証
明
書
を
携
行
し
て
い

る
者
で
す
ら
︑
逮
捕
・
拘
留
し
て
︑
本
物
の
流
民
や
職
業
乞
食
と
一
緒
に
閉
じ
込
め
て
い
る
︒﹂
と
報
告
し
て
い
る
︒﹇Paultre, p.496

﹈

尤
も
こ
れ
は
マ
レ
シ
ョ
セ
だ
け
の
非
で
は
な
か
っ
た
︒
歴
代
の
財
務
総
監
は
︑
し
ば
し
ば
地
方
長
官
を
通
じ
て
マ
レ
シ
ョ
セ
中
隊

長
に
︑
乞
食
の
悉
皆
逮
捕
を
指
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
︑
陸
軍
卿
が
地
方
長
官
に
相
談
な
し
に
︑

マ
レ
シ
ョ
セ
に
同
趣
旨
の
命
令
を
出
し
て
い
た
︒
街
道
を
放
浪
す
る
貧
民
の
な
か
に
︑
脱
走
兵
が
か
な
り
の
程
度
混
じ
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
︒

職
権
濫
用
に
は
こ
の
行
政
に
携
わ
る
職
員
な
ど
の
金
銭
授
受
も
あ
っ
た
︒
マ
レ
シ
ョ
セ
が
逮
捕
・
連
行
に
際
し
て
︑
袖
の
下
を
貰
っ

て
手
心
を
加
え
る
︑
デ
ポ
の
管
理
人
が
小
金
を
貰
っ
て
収
容
者
に
便
宜
を
は
か
る
︑
請
負
業
者
が
管
理
人
と
組
ん
で
経
費
の
ピ
ン
ハ

ネ
を
す
る
等
で
あ
る
︒

﹁
悪
弊
・
悪
習
﹂
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
で
問
題
視
さ
れ
た
の
は
︑
一
つ
は
前
記
の
収
容
者
の
デ
ポ
へ
の
長
距
離
移
送
で
あ
っ
た
︒
そ
れ

は
マ
レ
シ
ョ
セ
に
多
大
な
重
荷
を
負
わ
せ
た
だ
け
で
な
く
︑
移
送
さ
れ
る
逮
捕
者
の
健
康
を
損
な
う
暴
挙
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る︶42
︵

︒

二
つ
目
は
︑
デ
ポ
に
お
け
る
﹁
味
噌
も
糞
も
一
緒
﹂
の
状
態
だ
っ
た
︒
男
女
の
区
別
は
あ
っ
た
が
︑
多
種
多
様
な
不
幸
な
人
々
が
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後
ま
で
抵
抗
し
た
の
で
あ
る
︒

ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
つ
い
て
も
前
述
し
た
よ
う
に
︑
地
方
三
部
会
は
経
費
五
〇
千
リ
ー
ヴ
ル
を
補
填
醵
出
す
る
こ
と
に
︑
し
ぶ
し
ぶ

同
意
し
た
も
の
の
そ
れ
以
上
の
醵
出
に
は
強
く
反
撥
し
た
︒
そ
し
て
デ
ポ
の
有
効
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
た
︒
町
や
村
を
う
ろ

つ
く
乞
食
の
数
は
デ
ポ
が
で
き
て
も
一
向
に
減
ら
な
い
︑
デ
ポ
は
無
駄
で
は
な
い
の
か
︑
と
︒
そ
し
て
別
の
乞
食
・
流
民
対
策
を
提

案
し
た
︒﹇Santucci, p.145

﹈

経
費
負
担
を
渋
る
地
方
議
会
は
︑
こ
の
よ
う
に
デ
ポ
の
有
効
性
に
疑
問
を
呈
し
て
い
た
︒
エ
ッ
ク
ス
で
も
︑
前
述
し
た
よ
う
に
︑

地
方
三
部
会
が
デ
ポ
経
費
分
担
を
頑
な
に
拒
ん
で
い
た
が
︑
そ
れ
は
︑
デ
ポ
は
不
要
だ
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑

一
七
七
六
年
に
チ
ュ
ル
ゴ
の
デ
ポ
閉
鎖
の
指
示
が
出
る
と
直
ぐ
に
そ
れ
に
従
っ
た
︒
そ
し
て
こ
こ
の
高
等
法
院
は
︑
デ
ポ
が
無
く
な

り
悪
い
輩
が
増
え
て
も
住
民
は
文
句
を
云
っ
て
い
な
い
︑
各
教
区
は
貧
民
に
食
事
な
ど
を
提
供
し
て
い
た
か
ら
だ
︑
住
民
は
怪
し
い

人
や
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
そ
う
な
人
々
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
述
べ
︑
デ
ポ
は
不
要
だ
と
説
い
た
︒
驚
く
べ
き
こ
と
に
こ
こ

の
地
方
長
官
ド
・
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
も
︑
一
七
七
六
年
に
ベ
ル
テ
ィ
エ
宛
て
の
手
紙
に
要
旨
次
の
よ
う
に
記
し
た
︒
一
月
以
来
乞
食
の

逮
捕
を
止
め
︑
収
容
者
を
解
き
放
ち
し
た
︒
だ
が
︑
乞
食
の
数
は
驚
く
程
に
は
増
え
て
い
な
い
し
︑
盗
み
も
起
き
て
い
な
い
︑
只
パ

ス
ポ
ー
ト
を
携
行
し
て
い
な
い
者
だ
け
を
逮
捕
し
て
い
る
︒
と
︒﹇Paultre, p, 484

﹈

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
に
は
当
初
六
つ
の
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
が
︑
前
述
し
た
よ
う
に
︑
経
費
膨
張
の
た
め
に
四
デ
ポ
が
閉
鎖
さ
れ
︑

シ
ャ
ロ
ン
・
シ
ュ
ー
ル
・
マ
ル
ヌ
と
ブ
ー
ル
の
二
カ
所
の
デ
ポ
だ
け
が
残
っ
た
︒
こ
こ
の
地
方
三
部
会
は
当
初
︑
地
方
住
民
の
安
全

の
た
め
に
デ
ポ
は
必
要
だ
と
認
め
て
い
た
の
だ
が
︑
乞
食
・
流
民
が
一
向
に
減
ら
な
い
現
状
を
見
て
︑
一
七
七
五
年
頃
に
は
デ
ポ
の

有
効
性
に
疑
問
を
呈
し
始
め
る
の
で
あ
る
︒﹇Paultre, p, 484

﹈ 
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デ
ポ
批
判
の
第
二
の
論
拠
と
な
っ
た
の
は
デ
ポ
の
﹁
悪
弊
﹂
で
あ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
人
歴
史
家
が
常
用
す
る
︽l

レ
ザ
ビ
ュ

es
abus

︾
は
多
義

的
で
諸
々
の
﹁
悪
習
・
悪
弊
﹂
と
﹁
職
権
濫
用
﹂
を
含
む
︒
職
権
濫
用
の
事
例
で
批
判
が
集
中
し
た
の
は
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
が
通
達
や

実
施
要
領
を
無
視
し
て
見
境
な
く
流
浪
貧
民
を
逮
捕
・
連
行
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
住
所
確
定
の
貧
民
は
教
区
内
で
自
家
か
ら
半
径
二

里
以
内
で
あ
れ
ば
︑
物
乞
い
を
許
さ
れ
て
い
た
が
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
は
確
認
も
せ
ず
︑
物
乞
い
貧
民
を
悉
く
捕
捉
し
た
の
で
あ
る
︒
ラ

ン
グ
ド
ッ
ク
の
地
方
長
官
は
︑
一
七
八
一
年
に
ネ
ッ
ケ
ル
宛
の
手
紙
で
︑﹁
マ
レ
シ
ョ
セ
は
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を
殆
ど
遵
守
せ
ず
に
手
当

た
り
次
第
に
乞
食
を
逮
捕
し
て
い
る
︒
山
岳
地
帯
か
ら
平
地
に
出
稼
ぎ
に
来
た
者
︑
し
か
も
市
が
発
行
し
た
証
明
書
を
携
行
し
て
い

る
者
で
す
ら
︑
逮
捕
・
拘
留
し
て
︑
本
物
の
流
民
や
職
業
乞
食
と
一
緒
に
閉
じ
込
め
て
い
る
︒﹂
と
報
告
し
て
い
る
︒﹇Paultre, p.496

﹈

尤
も
こ
れ
は
マ
レ
シ
ョ
セ
だ
け
の
非
で
は
な
か
っ
た
︒
歴
代
の
財
務
総
監
は
︑
し
ば
し
ば
地
方
長
官
を
通
じ
て
マ
レ
シ
ョ
セ
中
隊

長
に
︑
乞
食
の
悉
皆
逮
捕
を
指
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
︑
陸
軍
卿
が
地
方
長
官
に
相
談
な
し
に
︑

マ
レ
シ
ョ
セ
に
同
趣
旨
の
命
令
を
出
し
て
い
た
︒
街
道
を
放
浪
す
る
貧
民
の
な
か
に
︑
脱
走
兵
が
か
な
り
の
程
度
混
じ
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
︒

職
権
濫
用
に
は
こ
の
行
政
に
携
わ
る
職
員
な
ど
の
金
銭
授
受
も
あ
っ
た
︒
マ
レ
シ
ョ
セ
が
逮
捕
・
連
行
に
際
し
て
︑
袖
の
下
を
貰
っ

て
手
心
を
加
え
る
︑
デ
ポ
の
管
理
人
が
小
金
を
貰
っ
て
収
容
者
に
便
宜
を
は
か
る
︑
請
負
業
者
が
管
理
人
と
組
ん
で
経
費
の
ピ
ン
ハ

ネ
を
す
る
等
で
あ
る
︒

﹁
悪
弊
・
悪
習
﹂
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
で
問
題
視
さ
れ
た
の
は
︑
一
つ
は
前
記
の
収
容
者
の
デ
ポ
へ
の
長
距
離
移
送
で
あ
っ
た
︒
そ
れ

は
マ
レ
シ
ョ
セ
に
多
大
な
重
荷
を
負
わ
せ
た
だ
け
で
な
く
︑
移
送
さ
れ
る
逮
捕
者
の
健
康
を
損
な
う
暴
挙
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る︶42
︵

︒

二
つ
目
は
︑
デ
ポ
に
お
け
る
﹁
味
噌
も
糞
も
一
緒
﹂
の
状
態
だ
っ
た
︒
男
女
の
区
別
は
あ
っ
た
が
︑
多
種
多
様
な
不
幸
な
人
々
が
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同
じ
空
間
に
雑
居
し
て
い
た
か
ら
︑﹁
堕
落
の
感
染
﹂
が
懸
念
さ
れ
た
︒
若
い
娘
が
︑
悪
い
生
活
に
馴
染
ん
だ
年
増
の
女
と
一
緒
に
暮

ら
す
う
ち
に
悪
に
染
ま
る
︑
若
い
青
年
が
﹁
札
付
き
の
悪ワ
ル

﹂
か
ら
悪
事
を
教
え
込
ま
れ
る
︑
つ
ま
り
﹁
朱
に
交
わ
れ
ば
赤
く
な
る
﹂

の
心
配
で
あ
る
︒
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
地
方
長
官
は
︑﹁
デ
ポ
に
い
る
間
に
︑
自
営
農
は
乞
食
に
な
り
︑
家
族
の
母
親
は
娼
婦
に
な
り
︑

老
人
は
何
の
救
い
も
な
く
︑
平
穏
も
な
く
不
幸
な
人
生
を
終
え
る
︒﹂
と
シ
ニ
カ
ル
に
語
っ
た
︒﹇Santucci, p.167

﹈
つ
ま
り
デ
ポ

は
風
紀
紊
乱
の
一
元
凶
だ
と
い
う
見
解
だ
っ
た
︒

チ
ュ
ル
ゴ
の
実
験
と
ブ
リ
エ
ン
ヌ
の
改
革
構
想

一
七
七
四
年
五
月
ル
イ
一
五
世
が
天
然
痘
で
急
死
す
る
と
︑
そ
の
後
を
襲
っ
た
の
は
︑
国
王
の
孫
︑
二
十
歳
の
ル
イ
一
六
世
だ
っ

た
︒
政
治
的
に
未
熟
な
国
王
の
指
南
役
と
し
て
復
活
し
た
の
は
︑
老
練
な
政
治
家
モ
ー
ル
パ
伯
で
あ
る
︒
か
れ
は
閣
僚
人
事
の
一
新

と
高
等
法
院
の
復
活
を
若
き
王
に
進
言
す
る
だ
が
︑
こ
の
機
会
に
一
躍
政
治
の
檜
舞
台
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
︑
前
パ
リ

商
人
頭
︵
パ
リ
市
長
︶
の
息
子
で
︑
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
地
方
長
官
を
務
め
て
い
た
チ
ュ
ル
ゴ
で
あ
る︶43
︵

︒

一
七
七
四
年
八
月
に
財
務
総
監
に
登
用
さ
れ
る
前
に
︑
か
れ
は
国
王
に
次
の
如
く
直
言
し
た
︒﹁
あ
な
た
が
︑
あ
な
た
の
追
従
者

た
ち
に
お
配
り
し
て
い
る
カ
ネ
は
︑
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
カ
ネ
を
奪
い
取
ら
れ
る
人
々
の
困
窮
を

想
像
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
私
は
国
王
の
寵
愛
を
懇
願
し
て
い
る
人
々
か
ら
恐
れ
ら
れ
︑
憎
ま
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒﹂
と
︒
国

王
は
こ
の
愚
直
な
率
直
さ
と
公
衆
を
思
う
気
持
ち
に
魅
了
さ
れ
︑
財
務
総
監
職
を
任
せ
た
︒﹇Perrin, p.1015

﹈

チ
ュ
ル
ゴ
は
︑
前
任
者
ベ
ル
タ
ン
の
路
線
を
よ
り
徹
底
し
︑
政
治
・
経
済
・
社
会
の
分
野
に
お
け
る
構
造
改
革
を
目
指
し
た
︒
財

政
政
策
で
は
︑
国
債
発
行
の
中
止
︑
タ
ー
ユ
の
税
率
改
善
と
簡
素
化
︑
そ
の
政
府
国
庫
へ
の
納
入
︑
宮
廷
費
の
削
減
な
ど
で
あ
り
︑

乞食収容所の開設
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経
済
政
策
で
は
重
農
主
義
者
ら
が
か
ね
て
よ
り
主
張
し
て
い
た
﹁
穀
物
取
引
の
自
由
化
﹂
で
あ
る
︒

穀
物
取
引
の
自
由
化
は
︑
一
七
七
四
年
九
月
に
決
定
さ
れ
︑
高
等
法
院
の
反
対
も
も
の
か
わ
実
行
に
移
さ
れ
た
︒
と
こ
ろ
が
折
悪

し
く
︑
こ
の
年
は
穀
物
凶
作
で
パ
ン
価
格
は
値
上
が
り
し
て
い
た
︒
事
態
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
の
は
︑
穀
物
取
引
の
自
由
化
で
打

撃
を
蒙
る
投
機
業
者
が
︑
小
麦
を
退
蔵
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
︑
七
五
年
春
か
ら
秋
に
か
け
て
穀
物
・
パ
ン
価
格
は
高
騰
し
︑

各
地
で
民
衆
の
食
糧
暴
動
が
起
き
た
︒
こ
れ
が
﹁
小
麦
粉
戦
争guerre de farine

﹂
と
云
わ
れ
る
事
件
で
あ
る
︒
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や

ミ
ロ
メ
ニ
ル
ら
啓
蒙
主
義
哲
学
者
ら
は
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
陰
謀
で
は
な
い
か
と
疑
い
︑
チ
ュ
ル
ゴ
も
同
調
し
︑
パ
リ
に
ビ
ロ
ン
元
帥

の
軍
隊
を
集
結
さ
せ
︑
民
衆
蜂
起
を
力
で
弾
圧
し
た
︒
こ
れ
が
か
れ
の
躓
き
の
第
一
歩
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
を
見
た
か
れ

の
敵
対
勢
力
は
リ
ベ
ラ
ル
思
想
の
危
険
を
国
王
に
訴
え
始
め
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
も
チ
ュ
ル
ゴ
は
ひ
る
ま
ず
︑
翌
七
六
年
一
月
に
は
六
つ
の
王
令
を
準
備
し
た
︒
こ
れ
こ
そ
が
構
造
改
革
の
基
本
と
な
る
べ

き
も
の
だ
っ
た
︒
本
稿
と
の
関
連
で
重
要
な
の
は
︑﹁
国
王
道
路
賦
役corvée

﹂
の
廃
止
と
﹁
労
働
の
自
由
﹂
で
あ
る
︒
国
王
道
路
賦

役
は
農
民
に
重
い
負
担
を
課
し
て
い
た
か
ら
こ
れ
を
廃
止
し
︑
代
わ
り
に
道
路
普
請
の
従
事
者
に
は
賃
銀
を
支
払
う
制
度
に
変
え

る
︒
賃
銀
の
原
資
は
︑
土
地
所
有
者
へ
の
課
税
で
︑
そ
れ
が
橋ポ

　ン

　ゼ

　シ

　ョ

　セ

梁
・
道
路
局
の
予
算
に
繰
り
入
れ
ら
れ
︑
道
路
補
修
に
従
事
し
た
農

民
ら
に
支
払
わ
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
︒
こ
れ
は
か
れ
が
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
地
方
長
官
時
代
に
実
施
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
︒

﹁
労
働
︵
営
業
︶
の
自
由
﹂
を
確
立
す
る
た
め
に
は
︑
そ
の
障
碍
物
を
除
去
す
る
必
要
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ギ
ル
ド
︵
同
業
組
合
︶︑

と
り
わ
け
宣
誓
ギ
ル
ド
の
廃
止
︑
親
方
・
徒
弟
制
の
廃
止
で
あ
る︶44
︵

︒
こ
れ
に
よ
り
個
人
は
己
の
意
思
と
責
任
で
職
業
を
選
び
︑
企
業

を
興
し
︑
物
を
生
産
し
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
︑
あ
る
い
は
己
の
労
働
力
を
売
っ
て
賃
銀
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
︑
特
権
を
廃
し

た
自
由
な
競
争
は
経
済
活
動
を
活
発
化
し
一
国
の
富
を
増
進
す
る
︑
と
い
う
構
想
だ
っ
た
︒
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同
じ
空
間
に
雑
居
し
て
い
た
か
ら
︑﹁
堕
落
の
感
染
﹂
が
懸
念
さ
れ
た
︒
若
い
娘
が
︑
悪
い
生
活
に
馴
染
ん
だ
年
増
の
女
と
一
緒
に
暮

ら
す
う
ち
に
悪
に
染
ま
る
︑
若
い
青
年
が
﹁
札
付
き
の
悪ワ
ル

﹂
か
ら
悪
事
を
教
え
込
ま
れ
る
︑
つ
ま
り
﹁
朱
に
交
わ
れ
ば
赤
く
な
る
﹂

の
心
配
で
あ
る
︒
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
地
方
長
官
は
︑﹁
デ
ポ
に
い
る
間
に
︑
自
営
農
は
乞
食
に
な
り
︑
家
族
の
母
親
は
娼
婦
に
な
り
︑

老
人
は
何
の
救
い
も
な
く
︑
平
穏
も
な
く
不
幸
な
人
生
を
終
え
る
︒﹂
と
シ
ニ
カ
ル
に
語
っ
た
︒﹇Santucci, p.167

﹈
つ
ま
り
デ
ポ

は
風
紀
紊
乱
の
一
元
凶
だ
と
い
う
見
解
だ
っ
た
︒

チ
ュ
ル
ゴ
の
実
験
と
ブ
リ
エ
ン
ヌ
の
改
革
構
想

一
七
七
四
年
五
月
ル
イ
一
五
世
が
天
然
痘
で
急
死
す
る
と
︑
そ
の
後
を
襲
っ
た
の
は
︑
国
王
の
孫
︑
二
十
歳
の
ル
イ
一
六
世
だ
っ

た
︒
政
治
的
に
未
熟
な
国
王
の
指
南
役
と
し
て
復
活
し
た
の
は
︑
老
練
な
政
治
家
モ
ー
ル
パ
伯
で
あ
る
︒
か
れ
は
閣
僚
人
事
の
一
新

と
高
等
法
院
の
復
活
を
若
き
王
に
進
言
す
る
だ
が
︑
こ
の
機
会
に
一
躍
政
治
の
檜
舞
台
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
︑
前
パ
リ

商
人
頭
︵
パ
リ
市
長
︶
の
息
子
で
︑
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
地
方
長
官
を
務
め
て
い
た
チ
ュ
ル
ゴ
で
あ
る︶43
︵

︒

一
七
七
四
年
八
月
に
財
務
総
監
に
登
用
さ
れ
る
前
に
︑
か
れ
は
国
王
に
次
の
如
く
直
言
し
た
︒﹁
あ
な
た
が
︑
あ
な
た
の
追
従
者

た
ち
に
お
配
り
し
て
い
る
カ
ネ
は
︑
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
カ
ネ
を
奪
い
取
ら
れ
る
人
々
の
困
窮
を

想
像
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
私
は
国
王
の
寵
愛
を
懇
願
し
て
い
る
人
々
か
ら
恐
れ
ら
れ
︑
憎
ま
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒﹂
と
︒
国

王
は
こ
の
愚
直
な
率
直
さ
と
公
衆
を
思
う
気
持
ち
に
魅
了
さ
れ
︑
財
務
総
監
職
を
任
せ
た
︒﹇Perrin, p.1015

﹈

チ
ュ
ル
ゴ
は
︑
前
任
者
ベ
ル
タ
ン
の
路
線
を
よ
り
徹
底
し
︑
政
治
・
経
済
・
社
会
の
分
野
に
お
け
る
構
造
改
革
を
目
指
し
た
︒
財

政
政
策
で
は
︑
国
債
発
行
の
中
止
︑
タ
ー
ユ
の
税
率
改
善
と
簡
素
化
︑
そ
の
政
府
国
庫
へ
の
納
入
︑
宮
廷
費
の
削
減
な
ど
で
あ
り
︑
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経
済
政
策
で
は
重
農
主
義
者
ら
が
か
ね
て
よ
り
主
張
し
て
い
た
﹁
穀
物
取
引
の
自
由
化
﹂
で
あ
る
︒

穀
物
取
引
の
自
由
化
は
︑
一
七
七
四
年
九
月
に
決
定
さ
れ
︑
高
等
法
院
の
反
対
も
も
の
か
わ
実
行
に
移
さ
れ
た
︒
と
こ
ろ
が
折
悪

し
く
︑
こ
の
年
は
穀
物
凶
作
で
パ
ン
価
格
は
値
上
が
り
し
て
い
た
︒
事
態
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
の
は
︑
穀
物
取
引
の
自
由
化
で
打

撃
を
蒙
る
投
機
業
者
が
︑
小
麦
を
退
蔵
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
︑
七
五
年
春
か
ら
秋
に
か
け
て
穀
物
・
パ
ン
価
格
は
高
騰
し
︑

各
地
で
民
衆
の
食
糧
暴
動
が
起
き
た
︒
こ
れ
が
﹁
小
麦
粉
戦
争guerre de farine

﹂
と
云
わ
れ
る
事
件
で
あ
る
︒
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や

ミ
ロ
メ
ニ
ル
ら
啓
蒙
主
義
哲
学
者
ら
は
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
陰
謀
で
は
な
い
か
と
疑
い
︑
チ
ュ
ル
ゴ
も
同
調
し
︑
パ
リ
に
ビ
ロ
ン
元
帥

の
軍
隊
を
集
結
さ
せ
︑
民
衆
蜂
起
を
力
で
弾
圧
し
た
︒
こ
れ
が
か
れ
の
躓
き
の
第
一
歩
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
を
見
た
か
れ

の
敵
対
勢
力
は
リ
ベ
ラ
ル
思
想
の
危
険
を
国
王
に
訴
え
始
め
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
も
チ
ュ
ル
ゴ
は
ひ
る
ま
ず
︑
翌
七
六
年
一
月
に
は
六
つ
の
王
令
を
準
備
し
た
︒
こ
れ
こ
そ
が
構
造
改
革
の
基
本
と
な
る
べ

き
も
の
だ
っ
た
︒
本
稿
と
の
関
連
で
重
要
な
の
は
︑﹁
国
王
道
路
賦
役corvée

﹂
の
廃
止
と
﹁
労
働
の
自
由
﹂
で
あ
る
︒
国
王
道
路
賦

役
は
農
民
に
重
い
負
担
を
課
し
て
い
た
か
ら
こ
れ
を
廃
止
し
︑
代
わ
り
に
道
路
普
請
の
従
事
者
に
は
賃
銀
を
支
払
う
制
度
に
変
え

る
︒
賃
銀
の
原
資
は
︑
土
地
所
有
者
へ
の
課
税
で
︑
そ
れ
が
橋ポ

　ン

　ゼ

　シ

　ョ

　セ

梁
・
道
路
局
の
予
算
に
繰
り
入
れ
ら
れ
︑
道
路
補
修
に
従
事
し
た
農

民
ら
に
支
払
わ
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
︒
こ
れ
は
か
れ
が
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
地
方
長
官
時
代
に
実
施
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
︒

﹁
労
働
︵
営
業
︶
の
自
由
﹂
を
確
立
す
る
た
め
に
は
︑
そ
の
障
碍
物
を
除
去
す
る
必
要
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ギ
ル
ド
︵
同
業
組
合
︶︑

と
り
わ
け
宣
誓
ギ
ル
ド
の
廃
止
︑
親
方
・
徒
弟
制
の
廃
止
で
あ
る︶44
︵

︒
こ
れ
に
よ
り
個
人
は
己
の
意
思
と
責
任
で
職
業
を
選
び
︑
企
業

を
興
し
︑
物
を
生
産
し
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
︑
あ
る
い
は
己
の
労
働
力
を
売
っ
て
賃
銀
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
︑
特
権
を
廃
し

た
自
由
な
競
争
は
経
済
活
動
を
活
発
化
し
一
国
の
富
を
増
進
す
る
︑
と
い
う
構
想
だ
っ
た
︒
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と
こ
ろ
が
︑
こ
の
二
つ
は
既
得
権
者
の
猛
反
撥
を
惹
き
起
こ
し
た
︒
農
村
在
住
の
貴
族
・
領
主
ら
は
︑
国
王
賦
役
の
た
め
に
課
税

さ
れ
る
こ
と
に
憤
慨
し
激
し
く
抗
議
し
た
︒
都
市
に
お
い
て
は
︑
商
工
業
ギ
ル
ド
の
親
方
層
や
宣
誓
ギ
ル
ド
の
幹
部
が
︑
伝
統
的
権

利
の
侵
害
に
激
し
く
反
撥
し
た
の
で
あ
る
︒
国
王
は
親
臨
法
廷
を
設
け
て
︑
七
六
年
三
月
に
高
等
法
院
に
登
録
を
強
要
し
た
の
だ

が
︑
後
に
チ
ュ
ル
ゴ
の
更
迭
と
共
に
こ
の
制
度
改
革
も
ご
破
算
と
な
っ
た︶45
︵

︒

さ
て
本
稿
の
テ
ー
マ
に
戻
ろ
う
︒
チ
ュ
ル
ゴ
は
デ
ポ
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
考
え
に
傾
い
て
い
く
︒
か
れ
が
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
地
方

長
官
に
選
任
さ
れ
た
の
は
一
七
六
一
年
だ
か
ら
︑
デ
ポ
開
設
の
王
令
が
施
行
さ
れ
る
七
年
前
で
あ
る
︒
か
れ
は
リ
モ
ー
ジ
ュ
で
実
践

す
べ
き
貧
民
対
策
の
前
提
と
し
て
︑
国
王
賦
役
の
廃
止
を
考
え
て
い
た
︒
国
王
道
路
の
補
修
に
は
失
業
し
た
貧
民
を
雇
用
し
︑
賃
銀

を
払
う
こ
と
で
救
貧
で
き
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
︒
こ
れ
が
﹁
慈
善
工
房
﹂
と
呼
称
さ
れ
た
構
想
の
一
部
で
あ
る
︒

ま
た
︑
労
働
不
能
貧
民
の
生
活
支
援
に
つ
い
て
は
︑
当
初
は
領
主
や
土
地
所
有
者
の
市
民
精
神
に
信
を
置
き
︑
自
発
的
な
食
料
援

助
を
期
待
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
施
し
局
は
資
金
枯
渇
で
ほ
と
ん
ど
機
能
せ
ず
︑
チ
ュ
ル
ゴ
を
失
望
さ
せ
た
︒﹇A

dam
s, 1990, p.104

﹈

こ
の
経
験
か
ら
か
れ
は
︑
一
方
で
経
済
活
動
の
自
由
化
を
説
く
傍
ら
︑
経
済
不
況
の
と
き
に
は
失
業
者
に
は
王
権
の
直
接
的
支
援
が

必
要
と
の
考
え
を
も
つ
に
至
っ
た
︒

一
七
六
八
年
以
降
︑
リ
ム
ー
ザ
ン
総
徴
税
管
区
に
は
リ
モ
ー
ジ
ュ
と
ア
ン
グ
レ
ー
ム
に
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
︒
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
デ

ポ
に
は
︑
不
況
で
職
を
失
っ
た
労
働
者
や
職
人
︑
不
慮
の
災
難
で
身
体
を
壊
し
た
不
幸
な
人
々
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
︒
ま
た
凶

暴
な
精
神
障
碍
者
も
入
っ
て
お
り
︑
そ
の
暴
力
性
を
緩
和
す
る
た
め
に
︑
か
れ
は
咬
み
煙
草
を
与
え
る
よ
う
指
示
も
出
し
て
い
る
︒

一
七
七
〇
年
の
凶
作
に
よ
る
パ
ン
価
格
の
高
騰
の
際
に
は
︑
近
接
の
市
場
か
ら
穀
物
を
輸
入
し
た
り
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
と

交
渉
し
て
︑
そ
こ
に
蓄
え
ら
れ
た
ラ
イ
麦
や
そ
ら
豆
︑
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
デ
ポ
に
供
給
さ
せ
た
︒
ア
ン
グ
レ
ー
ム
の
デ
ポ
に
は
大
量
に

乞食収容所の開設
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買
い
付
け
た
コ
メ
を
供
給
し
︑
逆
に
こ
の
デ
ポ
が
貯
蔵
し
て
い
る
ラ
イ
麦
を
︑
そ
の
地
の
市
場
に
放
出
し
た
︒
そ
し
て
︑
小
麦
価
格

が
低
落
す
る
ま
で
︑
困
窮
ゆ
え
に
物
乞
い
せ
ざ
る
を
得
な
い
貧
民
を
逮
捕
し
な
い
よ
う
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
に
指
示
し
た
︒

リ
モ
ー
ジ
ュ
の
デ
ポ
も
衛
生
条
件
は
良
く
は
な
く
︑
七
二
年
に
は
疫
病
で
収
容
者
の
三
分
の
一
が
死
亡
し
た
と
い
う
︒
ま
た
こ
の

頃
︑
チ
ュ
ル
ゴ
は
小
麦
の
播
種
時
期
に
収
容
者
が
一
時
的
に
退
所
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
か
れ
は
救
貧
と
い
う
観

点
か
ら
︑
デ
ポ
の
有
効
性
に
懐
疑
的
に
な
っ
て
い
た
︒
チ
ュ
ル
ゴ
が
提
唱
し
た
﹁
慈
善
工
房atlier de charité

﹂
は
︑
労
働
可
能
な

女
性
貧
民
に
は
紡
績
や
織
布
な
ど
の
仕
事
を
︑
男
性
貧
民
に
は
道
路
や
運
河
の
開
鑿
・
補
修
の
仕
事
を
提
供
す
る
と
い
う
構
想
だ
っ

た
︒一

七
七
四
年
八
月
︑
チ
ュ
ル
ゴ
は
財
務
総
監
に
就
任
す
る
と
︑
リ
モ
ー
ジ
ュ
で
の
経
験
を
踏
ま
え
て
︑
救
貧
施
策
を
実
施
す
る
た

め
に
︑
ま
ず
慈
善
的
資
源
が
ど
の
く
ら
い
現
存
す
る
の
か
︑
全
国
調
査
を
指
示
し
た
︒
つ
ま
り
各
教
区
の
慈
善
団
体
︑
オ
テ
ル
・

デ
ュ
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
︑
食
料
配
布
団
体
︑
施
し
団
体
︑
病
者
や
貧
民
の
慰
安
団
体
︑
さ
ら
に
監
獄
の
存
在
に
ま
で
調
査

を
広
げ
た
︒
と
く
に
聖
職
者
が
も
つ
慈
善
資
源
に
は
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
︒
そ
し
て
こ
の
貧
民
・
貧
困
問
題
の
包
括
的
政
策

の
検
討
を
︑
ロ
メ
ニ
ィ
・
ド
・
ブ
リ
エ
ン
ヌ
を
座
長
と
す
る
委
員
会
に
委
ね
た
︒
か
れ
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
以
来
の
友
人
で
あ
り
︑
ト
ゥ

ル
ー
ズ
の
大
司
教
で
あ
っ
た
︒︵
後
述
︶

他
方
︑
デ
ポ
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
の
政
策
は
優
先
順
位
を
間
違
え
て
い
た
と
反
省
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
労
働
不
能
者
の
生
活

支
援
と
健
康
面
で
の
手
当
て
を
ま
ず
為
す
べ
き
な
の
に
︑
流
民
の
逮
捕
と
拘
留
を
優
先
し
た
と
批
判
す
る
︒
乞
食
の
根
絶
は
不
可
能

だ
と
現
実
的
な
認
識
を
踏
ま
え
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒﹁
物
乞
い
は
犯
罪
行
為
と
見
な
さ
れ
な
い
限
り
︑
貧
窮
ゆ
え
に
生
き
る

た
め
に
は
物
乞
い
せ
ざ
る
を
得
な
い
限
り
に
お
い
て
︑
さ
ら
に
労
働
不
能
貧
民
に
は
救
済
が
︑
労
働
可
能
貧
民
に
は
適
当
な
仕
事
を
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と
こ
ろ
が
︑
こ
の
二
つ
は
既
得
権
者
の
猛
反
撥
を
惹
き
起
こ
し
た
︒
農
村
在
住
の
貴
族
・
領
主
ら
は
︑
国
王
賦
役
の
た
め
に
課
税

さ
れ
る
こ
と
に
憤
慨
し
激
し
く
抗
議
し
た
︒
都
市
に
お
い
て
は
︑
商
工
業
ギ
ル
ド
の
親
方
層
や
宣
誓
ギ
ル
ド
の
幹
部
が
︑
伝
統
的
権

利
の
侵
害
に
激
し
く
反
撥
し
た
の
で
あ
る
︒
国
王
は
親
臨
法
廷
を
設
け
て
︑
七
六
年
三
月
に
高
等
法
院
に
登
録
を
強
要
し
た
の
だ

が
︑
後
に
チ
ュ
ル
ゴ
の
更
迭
と
共
に
こ
の
制
度
改
革
も
ご
破
算
と
な
っ
た︶45
︵

︒

さ
て
本
稿
の
テ
ー
マ
に
戻
ろ
う
︒
チ
ュ
ル
ゴ
は
デ
ポ
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
考
え
に
傾
い
て
い
く
︒
か
れ
が
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
地
方

長
官
に
選
任
さ
れ
た
の
は
一
七
六
一
年
だ
か
ら
︑
デ
ポ
開
設
の
王
令
が
施
行
さ
れ
る
七
年
前
で
あ
る
︒
か
れ
は
リ
モ
ー
ジ
ュ
で
実
践

す
べ
き
貧
民
対
策
の
前
提
と
し
て
︑
国
王
賦
役
の
廃
止
を
考
え
て
い
た
︒
国
王
道
路
の
補
修
に
は
失
業
し
た
貧
民
を
雇
用
し
︑
賃
銀

を
払
う
こ
と
で
救
貧
で
き
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
︒
こ
れ
が
﹁
慈
善
工
房
﹂
と
呼
称
さ
れ
た
構
想
の
一
部
で
あ
る
︒

ま
た
︑
労
働
不
能
貧
民
の
生
活
支
援
に
つ
い
て
は
︑
当
初
は
領
主
や
土
地
所
有
者
の
市
民
精
神
に
信
を
置
き
︑
自
発
的
な
食
料
援

助
を
期
待
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
施
し
局
は
資
金
枯
渇
で
ほ
と
ん
ど
機
能
せ
ず
︑
チ
ュ
ル
ゴ
を
失
望
さ
せ
た
︒﹇A

dam
s, 1990, p.104

﹈

こ
の
経
験
か
ら
か
れ
は
︑
一
方
で
経
済
活
動
の
自
由
化
を
説
く
傍
ら
︑
経
済
不
況
の
と
き
に
は
失
業
者
に
は
王
権
の
直
接
的
支
援
が

必
要
と
の
考
え
を
も
つ
に
至
っ
た
︒

一
七
六
八
年
以
降
︑
リ
ム
ー
ザ
ン
総
徴
税
管
区
に
は
リ
モ
ー
ジ
ュ
と
ア
ン
グ
レ
ー
ム
に
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
︒
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
デ

ポ
に
は
︑
不
況
で
職
を
失
っ
た
労
働
者
や
職
人
︑
不
慮
の
災
難
で
身
体
を
壊
し
た
不
幸
な
人
々
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
︒
ま
た
凶

暴
な
精
神
障
碍
者
も
入
っ
て
お
り
︑
そ
の
暴
力
性
を
緩
和
す
る
た
め
に
︑
か
れ
は
咬
み
煙
草
を
与
え
る
よ
う
指
示
も
出
し
て
い
る
︒

一
七
七
〇
年
の
凶
作
に
よ
る
パ
ン
価
格
の
高
騰
の
際
に
は
︑
近
接
の
市
場
か
ら
穀
物
を
輸
入
し
た
り
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
と

交
渉
し
て
︑
そ
こ
に
蓄
え
ら
れ
た
ラ
イ
麦
や
そ
ら
豆
︑
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
デ
ポ
に
供
給
さ
せ
た
︒
ア
ン
グ
レ
ー
ム
の
デ
ポ
に
は
大
量
に

乞食収容所の開設
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買
い
付
け
た
コ
メ
を
供
給
し
︑
逆
に
こ
の
デ
ポ
が
貯
蔵
し
て
い
る
ラ
イ
麦
を
︑
そ
の
地
の
市
場
に
放
出
し
た
︒
そ
し
て
︑
小
麦
価
格

が
低
落
す
る
ま
で
︑
困
窮
ゆ
え
に
物
乞
い
せ
ざ
る
を
得
な
い
貧
民
を
逮
捕
し
な
い
よ
う
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
に
指
示
し
た
︒

リ
モ
ー
ジ
ュ
の
デ
ポ
も
衛
生
条
件
は
良
く
は
な
く
︑
七
二
年
に
は
疫
病
で
収
容
者
の
三
分
の
一
が
死
亡
し
た
と
い
う
︒
ま
た
こ
の

頃
︑
チ
ュ
ル
ゴ
は
小
麦
の
播
種
時
期
に
収
容
者
が
一
時
的
に
退
所
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
か
れ
は
救
貧
と
い
う
観

点
か
ら
︑
デ
ポ
の
有
効
性
に
懐
疑
的
に
な
っ
て
い
た
︒
チ
ュ
ル
ゴ
が
提
唱
し
た
﹁
慈
善
工
房atlier de charité

﹂
は
︑
労
働
可
能
な

女
性
貧
民
に
は
紡
績
や
織
布
な
ど
の
仕
事
を
︑
男
性
貧
民
に
は
道
路
や
運
河
の
開
鑿
・
補
修
の
仕
事
を
提
供
す
る
と
い
う
構
想
だ
っ

た
︒一

七
七
四
年
八
月
︑
チ
ュ
ル
ゴ
は
財
務
総
監
に
就
任
す
る
と
︑
リ
モ
ー
ジ
ュ
で
の
経
験
を
踏
ま
え
て
︑
救
貧
施
策
を
実
施
す
る
た

め
に
︑
ま
ず
慈
善
的
資
源
が
ど
の
く
ら
い
現
存
す
る
の
か
︑
全
国
調
査
を
指
示
し
た
︒
つ
ま
り
各
教
区
の
慈
善
団
体
︑
オ
テ
ル
・

デ
ュ
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
︑
食
料
配
布
団
体
︑
施
し
団
体
︑
病
者
や
貧
民
の
慰
安
団
体
︑
さ
ら
に
監
獄
の
存
在
に
ま
で
調
査

を
広
げ
た
︒
と
く
に
聖
職
者
が
も
つ
慈
善
資
源
に
は
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
︒
そ
し
て
こ
の
貧
民
・
貧
困
問
題
の
包
括
的
政
策

の
検
討
を
︑
ロ
メ
ニ
ィ
・
ド
・
ブ
リ
エ
ン
ヌ
を
座
長
と
す
る
委
員
会
に
委
ね
た
︒
か
れ
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
以
来
の
友
人
で
あ
り
︑
ト
ゥ

ル
ー
ズ
の
大
司
教
で
あ
っ
た
︒︵
後
述
︶

他
方
︑
デ
ポ
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
の
政
策
は
優
先
順
位
を
間
違
え
て
い
た
と
反
省
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
労
働
不
能
者
の
生
活

支
援
と
健
康
面
で
の
手
当
て
を
ま
ず
為
す
べ
き
な
の
に
︑
流
民
の
逮
捕
と
拘
留
を
優
先
し
た
と
批
判
す
る
︒
乞
食
の
根
絶
は
不
可
能

だ
と
現
実
的
な
認
識
を
踏
ま
え
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒﹁
物
乞
い
は
犯
罪
行
為
と
見
な
さ
れ
な
い
限
り
︑
貧
窮
ゆ
え
に
生
き
る

た
め
に
は
物
乞
い
せ
ざ
る
を
得
な
い
限
り
に
お
い
て
︑
さ
ら
に
労
働
不
能
貧
民
に
は
救
済
が
︑
労
働
可
能
貧
民
に
は
適
当
な
仕
事
を
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用
意
す
る
施
策
が
採
ら
れ
な
い
限
り
︑
こ
の
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
︒﹂
と
︒﹇A

dam
s, 1990, p.131

﹈

こ
う
し
た
認
識
に
基
づ
い
て
︑
チ
ュ
ル
ゴ
は
一
七
七
五
年
三
月
に
︑
ま
ず
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
に
よ
る
逮
捕
は
流
民
だ
け
に
留
め
︑﹁
住

所
確
定
の
乞
食m

endiants dom
iciliés

﹂
の
逮
捕
は
中
止
す
る
よ
う
に
︑
地
方
長
官
に
指
示
し
た
︒
さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
︑
デ

ポ
に
拘
留
さ
れ
て
い
る
貧
民
の
漸
次
釈
放
と
︑
デ
ポ
の
閉
鎖
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
︒
但
し
︑
サ
ン
・
ド
ニ
な
ど
全
国
に
五
デ
ポ
だ

け
を
残
し
︑
こ
れ
を
﹁
懲
治
監
﹂
と
し
て
︑
犯
罪
の
惧
れ
の
あ
る
危
険
な
乞
食
・
流
民
を
閉
じ
込
め
よ
と
命
じ
た
の
で
あ
る
︒
経
費

負
担
に
苦
労
し
て
い
た
地
方
の
デ
ポ
は
︑
こ
れ
幸
い
と
閉
鎖
す
る
も
の
が
続
出
し
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
チ
ュ
ル
ゴ
の
自
由
主
義
的
改
革
を
快
く
思
わ
な
い
政
府
高
官
や
貴
族
ら
は
一
斉
に
反
撥
し
た
︑
デ
ポ
が
閉
鎖
さ
れ
︑

拘
留
さ
れ
て
い
る
乞
食
・
流
民
を
釈
放
す
れ
ば
︑
治
安
悪
化
を
招
く
こ
と
は
必
定
だ
と
声
高
に
叫
ん
だ
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
七
六

年
に
チ
ュ
ル
ゴ
は
財
務
総
監
職
を
解
任
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
か
れ
の
後
任
の
財
務
総
監
は
こ
の
施
策
を
撤
回
し
︑
一
旦
閉
じ
た
デ
ポ

を
再
開
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
チ
ュ
ル
ゴ
の
斬
新
か
つ
リ
ベ
ラ
ル
な
構
造
改
革
は
︑
二
年
足
ら
ず
で
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
︒
ま
さ
し
く

﹁
幕
間
劇interm

ède

﹂
で
あ
っ
た
︒

さ
て
最
後
に
︑
チ
ュ
ル
ゴ
が
諮
問
し
た
委
員
会
の
座
長
︑
ロ
メ
ニ
ィ
・
ド
・
ブ
リ
エ
ン
ヌ︶46
︵

の
貧
民
・
貧
困
問
題
の
包
括
的
政
策
構

想
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
お
こ
う
︒
こ
の
報
告
は
極
秘
扱
い
の
上
︑
ま
た
チ
ュ
ル
ゴ
が
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
た
た
め
に
︑
公
に
な
る

こ
と
は
な
く
︑
も
ち
ろ
ん
実
施
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
が
︑
革
命
期
の
乞
食
委
員
会
の
提
言
に
も
継
承
さ
れ
る
内
容
を
含
ん

で
い
た
︒

チ
ュ
ル
ゴ
の
諮
問
を
受
け
た
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
か
ら
デ
ポ
に
関
す
る
資
料
を
取
り
寄
せ
︑
各
地
の
デ
ポ
の
実
態
や
地

方
長
官
の
考
え
な
ど
を
理
解
し
た
︒
か
れ
は
こ
れ
ら
の
知
見
と
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
で
の
経
験
を
踏
ま
え
て
︑
乞
食
・
流
民
問
題
の
あ
る

乞食収容所の開設
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べ
き
処
方
箋
を
提
案
し
た︶47
︵

︒

ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
従
来
の
乞
食
の
二
分
法
︑
つ
ま
り
﹁
身
体
壮
健
な
乞
食m

endiant valide

﹂
と
﹁
身
体
虚
弱
な
乞
食m

endiant 

invalide

﹂
と
い
う
分
け
方
に
疑
問
を
呈
す
︒
誰
が
そ
れ
を
判
断
し
決
定
す
る
の
か
︑
前
者
が
労
働
可
能
で
︑
後
者
は
労
働
不
能
と

決
め
つ
け
て
よ
い
の
か
と
問
う
︒
こ
れ
に
代
え
て
︑
か
れ
は
﹁
真
実
の
必
要
性
﹂
と
云
う
基
準
を
説
く
︒
つ
ま
り
﹁
物
乞
い
す
る
以

外
に
生
き
る
術
を
も
た
な
い
﹂
貧
民
と
そ
う
で
な
い
貧
民
︑
つ
ま
り
職
業
乞
食
で
あ
る
︒
前
者
は
合
法
的
で
あ
り
︑
後
者
は
非
合
法

で
あ
り
取
り
締
ま
る
べ
き
だ
と
い
う
︒
こ
れ
に
関
連
し
て
︑
か
れ
は
﹁
喜
捨
︑
施
しaum

ône

﹂
を
禁
止
す
る
の
は
不
当
だ
︑
そ
れ

は
﹁
宗
教
と
人
道
主
義
の
観
点
か
ら
は
賞
賛
す
べ
き
こ
と
だ
﹂
と
云
う
︒﹇Thuillier

︵B
rienne

︶, pp.22-25

﹈
そ
し
て
証
明
書

certificat

の
発
行
を
勧
め
る
︒
こ
れ
を
旅
行
者
や
行
商
人
︑
乞
食
に
携
行
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
︑
こ
れ
を
携
行
し
て
い
な
い
者
が

流
民
︑
も
し
く
は
職
業
乞
食
だ
と
定
義
す
る
︒
そ
し
て
具
体
的
に
は
︑
居
住
地
か
ら
一
里
以
内
で
の
物
乞
い
は
︑
社
会
に
不
安
を
与

え
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
容
認
す
る
︒
そ
の
範
囲
を
超
え
た
と
き
に
は
証
明
書
を
携
行
す
べ
し
と
云
う
︒

ブ
リ
エ
ン
ヌ
の
主
張
は
︑
一
六
五
六
年
以
来
連
綿
と
発
布
さ
れ
た
王
令
の
根
幹
を
否
定
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
繰
り
返
す
が
︑
一
連

の
王
令
は
︑
住
民
に
よ
る
﹁
手
ず
か
ら
の
施
し
=
喜
捨
﹂
を
禁
じ
︑
違
反
者
を
処
罰
す
る
と
布
令
し
た
の
だ
︒
と
こ
ろ
が
ブ
リ
エ
ン

ヌ
は
前
章
で
述
べ
た
貧
民
の﹁
生
存
の
技
法
﹂と
し
て
の
物
乞
い
を
認
め
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
同
時
に
警
告
す
る
︑

公
的
支
援
が
個
人
に
よ
る
救
済
行
為
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
は
い
け
な
い
︑
あ
る
節
度
を
も
っ
て
支
援
す
る
の
が
好
い
︑
と
述
べ
︑
そ

の
観
点
か
ら
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
を
批
判
す
る
︒
そ
れ
は
怠
惰
を
助
長
し
て
い
る
と
︒

か
れ
は
︑
生
き
る
た
め
に
止
む
を
得
ず
物
乞
い
す
る
貧
民
に
は
寛
大
だ
が
︑
職
業
乞
食
や
流
民
に
は
厳
し
く
︑
強
制
労
働
三
年

間
︑
再
犯
者
に
は
終
身
労
働
を
課
す
べ
き
だ
と
い
う
︒﹁
そ
れ
だ
け
が
こ
の
魅
力
的
で
不
幸
な
職
業
へ
の
唯
一
の
ブ
レ
ー
キ
な
の
だ
﹂
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用
意
す
る
施
策
が
採
ら
れ
な
い
限
り
︑
こ
の
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
︒﹂
と
︒﹇A

dam
s, 1990, p.131

﹈

こ
う
し
た
認
識
に
基
づ
い
て
︑
チ
ュ
ル
ゴ
は
一
七
七
五
年
三
月
に
︑
ま
ず
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
に
よ
る
逮
捕
は
流
民
だ
け
に
留
め
︑﹁
住

所
確
定
の
乞
食m

endiants dom
iciliés

﹂
の
逮
捕
は
中
止
す
る
よ
う
に
︑
地
方
長
官
に
指
示
し
た
︒
さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
︑
デ

ポ
に
拘
留
さ
れ
て
い
る
貧
民
の
漸
次
釈
放
と
︑
デ
ポ
の
閉
鎖
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
︒
但
し
︑
サ
ン
・
ド
ニ
な
ど
全
国
に
五
デ
ポ
だ

け
を
残
し
︑
こ
れ
を
﹁
懲
治
監
﹂
と
し
て
︑
犯
罪
の
惧
れ
の
あ
る
危
険
な
乞
食
・
流
民
を
閉
じ
込
め
よ
と
命
じ
た
の
で
あ
る
︒
経
費

負
担
に
苦
労
し
て
い
た
地
方
の
デ
ポ
は
︑
こ
れ
幸
い
と
閉
鎖
す
る
も
の
が
続
出
し
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
チ
ュ
ル
ゴ
の
自
由
主
義
的
改
革
を
快
く
思
わ
な
い
政
府
高
官
や
貴
族
ら
は
一
斉
に
反
撥
し
た
︑
デ
ポ
が
閉
鎖
さ
れ
︑

拘
留
さ
れ
て
い
る
乞
食
・
流
民
を
釈
放
す
れ
ば
︑
治
安
悪
化
を
招
く
こ
と
は
必
定
だ
と
声
高
に
叫
ん
だ
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
七
六

年
に
チ
ュ
ル
ゴ
は
財
務
総
監
職
を
解
任
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
か
れ
の
後
任
の
財
務
総
監
は
こ
の
施
策
を
撤
回
し
︑
一
旦
閉
じ
た
デ
ポ

を
再
開
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
チ
ュ
ル
ゴ
の
斬
新
か
つ
リ
ベ
ラ
ル
な
構
造
改
革
は
︑
二
年
足
ら
ず
で
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
︒
ま
さ
し
く

﹁
幕
間
劇interm

ède

﹂
で
あ
っ
た
︒

さ
て
最
後
に
︑
チ
ュ
ル
ゴ
が
諮
問
し
た
委
員
会
の
座
長
︑
ロ
メ
ニ
ィ
・
ド
・
ブ
リ
エ
ン
ヌ︶46
︵

の
貧
民
・
貧
困
問
題
の
包
括
的
政
策
構

想
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
お
こ
う
︒
こ
の
報
告
は
極
秘
扱
い
の
上
︑
ま
た
チ
ュ
ル
ゴ
が
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
た
た
め
に
︑
公
に
な
る

こ
と
は
な
く
︑
も
ち
ろ
ん
実
施
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
が
︑
革
命
期
の
乞
食
委
員
会
の
提
言
に
も
継
承
さ
れ
る
内
容
を
含
ん

で
い
た
︒

チ
ュ
ル
ゴ
の
諮
問
を
受
け
た
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
か
ら
デ
ポ
に
関
す
る
資
料
を
取
り
寄
せ
︑
各
地
の
デ
ポ
の
実
態
や
地

方
長
官
の
考
え
な
ど
を
理
解
し
た
︒
か
れ
は
こ
れ
ら
の
知
見
と
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
で
の
経
験
を
踏
ま
え
て
︑
乞
食
・
流
民
問
題
の
あ
る

乞食収容所の開設

─    （46）─

べ
き
処
方
箋
を
提
案
し
た︶47
︵

︒

ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
従
来
の
乞
食
の
二
分
法
︑
つ
ま
り
﹁
身
体
壮
健
な
乞
食m

endiant valide

﹂
と
﹁
身
体
虚
弱
な
乞
食m

endiant 

invalide
﹂
と
い
う
分
け
方
に
疑
問
を
呈
す
︒
誰
が
そ
れ
を
判
断
し
決
定
す
る
の
か
︑
前
者
が
労
働
可
能
で
︑
後
者
は
労
働
不
能
と

決
め
つ
け
て
よ
い
の
か
と
問
う
︒
こ
れ
に
代
え
て
︑
か
れ
は
﹁
真
実
の
必
要
性
﹂
と
云
う
基
準
を
説
く
︒
つ
ま
り
﹁
物
乞
い
す
る
以

外
に
生
き
る
術
を
も
た
な
い
﹂
貧
民
と
そ
う
で
な
い
貧
民
︑
つ
ま
り
職
業
乞
食
で
あ
る
︒
前
者
は
合
法
的
で
あ
り
︑
後
者
は
非
合
法

で
あ
り
取
り
締
ま
る
べ
き
だ
と
い
う
︒
こ
れ
に
関
連
し
て
︑
か
れ
は
﹁
喜
捨
︑
施
しaum

ône

﹂
を
禁
止
す
る
の
は
不
当
だ
︑
そ
れ

は
﹁
宗
教
と
人
道
主
義
の
観
点
か
ら
は
賞
賛
す
べ
き
こ
と
だ
﹂
と
云
う
︒﹇Thuillier

︵B
rienne

︶, pp.22-25

﹈
そ
し
て
証
明
書

certificat

の
発
行
を
勧
め
る
︒
こ
れ
を
旅
行
者
や
行
商
人
︑
乞
食
に
携
行
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
︑
こ
れ
を
携
行
し
て
い
な
い
者
が

流
民
︑
も
し
く
は
職
業
乞
食
だ
と
定
義
す
る
︒
そ
し
て
具
体
的
に
は
︑
居
住
地
か
ら
一
里
以
内
で
の
物
乞
い
は
︑
社
会
に
不
安
を
与

え
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
容
認
す
る
︒
そ
の
範
囲
を
超
え
た
と
き
に
は
証
明
書
を
携
行
す
べ
し
と
云
う
︒

ブ
リ
エ
ン
ヌ
の
主
張
は
︑
一
六
五
六
年
以
来
連
綿
と
発
布
さ
れ
た
王
令
の
根
幹
を
否
定
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
繰
り
返
す
が
︑
一
連

の
王
令
は
︑
住
民
に
よ
る
﹁
手
ず
か
ら
の
施
し
=
喜
捨
﹂
を
禁
じ
︑
違
反
者
を
処
罰
す
る
と
布
令
し
た
の
だ
︒
と
こ
ろ
が
ブ
リ
エ
ン

ヌ
は
前
章
で
述
べ
た
貧
民
の﹁
生
存
の
技
法
﹂と
し
て
の
物
乞
い
を
認
め
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
同
時
に
警
告
す
る
︑

公
的
支
援
が
個
人
に
よ
る
救
済
行
為
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
は
い
け
な
い
︑
あ
る
節
度
を
も
っ
て
支
援
す
る
の
が
好
い
︑
と
述
べ
︑
そ

の
観
点
か
ら
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
を
批
判
す
る
︒
そ
れ
は
怠
惰
を
助
長
し
て
い
る
と
︒

か
れ
は
︑
生
き
る
た
め
に
止
む
を
得
ず
物
乞
い
す
る
貧
民
に
は
寛
大
だ
が
︑
職
業
乞
食
や
流
民
に
は
厳
し
く
︑
強
制
労
働
三
年

間
︑
再
犯
者
に
は
終
身
労
働
を
課
す
べ
き
だ
と
い
う
︒﹁
そ
れ
だ
け
が
こ
の
魅
力
的
で
不
幸
な
職
業
へ
の
唯
一
の
ブ
レ
ー
キ
な
の
だ
﹂
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と
説
く
︒

ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
︑
物
乞
い
を
予
防
す
る
た
め
に
︑
貧
民
に
仕
事
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
︑
臨
時
の
︑
あ
る
い
は
恒
常

的
な
工
房
を
政
府
が
造
る
よ
う
に
提
案
し
て
い
る
︒
具
体
的
に
は
女
性
の
た
め
の
紡
織
作
業
所
や
︑
男
性
貧
民
に
は
道
路
補
修
な
ど

公
共
土
木
事
業
を
提
供
し
︑
本
人
と
そ
の
家
族
を
養
う
に
足
る
賃
銀
を
保
証
す
べ
き
だ
と
い
う
︒
こ
の
観
点
か
ら
国
王
賦
役
は
廃
止

す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
︒
こ
れ
は
ま
さ
し
く
チ
ュ
ル
ゴ
の
改
革
と
符
合
す
る
提
案
だ
っ
た
︒

病
者
貧
民
の
処
遇
を
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
二
つ
に
分
け
て
説
い
て
い
る
︒
一
は
一
時
的
な
病
者
で
︑
こ
れ
は
昔
か
ら
あ
ち
こ
ち
に
建
て

ら
れ
た
オ
テ
ル
・
デ
ュ
や
慈
善
の
家
が
手
当
て
を
し
て
き
た
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
全
て
の
病
者
を
詰
め
込
ん
で
き
た
の
は
間
違
い
だ
っ

た
︒﹁
空
気
が
伝コ
ン
タ
ジ
オ
ン

染
病
の
第
一
の
運
び
屋
だ
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
︑
清
潔
︑
衛
生
が
最
初
の
治
療
法
で
あ
る
こ
と
に
想
到
し
な
か
っ

た
た
め
で
あ
る
︒﹂
と
述
べ
る
︒﹇Thuillier

︵B
rienne

︶, p.46

﹈
ブ
リ
エ
ン
ヌ
も
当
時
の
医
師
た
ち
と
同
じ
く
︑
病
気
の
原
因
と
し

て
瘴
気
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
判
る
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
か
れ
は
結
論
と
し
て
︑
病
者
を
一
カ
所
に
集
め
る
よ
り
も
分
散
さ
せ
る

こ
と
︑
で
き
れ
ば
自
宅
で
の
療
養
が
好
い
と
云
う
︒﹁
貧
民
に
尋
ね
て
み
よ
︑
彼
ら
は
︑
オ
ピ
タ
ル
を
死
が
待
ち
構
え
て
い
る
所
と

恐
れ
て
い
る
︒
反
対
に
︑
在
宅
で
受
け
る
救
済
こ
そ
が
本
当
の
救
済
だ
と
み
な
し
て
い
る
︑
と
云
う
だ
ろ
う
︒﹂﹇Thuillier

︵B
rienne

︶, 

p.49

﹈
し
た
が
っ
て
︑
都
市
で
は
小
さ
な
行
政
単
位
に
分
け
て
︑
手
足
と
な
る
在
宅
ケ
ア
の
ス
タ
ッ
フ
を
配
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
い
う
︒

ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
も
う
一
つ
の
病
者
カ
テ
ゴ
リ
ィ
を
﹁
習
慣
性
の
心
身
障
碍
者infirm

ités habituelles

﹂
と
呼
び
︑
精
神
障
碍
者
︑

て
ん
か
ん
患
者
︑
盲
人
︑
身
体
障
碍
者
︑
老
齢
者
を
挙
げ
て
い
る
︒
身
体
障
害
者
や
老
齢
者
は
必
ず
し
も
オ
ピ
タ
ル
や
施
設
に
入
れ

る
必
要
は
な
い
︑
在
宅
で
支
援
を
う
け
る
の
が
好
い
︑
経
費
も
安
上
が
り
だ
し
︑
家
族
の
献
身
も
受
け
ら
れ
る
か
ら
だ
︑
と
云
う
︒

乞食収容所の開設

─    （48）─

そ
し
て
公
的
支
援
を
受
け
て
い
る
者
は
︑
物
乞
い
を
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
︑
と
述
べ
る
︒
但
し
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
︑
精
神
障
碍
者
と

て
ん
か
ん
患
者
は
︑
特
別
な
オ
ピ
タ
ル
を
造
り
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
︒﹇Thuillier

︵B
rienne

︶, p.53

﹈

ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
︑
本
稿
で
縷
々
述
べ
た
よ
う
な
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
や
デ
ポ
に
お
け
る
居
住
・
衛
生
条
件
の
劣
悪
さ
や
非

人
道
的
な
処
遇
を
熟
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
右
に
見
た
よ
う
に
︑
在
宅
救
済
を
是
と
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

次
に
捨
子
・
孤
児
の
処
遇
に
つ
い
て
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
︑
現
行
法
は
子
ど
も
の
保
護
に
な
っ
て
い
な
い
と
批
判
す
る
の
だ
が
︑
興

味
深
い
の
は
母
親
の
保
護
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
︒
子
ど
も
を
死
な
せ
た
母
親
を
死
刑
に
処
す
る
制
度
や
︑
未
婚
の
母
が

妊
娠
し
た
こ
と
を
判
事
に
届
け
る
制
度
は
馬
鹿
げ
て
い
る
し
︑
オ
ピ
タ
ル
な
ど
が
︑
預
か
っ
て
い
る
子
ど
も
の
経
費
を
負
担
さ
せ
よ

う
と
︑
父
親
捜
し
を
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
︑
と
述
べ
る
︒
未
婚
の
母
が
安
心
し
て
子
ど
も
を
出
産
で
き
る
仕
組
み
を
つ
く
る

べ
き
だ
と
云
う
︒﹁
娘
が
自
ら
の
意
思
で
己
の
過
ち
と
困
窮
を
告
白
に
来
た
な
ら
︑
判
事
や
監
督
官
は
彼
女
の
た
め
に
隠
れ
家
を
用

意
し
︑
名
前
も
明
か
さ
ず
に
密
か
に
出
産
で
き
る
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
だ
し
︑
そ
の
子
は
母
親
の
手
か
ら
引
き
取
り
保
護
す
べ
き

だ
︒﹂
と
述
べ
る
︒﹇Thuillier

︵B
rienne

︶, p.43

﹈
あ
る
い
は
︑
農
村
に
も
捨
子
養
育
院
を
造
り
︑
修
道
女
ら
が
造
っ
た
回
転
籠
を

設
け
る
べ
し
と
も
云
う
︒

だ
が
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
︑
捨
子
を
農
村
の
乳
母
に
預
け
る
態
勢
の
弊
害
に
は
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
︒﹁
子
ど
も
は
一
定
の
年
齢

に
達
し
︑
自
ら
口
に
糊
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
︑
直
ち
に
農
村
の
乳
母
の
許
に
預
け
る
べ
き
だ
︒﹂
と
云
う
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑

捨
子
養
育
院
や
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
が
云
う
よ
う
に
︑
生
後
間
も
な
い
乳
児
を
︑
す
ぐ
に
遠
隔
地
の
農
村
の

乳
母
に
カ
ネ
を
払
っ
て
預
け
て
い
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
結
果
は
ど
う
だ
っ
た
か
︒
乳
幼
児
の
大
半
は
数
年
の
う
ち
に
乳
母
の
許
で
命

を
落
と
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
現
実
を
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
私
に
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
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と
説
く
︒

ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
︑
物
乞
い
を
予
防
す
る
た
め
に
︑
貧
民
に
仕
事
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
︑
臨
時
の
︑
あ
る
い
は
恒
常

的
な
工
房
を
政
府
が
造
る
よ
う
に
提
案
し
て
い
る
︒
具
体
的
に
は
女
性
の
た
め
の
紡
織
作
業
所
や
︑
男
性
貧
民
に
は
道
路
補
修
な
ど

公
共
土
木
事
業
を
提
供
し
︑
本
人
と
そ
の
家
族
を
養
う
に
足
る
賃
銀
を
保
証
す
べ
き
だ
と
い
う
︒
こ
の
観
点
か
ら
国
王
賦
役
は
廃
止

す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
︒
こ
れ
は
ま
さ
し
く
チ
ュ
ル
ゴ
の
改
革
と
符
合
す
る
提
案
だ
っ
た
︒

病
者
貧
民
の
処
遇
を
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
二
つ
に
分
け
て
説
い
て
い
る
︒
一
は
一
時
的
な
病
者
で
︑
こ
れ
は
昔
か
ら
あ
ち
こ
ち
に
建
て

ら
れ
た
オ
テ
ル
・
デ
ュ
や
慈
善
の
家
が
手
当
て
を
し
て
き
た
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
全
て
の
病
者
を
詰
め
込
ん
で
き
た
の
は
間
違
い
だ
っ

た
︒﹁
空
気
が
伝コ
ン
タ
ジ
オ
ン

染
病
の
第
一
の
運
び
屋
だ
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
︑
清
潔
︑
衛
生
が
最
初
の
治
療
法
で
あ
る
こ
と
に
想
到
し
な
か
っ

た
た
め
で
あ
る
︒﹂
と
述
べ
る
︒﹇Thuillier

︵B
rienne

︶, p.46

﹈
ブ
リ
エ
ン
ヌ
も
当
時
の
医
師
た
ち
と
同
じ
く
︑
病
気
の
原
因
と
し

て
瘴
気
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
判
る
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
か
れ
は
結
論
と
し
て
︑
病
者
を
一
カ
所
に
集
め
る
よ
り
も
分
散
さ
せ
る

こ
と
︑
で
き
れ
ば
自
宅
で
の
療
養
が
好
い
と
云
う
︒﹁
貧
民
に
尋
ね
て
み
よ
︑
彼
ら
は
︑
オ
ピ
タ
ル
を
死
が
待
ち
構
え
て
い
る
所
と

恐
れ
て
い
る
︒
反
対
に
︑
在
宅
で
受
け
る
救
済
こ
そ
が
本
当
の
救
済
だ
と
み
な
し
て
い
る
︑
と
云
う
だ
ろ
う
︒﹂﹇Thuillier

︵B
rienne

︶, 

p.49

﹈
し
た
が
っ
て
︑
都
市
で
は
小
さ
な
行
政
単
位
に
分
け
て
︑
手
足
と
な
る
在
宅
ケ
ア
の
ス
タ
ッ
フ
を
配
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
い
う
︒

ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
も
う
一
つ
の
病
者
カ
テ
ゴ
リ
ィ
を
﹁
習
慣
性
の
心
身
障
碍
者infirm

ités habituelles

﹂
と
呼
び
︑
精
神
障
碍
者
︑

て
ん
か
ん
患
者
︑
盲
人
︑
身
体
障
碍
者
︑
老
齢
者
を
挙
げ
て
い
る
︒
身
体
障
害
者
や
老
齢
者
は
必
ず
し
も
オ
ピ
タ
ル
や
施
設
に
入
れ

る
必
要
は
な
い
︑
在
宅
で
支
援
を
う
け
る
の
が
好
い
︑
経
費
も
安
上
が
り
だ
し
︑
家
族
の
献
身
も
受
け
ら
れ
る
か
ら
だ
︑
と
云
う
︒

乞食収容所の開設

─    （48）─

そ
し
て
公
的
支
援
を
受
け
て
い
る
者
は
︑
物
乞
い
を
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
︑
と
述
べ
る
︒
但
し
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
︑
精
神
障
碍
者
と

て
ん
か
ん
患
者
は
︑
特
別
な
オ
ピ
タ
ル
を
造
り
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
︒﹇Thuillier

︵B
rienne

︶, p.53

﹈

ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
︑
本
稿
で
縷
々
述
べ
た
よ
う
な
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
や
デ
ポ
に
お
け
る
居
住
・
衛
生
条
件
の
劣
悪
さ
や
非

人
道
的
な
処
遇
を
熟
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
右
に
見
た
よ
う
に
︑
在
宅
救
済
を
是
と
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

次
に
捨
子
・
孤
児
の
処
遇
に
つ
い
て
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
︑
現
行
法
は
子
ど
も
の
保
護
に
な
っ
て
い
な
い
と
批
判
す
る
の
だ
が
︑
興

味
深
い
の
は
母
親
の
保
護
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
︒
子
ど
も
を
死
な
せ
た
母
親
を
死
刑
に
処
す
る
制
度
や
︑
未
婚
の
母
が

妊
娠
し
た
こ
と
を
判
事
に
届
け
る
制
度
は
馬
鹿
げ
て
い
る
し
︑
オ
ピ
タ
ル
な
ど
が
︑
預
か
っ
て
い
る
子
ど
も
の
経
費
を
負
担
さ
せ
よ

う
と
︑
父
親
捜
し
を
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
︑
と
述
べ
る
︒
未
婚
の
母
が
安
心
し
て
子
ど
も
を
出
産
で
き
る
仕
組
み
を
つ
く
る

べ
き
だ
と
云
う
︒﹁
娘
が
自
ら
の
意
思
で
己
の
過
ち
と
困
窮
を
告
白
に
来
た
な
ら
︑
判
事
や
監
督
官
は
彼
女
の
た
め
に
隠
れ
家
を
用

意
し
︑
名
前
も
明
か
さ
ず
に
密
か
に
出
産
で
き
る
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
だ
し
︑
そ
の
子
は
母
親
の
手
か
ら
引
き
取
り
保
護
す
べ
き

だ
︒﹂
と
述
べ
る
︒﹇Thuillier

︵B
rienne

︶, p.43
﹈
あ
る
い
は
︑
農
村
に
も
捨
子
養
育
院
を
造
り
︑
修
道
女
ら
が
造
っ
た
回
転
籠
を

設
け
る
べ
し
と
も
云
う
︒

だ
が
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
︑
捨
子
を
農
村
の
乳
母
に
預
け
る
態
勢
の
弊
害
に
は
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
︒﹁
子
ど
も
は
一
定
の
年
齢

に
達
し
︑
自
ら
口
に
糊
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
︑
直
ち
に
農
村
の
乳
母
の
許
に
預
け
る
べ
き
だ
︒﹂
と
云
う
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑

捨
子
養
育
院
や
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
が
云
う
よ
う
に
︑
生
後
間
も
な
い
乳
児
を
︑
す
ぐ
に
遠
隔
地
の
農
村
の

乳
母
に
カ
ネ
を
払
っ
て
預
け
て
い
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
結
果
は
ど
う
だ
っ
た
か
︒
乳
幼
児
の
大
半
は
数
年
の
う
ち
に
乳
母
の
許
で
命

を
落
と
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
現
実
を
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
私
に
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
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は
︑
未
婚
の
母
の
名
誉
に
は
配
慮
を
示
す
が
︑
捨
子
の
運
命
に
は
冷
淡
な
態
度
を
と
っ
た
よ
う
に
見
え
る︶48
︵

︒

こ
の
改
革
案
の
最
後
に
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
公
的
救
済
の
仕
組
み
を
提
唱
し
て
い
る
︒
教
会
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
準
用
し
て
︑
教
区

に
﹁
貧
民
局bureaux des pauvres

﹂
を
設
置
し
︑
そ
れ
ら
を
統
轄
す
る
貧
民
総
局bureau général

を
各
司
教
区
に
設
置
す
る
︒
貧

民
局
は
地
元
の
判
事
︑
司
祭
︑
領
主
と
選
出
さ
れ
た
代
表
か
ら
成
り
︑
定
期
的
に
会
議
を
開
い
て
貧
民
行
政
を
担
う
︒
例
え
ば
︑
救

済
を
申
請
し
た
貧
民
が
労
働
可
能
か
否
か
︑
ど
の
よ
う
な
救
済
を
受
け
る
べ
き
か
︑
な
ど
を
審
査
し
︑
そ
の
決
定
を
教
区
住
民
に
張

り
紙
で
知
ら
せ
る
等
で
あ
る
︒

以
上
が
ブ
リ
エ
ン
ヌ
の
貧
民
・
貧
困
問
題
へ
の
包
括
的
政
策
案
の
概
要
で
あ
る
︒
こ
の
草
案
は
一
七
七
五
年
十
月
︑
ト
ゥ
リ
ュ
デ
ー

ヌ
卿
の
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
城
で
開
か
れ
た
会
合
で
開
陳
さ
れ
た
︒
こ
の
会
合
は
チ
ュ
ル
ゴ
が
司
会
を
務
め
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
︑
マ

ル
ゼ
ル
ブ
︑
ア
ル
ベ
ー
ル
な
ど
も
参
加
し
て
い
た
︒
会
議
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
ブ
リ
エ
ン
ヌ
報
告
に
賛
意
を
表
し
︑
デ
ポ
に
批
判

的
な
意
見
を
表
明
し
た
が
︑
独
り
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
防
戦
に
努
め
た
と
い
う
︒﹇A

dam
s, 1990, p.72

﹈
し
か
し
前
述
し
た
が
︑
こ
の

時
す
で
に
チ
ュ
ル
ゴ
は
食
糧
暴
動
を
力
で
抑
え
込
む
な
ど
し
た
た
め
に
輿
論
の
反
撥
を
招
い
て
お
り
︑
リ
ベ
ラ
ル
改
革
に
反
対
す
る

既
得
権
者
の
指
弾
を
受
け
て
い
た
︒
こ
う
し
た
政
治
情
勢
下
で
は
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
改
革
構
想
は
陽
の
目
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
︒

７
．
モ
ン
リ
ノ
の
デ
ポ
改
革

財
務
総
監
ネ
ッ
ケ
ル
は
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
地
方
長
官
ル
・
ペ
ル
テ
ィ
エ
の
推
薦
を
受
け
て
︑
一
七
八
一
年
に
司
祭
モ
ン
リ
ノ
を
ス
ワ

ソ
ン
・
デ
ポ
の
監
督
官
に
起
用
し
た︶49
︵

︒
彼
ら
三
人
は
︑
チ
ュ
ル
ゴ
の
自
由
主
義
的
改
革
に
共
感
し
て
︑
懲
治
監
と
堕
し
て
い
た
デ
ポ

乞食収容所の開設

─    （50）─

を
改
善
し
よ
う
と
努
め
た
︒
そ
の
意
味
で
は
ブ
リ
エ
ン
ヌ
の
改
革
構
想
の
系
譜
を
引
き
︑
デ
ポ
政
策
の
統
括
責
任
者
ベ
ル
テ
ィ
エ
へ

の
あ
か
ら
さ
ま
な
反
抗
で
あ
っ
た
︒

モ
ン
リ
ノ
は
監
督
官
と
し
て
着
任
す
る
と
︑
直
ぐ
に
デ
ポ
の
居
住
条
件
の
改
善
に
着
手
し
た
︒
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
は
前
述
し
た
よ

う
に
︑
昔
の
安
宿
を
転
用
し
た
も
の
だ
が
︑
そ
れ
は
不
潔
極
ま
り
な
い
も
の
で
︑﹁
ど
ん
な
鈍
感
な
人
間
を
も
怖
気
づ
か
せ
る
程
だ
っ

た
︒﹂
か
れ
は
こ
れ
を
徹
底
的
に
改
造
し
︑
家
具
な
ど
調
度
品
を
新
調
し
︑
内
部
を
消
毒
し
︑
麦
藁
の
マ
ッ
ト
レ
ス
を
よ
く
乾
燥
さ

せ
た
苔
に
替
え
た
︒
そ
れ
が
安
価
で
健
康
的
だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
︒
寝リ
ネ
ン
具
類
や
着
物
も
新
品
な
も
の
に
替
え
た
︒
衣
服
の
生
地
は

綿
か
ら
羊
毛
に
変
え
︑
定
期
的
な
洗
濯
を
指
示
し
た
︒
さ
ら
に
換
気
扇
を
導
入
し
︑
部
屋
の
臭
気
を
排
気
し
た
︒

モ
ン
リ
ノ
の
戦
略
は
﹁
泥
水
の
よ
う
な
放
蕩
生
活
と
無
為
の
な
か
に
い
る
個
人
に
︑
新
鮮
な
空
気
と
仕
事
を
与
え
る
こ
と
︑
そ
し

て
敢
え
て
云
う
な
ら
︑
機
械
の
ゼ
ン
マ
イ
を
巻
き
戻
す
こ
と
﹂
だ
っ
た
︒﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 1989, p.25

﹈
つ
ま
り
︑
デ
ポ

の
入
所
者
を
社
会
か
ら
抹
殺
す
る
の
で
は
な
く
︑
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
遇
し
︑
健
康
を
回
復
さ
せ
︑
で
き
れ
ば
社
会
に
復
帰
さ
せ

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
居
住
条
件
の
改
善
が
功
を
奏
し
て
︑
デ
ポ
で
の
発
病
率
は
減
少
し
︑
と
く
に
風
土
病
と
化
し

て
い
た
皮
膚
病
は
劇
的
に
減
少
し
た
と
い
う
︒﹇A

dam
s, 1990, p.195

﹈

ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
に
は
前
述
し
た
よ
う
に
︑
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
に
恵
ま
れ
な
い
人
々
が
入
所
し
て
い
た
︒﹁
王
令
に
従
っ

て
逮
捕
さ
れ
た
乞
食
や
流
民
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
︑
男
女
の
精
神
障
碍
者
︑
痴
呆
者
︑
人
を
怖
が
ら
せ
る
程
に
醜
い
容
貌
の
人

défigurés

︑
王
の
封
印
状
に
よ
り
閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
々
︑
避ア

難ジ

所ル

も
な
く
︑
ど
こ
の
慈
善
施
設
も
受
け
容
れ
て
く
れ
な
い
妊
娠
し

た
娘
た
ち
︑
そ
し
て
当
然
の
如
く
こ
れ
ら
の
群
衆
の
な
か
の
病
者
た
ち
﹂
で
あ
る
︒

モ
ン
リ
ノ
は
こ
れ
ら
の
人
々
を
注
意
深
く
観
察
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
精
神
障
碍
者
の
女
性
が
多
い
こ
と
の
理
由
を
︑
女
た
ち
は
故

成城・経済研究　第 246 号（2024 年 11 月）

─    （51）─  73      　



は
︑
未
婚
の
母
の
名
誉
に
は
配
慮
を
示
す
が
︑
捨
子
の
運
命
に
は
冷
淡
な
態
度
を
と
っ
た
よ
う
に
見
え
る︶48
︵

︒

こ
の
改
革
案
の
最
後
に
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
公
的
救
済
の
仕
組
み
を
提
唱
し
て
い
る
︒
教
会
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
準
用
し
て
︑
教
区

に
﹁
貧
民
局bureaux des pauvres

﹂
を
設
置
し
︑
そ
れ
ら
を
統
轄
す
る
貧
民
総
局bureau général

を
各
司
教
区
に
設
置
す
る
︒
貧

民
局
は
地
元
の
判
事
︑
司
祭
︑
領
主
と
選
出
さ
れ
た
代
表
か
ら
成
り
︑
定
期
的
に
会
議
を
開
い
て
貧
民
行
政
を
担
う
︒
例
え
ば
︑
救

済
を
申
請
し
た
貧
民
が
労
働
可
能
か
否
か
︑
ど
の
よ
う
な
救
済
を
受
け
る
べ
き
か
︑
な
ど
を
審
査
し
︑
そ
の
決
定
を
教
区
住
民
に
張

り
紙
で
知
ら
せ
る
等
で
あ
る
︒

以
上
が
ブ
リ
エ
ン
ヌ
の
貧
民
・
貧
困
問
題
へ
の
包
括
的
政
策
案
の
概
要
で
あ
る
︒
こ
の
草
案
は
一
七
七
五
年
十
月
︑
ト
ゥ
リ
ュ
デ
ー

ヌ
卿
の
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
城
で
開
か
れ
た
会
合
で
開
陳
さ
れ
た
︒
こ
の
会
合
は
チ
ュ
ル
ゴ
が
司
会
を
務
め
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
︑
マ

ル
ゼ
ル
ブ
︑
ア
ル
ベ
ー
ル
な
ど
も
参
加
し
て
い
た
︒
会
議
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
ブ
リ
エ
ン
ヌ
報
告
に
賛
意
を
表
し
︑
デ
ポ
に
批
判

的
な
意
見
を
表
明
し
た
が
︑
独
り
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
防
戦
に
努
め
た
と
い
う
︒﹇A

dam
s, 1990, p.72

﹈
し
か
し
前
述
し
た
が
︑
こ
の

時
す
で
に
チ
ュ
ル
ゴ
は
食
糧
暴
動
を
力
で
抑
え
込
む
な
ど
し
た
た
め
に
輿
論
の
反
撥
を
招
い
て
お
り
︑
リ
ベ
ラ
ル
改
革
に
反
対
す
る

既
得
権
者
の
指
弾
を
受
け
て
い
た
︒
こ
う
し
た
政
治
情
勢
下
で
は
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
改
革
構
想
は
陽
の
目
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
︒

７
．
モ
ン
リ
ノ
の
デ
ポ
改
革

財
務
総
監
ネ
ッ
ケ
ル
は
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
地
方
長
官
ル
・
ペ
ル
テ
ィ
エ
の
推
薦
を
受
け
て
︑
一
七
八
一
年
に
司
祭
モ
ン
リ
ノ
を
ス
ワ

ソ
ン
・
デ
ポ
の
監
督
官
に
起
用
し
た︶49
︵

︒
彼
ら
三
人
は
︑
チ
ュ
ル
ゴ
の
自
由
主
義
的
改
革
に
共
感
し
て
︑
懲
治
監
と
堕
し
て
い
た
デ
ポ

乞食収容所の開設

─    （50）─

を
改
善
し
よ
う
と
努
め
た
︒
そ
の
意
味
で
は
ブ
リ
エ
ン
ヌ
の
改
革
構
想
の
系
譜
を
引
き
︑
デ
ポ
政
策
の
統
括
責
任
者
ベ
ル
テ
ィ
エ
へ

の
あ
か
ら
さ
ま
な
反
抗
で
あ
っ
た
︒

モ
ン
リ
ノ
は
監
督
官
と
し
て
着
任
す
る
と
︑
直
ぐ
に
デ
ポ
の
居
住
条
件
の
改
善
に
着
手
し
た
︒
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
は
前
述
し
た
よ

う
に
︑
昔
の
安
宿
を
転
用
し
た
も
の
だ
が
︑
そ
れ
は
不
潔
極
ま
り
な
い
も
の
で
︑﹁
ど
ん
な
鈍
感
な
人
間
を
も
怖
気
づ
か
せ
る
程
だ
っ

た
︒﹂
か
れ
は
こ
れ
を
徹
底
的
に
改
造
し
︑
家
具
な
ど
調
度
品
を
新
調
し
︑
内
部
を
消
毒
し
︑
麦
藁
の
マ
ッ
ト
レ
ス
を
よ
く
乾
燥
さ

せ
た
苔
に
替
え
た
︒
そ
れ
が
安
価
で
健
康
的
だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
︒
寝リ
ネ
ン
具
類
や
着
物
も
新
品
な
も
の
に
替
え
た
︒
衣
服
の
生
地
は

綿
か
ら
羊
毛
に
変
え
︑
定
期
的
な
洗
濯
を
指
示
し
た
︒
さ
ら
に
換
気
扇
を
導
入
し
︑
部
屋
の
臭
気
を
排
気
し
た
︒

モ
ン
リ
ノ
の
戦
略
は
﹁
泥
水
の
よ
う
な
放
蕩
生
活
と
無
為
の
な
か
に
い
る
個
人
に
︑
新
鮮
な
空
気
と
仕
事
を
与
え
る
こ
と
︑
そ
し

て
敢
え
て
云
う
な
ら
︑
機
械
の
ゼ
ン
マ
イ
を
巻
き
戻
す
こ
と
﹂
だ
っ
た
︒﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 1989, p.25

﹈
つ
ま
り
︑
デ
ポ

の
入
所
者
を
社
会
か
ら
抹
殺
す
る
の
で
は
な
く
︑
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
遇
し
︑
健
康
を
回
復
さ
せ
︑
で
き
れ
ば
社
会
に
復
帰
さ
せ

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
居
住
条
件
の
改
善
が
功
を
奏
し
て
︑
デ
ポ
で
の
発
病
率
は
減
少
し
︑
と
く
に
風
土
病
と
化
し

て
い
た
皮
膚
病
は
劇
的
に
減
少
し
た
と
い
う
︒﹇A

dam
s, 1990, p.195

﹈

ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
に
は
前
述
し
た
よ
う
に
︑
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
に
恵
ま
れ
な
い
人
々
が
入
所
し
て
い
た
︒﹁
王
令
に
従
っ

て
逮
捕
さ
れ
た
乞
食
や
流
民
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
︑
男
女
の
精
神
障
碍
者
︑
痴
呆
者
︑
人
を
怖
が
ら
せ
る
程
に
醜
い
容
貌
の
人

défigurés

︑
王
の
封
印
状
に
よ
り
閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
々
︑
避ア

難ジ

所ル

も
な
く
︑
ど
こ
の
慈
善
施
設
も
受
け
容
れ
て
く
れ
な
い
妊
娠
し

た
娘
た
ち
︑
そ
し
て
当
然
の
如
く
こ
れ
ら
の
群
衆
の
な
か
の
病
者
た
ち
﹂
で
あ
る
︒

モ
ン
リ
ノ
は
こ
れ
ら
の
人
々
を
注
意
深
く
観
察
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
精
神
障
碍
者
の
女
性
が
多
い
こ
と
の
理
由
を
︑
女
た
ち
は
故
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郷
を
滅
多
に
出
な
い
し
︑
と
く
に
子
ど
も
を
も
つ
寡
婦
の
独
り
暮
ら
し
は
︑
極
度
の
貧
困
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
︑
脳
の
神
経
を

損
な
う
よ
う
な
障
碍
を
起
こ
す
︑
と
推
測
す
る
︒
そ
し
て
精
神
障
碍
者
を
地
下
牢
や
隔
離
小
舎
に
入
れ
る
こ
と
は
間
違
い
だ
と
云
う
︒

﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 1989, p.25

﹈
極
度
の
貧
窮
と
精
神
障
碍
と
の
関
連
性
云
々
に
は
疑
問
が
残
る
が
︑
そ
の
患
者
を
隔
離
小

舎
や
地
下
牢
に
入
れ
て
︑
大
き
な
精
神
的
ス
ト
レ
ス
を
か
け
て
い
た
慣
習
を
止
め
さ
せ
た
の
は
︑
か
れ
の
先
見
の
明
だ
ろ
う
︒
ピ
ネ

ル
が
ビ
セ
ー
ト
ル
館
や
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
試
み
る
こ
と
を
︑
一
〇
年
近
く
前
に
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
で
験タ
メ

し
た
の
で
あ
る
︒

モ
ン
リ
ノ
は
デ
ポ
内
に
医
務
室
を
設
け
外
科
医
を
常
駐
さ
せ
た
︒
こ
こ
で
は
当
初
︑
収
容
者
の
三
分
の
一
が
病
者
だ
っ
た
が
︑﹁
病

者
に
は
必
要
な
も
の
を
︑
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
与
え
た
︒
外
科
医
は
病
者
を
風
通
し
の
良
い
部
屋
に
移
し
︑
ベ
ッ
ド
に
一
人
だ
け

寝
せ
る
よ
う
に
し
た
︒

﹁
整
頓
と
清
潔
を
打
ち
立
て
た
後
に
︑
ま
る
で
魔
法
を
か
け
た
よ
う
に
病
気
と
死
亡
が
止
ん
だ
︒
こ
れ
が
私
を
慰
め
る
出
来
事
だ
っ

た
︒﹂
と
︑
や
や
誇
張
気
味
に
述
懐
し
て
い
る
︒﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 1989, p

︶
50
︵.27

﹈

モ
ン
リ
ノ
が
﹁
乞
デ

ホ

食
収
容
所
﹂
を
﹁
労
働
の
家
﹂
と
い
う
名
称
に
変
え
た
こ
と
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
で
は

健
康
な
収
容
者
に
は
仕
事
を
与
え
︑
対
価
と
し
て
賃
銀
を
与
え
た
︒
か
れ
は
︑﹁
貧
し
き
者
の
健
康
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
そ
し

て
働
い
て
賃
銀
を
得
る
欲
求
を
喚
起
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
何
も
の
も
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
︒
貧
し
く
財
産
の
な
い
者
に
は
︑
賃
仕

事
が
唯
一
の
世
襲
財
産
な
の
だ
か
ら
だ
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
う
し
て
女
性
の
入
所
者
に
は
︑
織
布
︑
裁
縫
︑
編
み
物
な
ど
の
繊

維
関
係
の
仕
事
が
︑
男
性
に
は
サ
ン
・
ゴ
バ
ン
社
か
ら
委
託
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
研
磨
の
仕
事
と
織
布
の
仕
事
が
与
え
ら
れ
た
︒
こ
の
た

め
地
方
長
官
ル
・
ペ
ル
テ
ィ
エ
の
計
ら
い
で
︑
デ
ポ
の
敷
地
内
に
工
房
が
設
け
ら
れ
た
︒

研
磨
作
業
に
は
外
部
の
親
方
が
招
聘
さ
れ
︑
恰
も
親
方
・
徒
弟
制
の
よ
う
な
労
働
編
成
と
賃
銀
分
配
が
な
さ
れ
た
︒
男
性
入
所
者

乞食収容所の開設

─    （52）─

は
親
方
の
指
示
の
下
︑
徒
弟
の
如
く
ガ
ラ
ス
研
磨
作
業
を
な
し
︑
そ
の
成
果
が
検
査
に
合
格
す
れ
ば
︑
そ
の
出
来
栄
え
な
ど
が
勘
案

さ
れ
︑
出
来
高
に
応
じ
て
賃
銀
が
支
払
わ
れ
た
︒
親
方
は
徒
弟
の
仕
事
ぶ
り
な
ど
が
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
解
雇
で
き
︑
解
雇
さ
れ
た

徒
弟
は
︑
別
の
親
方
を
探
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
モ
ン
リ
ノ
や
地
方
長
官
で
も
容
喙
で
き
な
い
こ
の
方
式
は
︑
徒
弟
︑
す
な
わ
ち

入
所
者
た
ち
の
競
争
心
と
意
欲
を
刺
戟
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
︒
仲
間
か
ら
の
叱
責
や
軽
蔑
を
受
け
た
く
な
け
れ
ば
︑
そ
し
て
労

働
の
対
価
が
欲
し
け
れ
ば
︑
せ
っ
せ
と
仕
事
に
励
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︑
と
モ
ン
リ
ノ
は
考
え
た
︒﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 

1989, p.38

﹈

デ
ポ
側
は
利
益
か
ら
原
材
料
費
や
道
具
の
補
修
費
な
ど
を
控
除
し
︑
入
所
者
に
は
サ
ン
・
ゴ
バ
ン
社
の
賃
銀
表
に
従
っ
て
賃
銀
が

支
払
わ
れ
た
︒
そ
の
平
均
月
額
は
一
五
リ
ー
ヴ
ル
程
度
に
な
っ
た
と
い
う
か
ら
︑
貧
民
に
は
素
晴
ら
し
い
ご
褒
美
だ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん

初
心
者
は
こ
れ
程
に
は
稼
げ
な
い
が
︑
そ
れ
で
も
一
日
お
き
に
チ
ー
ズ
や
肉
が
食
べ
ら
れ
︑
ビ
ー
ル
も
飲
め
る
程
の
稼
ぎ
だ
と
い
う
︒

織
布
仕
事
の
入
所
者
も
ガ
ラ
ス
研
磨
工
と
同
じ
よ
う
に
賃
銀
が
支
払
わ
れ
た
︒
但
し
︑
こ
の
作
業
の
単
価
は
︑
一
オ
ー
ヌ
当
た
り

二
・
五
ソ
ル
と
安
価
だ
っ
た
の
で
︑
デ
ポ
当
局
は
こ
こ
か
ら
は
控
除
し
な
か
っ
た
︒
平
均
的
な
入
所
者
は
一
日
三
オ
ー
ヌ
の
織
布
が

製
造
で
き
た
と
い
う
か
ら
︑
一
ヵ
月
で
は
凡
そ
七
~
八
リ
ー
ヴ
ル
程
度
の
稼
ぎ
に
な
っ
た
︒
造
ら
れ
た
丈
夫
な
麻
布
や
布
地
は
す
べ

て
デ
ポ
で
使
わ
れ
た
︒
女
性
の
亜
麻
や
羊
毛
の
紡
糸
︑
桛カ
セ

上
げ
︑
靴
下
編
み
仕
事
な
ど
の
賃
銀
は
︑
男
性
よ
り
も
低
い
水
準
に
設
定

さ
れ
て
い
た
︒﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 1989, p.39

﹈

モ
ン
リ
ノ
は
デ
ポ
の
入
所
者
を
﹁
自
由
な
労
働
者
﹂
と
し
て
遇
し
︑
労
働
に
対
す
る
対
価
を
き
ち
ん
と
支
払
う
こ
と
で
︑
彼
ら
が

す
す
ん
で
労
働
に
勤
し
む
よ
う
に
誘
導
し
た
︒
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
や
一
部
の
デ
ポ
で
な
さ
れ
て
い
る
半
ば
強
制
的
で
無
償
の

労
働
は
こ
こ
で
は
退
け
ら
れ
︑
逆
に
怠
け
者
に
は
︑
工
房
で
働
く
こ
と
を
許
さ
ず
パ
ン
と
水
だ
け
の
食
事
︑
と
い
う
仕
置
き
に
変
え
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郷
を
滅
多
に
出
な
い
し
︑
と
く
に
子
ど
も
を
も
つ
寡
婦
の
独
り
暮
ら
し
は
︑
極
度
の
貧
困
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
︑
脳
の
神
経
を

損
な
う
よ
う
な
障
碍
を
起
こ
す
︑
と
推
測
す
る
︒
そ
し
て
精
神
障
碍
者
を
地
下
牢
や
隔
離
小
舎
に
入
れ
る
こ
と
は
間
違
い
だ
と
云
う
︒

﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 1989, p.25

﹈
極
度
の
貧
窮
と
精
神
障
碍
と
の
関
連
性
云
々
に
は
疑
問
が
残
る
が
︑
そ
の
患
者
を
隔
離
小

舎
や
地
下
牢
に
入
れ
て
︑
大
き
な
精
神
的
ス
ト
レ
ス
を
か
け
て
い
た
慣
習
を
止
め
さ
せ
た
の
は
︑
か
れ
の
先
見
の
明
だ
ろ
う
︒
ピ
ネ

ル
が
ビ
セ
ー
ト
ル
館
や
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
試
み
る
こ
と
を
︑
一
〇
年
近
く
前
に
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
で
験タ
メ

し
た
の
で
あ
る
︒

モ
ン
リ
ノ
は
デ
ポ
内
に
医
務
室
を
設
け
外
科
医
を
常
駐
さ
せ
た
︒
こ
こ
で
は
当
初
︑
収
容
者
の
三
分
の
一
が
病
者
だ
っ
た
が
︑﹁
病

者
に
は
必
要
な
も
の
を
︑
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
与
え
た
︒
外
科
医
は
病
者
を
風
通
し
の
良
い
部
屋
に
移
し
︑
ベ
ッ
ド
に
一
人
だ
け

寝
せ
る
よ
う
に
し
た
︒

﹁
整
頓
と
清
潔
を
打
ち
立
て
た
後
に
︑
ま
る
で
魔
法
を
か
け
た
よ
う
に
病
気
と
死
亡
が
止
ん
だ
︒
こ
れ
が
私
を
慰
め
る
出
来
事
だ
っ

た
︒﹂
と
︑
や
や
誇
張
気
味
に
述
懐
し
て
い
る
︒﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 1989, p

︶
50
︵.27

﹈

モ
ン
リ
ノ
が
﹁
乞
デ

ホ

食
収
容
所
﹂
を
﹁
労
働
の
家
﹂
と
い
う
名
称
に
変
え
た
こ
と
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
で
は

健
康
な
収
容
者
に
は
仕
事
を
与
え
︑
対
価
と
し
て
賃
銀
を
与
え
た
︒
か
れ
は
︑﹁
貧
し
き
者
の
健
康
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
そ
し

て
働
い
て
賃
銀
を
得
る
欲
求
を
喚
起
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
何
も
の
も
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
︒
貧
し
く
財
産
の
な
い
者
に
は
︑
賃
仕

事
が
唯
一
の
世
襲
財
産
な
の
だ
か
ら
だ
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
う
し
て
女
性
の
入
所
者
に
は
︑
織
布
︑
裁
縫
︑
編
み
物
な
ど
の
繊

維
関
係
の
仕
事
が
︑
男
性
に
は
サ
ン
・
ゴ
バ
ン
社
か
ら
委
託
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
研
磨
の
仕
事
と
織
布
の
仕
事
が
与
え
ら
れ
た
︒
こ
の
た

め
地
方
長
官
ル
・
ペ
ル
テ
ィ
エ
の
計
ら
い
で
︑
デ
ポ
の
敷
地
内
に
工
房
が
設
け
ら
れ
た
︒

研
磨
作
業
に
は
外
部
の
親
方
が
招
聘
さ
れ
︑
恰
も
親
方
・
徒
弟
制
の
よ
う
な
労
働
編
成
と
賃
銀
分
配
が
な
さ
れ
た
︒
男
性
入
所
者

乞食収容所の開設

─    （52）─

は
親
方
の
指
示
の
下
︑
徒
弟
の
如
く
ガ
ラ
ス
研
磨
作
業
を
な
し
︑
そ
の
成
果
が
検
査
に
合
格
す
れ
ば
︑
そ
の
出
来
栄
え
な
ど
が
勘
案

さ
れ
︑
出
来
高
に
応
じ
て
賃
銀
が
支
払
わ
れ
た
︒
親
方
は
徒
弟
の
仕
事
ぶ
り
な
ど
が
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
解
雇
で
き
︑
解
雇
さ
れ
た

徒
弟
は
︑
別
の
親
方
を
探
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
モ
ン
リ
ノ
や
地
方
長
官
で
も
容
喙
で
き
な
い
こ
の
方
式
は
︑
徒
弟
︑
す
な
わ
ち

入
所
者
た
ち
の
競
争
心
と
意
欲
を
刺
戟
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
︒
仲
間
か
ら
の
叱
責
や
軽
蔑
を
受
け
た
く
な
け
れ
ば
︑
そ
し
て
労

働
の
対
価
が
欲
し
け
れ
ば
︑
せ
っ
せ
と
仕
事
に
励
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︑
と
モ
ン
リ
ノ
は
考
え
た
︒﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 

1989, p.38

﹈

デ
ポ
側
は
利
益
か
ら
原
材
料
費
や
道
具
の
補
修
費
な
ど
を
控
除
し
︑
入
所
者
に
は
サ
ン
・
ゴ
バ
ン
社
の
賃
銀
表
に
従
っ
て
賃
銀
が

支
払
わ
れ
た
︒
そ
の
平
均
月
額
は
一
五
リ
ー
ヴ
ル
程
度
に
な
っ
た
と
い
う
か
ら
︑
貧
民
に
は
素
晴
ら
し
い
ご
褒
美
だ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん

初
心
者
は
こ
れ
程
に
は
稼
げ
な
い
が
︑
そ
れ
で
も
一
日
お
き
に
チ
ー
ズ
や
肉
が
食
べ
ら
れ
︑
ビ
ー
ル
も
飲
め
る
程
の
稼
ぎ
だ
と
い
う
︒

織
布
仕
事
の
入
所
者
も
ガ
ラ
ス
研
磨
工
と
同
じ
よ
う
に
賃
銀
が
支
払
わ
れ
た
︒
但
し
︑
こ
の
作
業
の
単
価
は
︑
一
オ
ー
ヌ
当
た
り

二
・
五
ソ
ル
と
安
価
だ
っ
た
の
で
︑
デ
ポ
当
局
は
こ
こ
か
ら
は
控
除
し
な
か
っ
た
︒
平
均
的
な
入
所
者
は
一
日
三
オ
ー
ヌ
の
織
布
が

製
造
で
き
た
と
い
う
か
ら
︑
一
ヵ
月
で
は
凡
そ
七
~
八
リ
ー
ヴ
ル
程
度
の
稼
ぎ
に
な
っ
た
︒
造
ら
れ
た
丈
夫
な
麻
布
や
布
地
は
す
べ

て
デ
ポ
で
使
わ
れ
た
︒
女
性
の
亜
麻
や
羊
毛
の
紡
糸
︑
桛カ
セ

上
げ
︑
靴
下
編
み
仕
事
な
ど
の
賃
銀
は
︑
男
性
よ
り
も
低
い
水
準
に
設
定

さ
れ
て
い
た
︒﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶, 1989, p.39

﹈

モ
ン
リ
ノ
は
デ
ポ
の
入
所
者
を
﹁
自
由
な
労
働
者
﹂
と
し
て
遇
し
︑
労
働
に
対
す
る
対
価
を
き
ち
ん
と
支
払
う
こ
と
で
︑
彼
ら
が

す
す
ん
で
労
働
に
勤
し
む
よ
う
に
誘
導
し
た
︒
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
や
一
部
の
デ
ポ
で
な
さ
れ
て
い
る
半
ば
強
制
的
で
無
償
の

労
働
は
こ
こ
で
は
退
け
ら
れ
︑
逆
に
怠
け
者
に
は
︑
工
房
で
働
く
こ
と
を
許
さ
ず
パ
ン
と
水
だ
け
の
食
事
︑
と
い
う
仕
置
き
に
変
え
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ら
れ
た︶51
︵

︒
か
れ
の
戦
略
は
︑
入
所
者
の
自
尊
心
︑
自
発
性
︑
向
上
心
を
刺
戟
し
引
き
出
す
こ
と
だ
っ
た
︒
こ
れ
は
大
袈
裟
に
云
う
な

ら
︑﹁
貧
民
観
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
﹂
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
人
間
は
外
部
の
命
令
で
牛
馬
の
如
く
強
制
的
に
働
か
さ
れ
る

と
き
に
は
︑
労
働
は
苦
役
4

4

に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
が
︑
己
と
己
の
家
族
の
た
め
に
自
発
的
に
働
く
と
き
︑
し
か
も
何
ら
か
の
報
酬
が

得
ら
れ
る
と
き
に
は
︑
そ
れ
は
苦
痛
で
は
な
く
喜
び
と
な
る
︒
さ
ら
に
面
白
い
の
は
︑
モ
ン
リ
ノ
が
労
働
者
に
︑
己
の
労
働
に
よ
っ

て
稼
い
だ
賃
銀
を
︑
自
由
に
使
う
喜
び
を
味
わ
わ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
︒﹁
消
費
の
愉
し
み
は
翻
っ
て
す
べ
て
の
裕
さ
を
も

た
ら
す
︒﹂
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
モ
ン
リ
ノ
の
デ
ポ
改
革
は
︑
王
権
の
乞
食
・
流
民
政
策
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
︑
や
が
て
強
い
反
撥
を

招
い
た
︒
ネ
ッ
ケ
ル
の
後
継
財
務
総
監
た
ち
︑
な
か
で
も
カ
ロ
ン
ヌ
は
モ
ン
リ
ノ
の
所
業
に
不
快
感
を
表
明
し
た
︒
か
れ
は
︑﹁
乞
食

収
容
所
﹂を﹁
労
働
の
家
﹂と
名
称
変
更
し
た
こ
と
に
憤
慨
し
た
︒
国
王
は
乞
食
を
収
容
す
る
た
め
に
デ
ポ
を
設
け
た
の
で
あ
っ
て
︑

オ
ピ
タ
ル
や
慈
善
施
設
を
つ
く
る
意
図
は
な
い
︑
そ
こ
に
貧
民
が
自
発
的
に
入
所
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
︑
モ
ン
リ
ノ
の
デ
ポ
は

監
獄
で
は
な
い
の
で
︑
人
々
に
恐
怖
心
を
起
こ
さ
せ
な
い
︑
と
苦
言
を
呈
し
た
︒
そ
し
て
ス
ワ
ソ
ン
の
地
方
長
官
ル
・
ペ
ル
テ
ィ
エ

に
︑
か
れ
を
監
視
し
︑
や
が
て
は
そ
の
職
か
ら
追
放
す
る
よ
う
に
勧
め
た
︒

し
か
し
︑
モ
ン
リ
ノ
の
思
想
と
方
針
に
共
感
し
︑
そ
の
実
績
を
高
く
評
価
し
て
い
る
ル
・
ペ
ル
テ
ィ
エ
は
︑
ス
ワ
ソ
ン
・
デ
ポ
の

三
年
間
の
輝
か
し
い
実
績
を
カ
ロ
ン
ヌ
に
示
し
て
モ
ン
リ
ノ
を
弁
護
し
た
︒﹁
法
に
よ
り
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
人
々
に
も
︑

判
決
の
執
行
が
な
さ
れ
る
そ
の
時
ま
で
︑
人
間
的
な
ケ
ア
が
与
え
ら
れ
な
く
て
よ
い
人
は
い
な
い
の
で
す
︒﹂
と
反
論
し
た
︒
し
か

し
人
道
主
義
の
こ
の
地
方
長
官
も
一
七
八
四
年
に
は
離
任
し
て
し
ま
っ
た
︒﹇A

dam
s, 1990, p.199

﹈

乞食収容所の開設
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モ
ン
リ
ノ
の
貧
民
観

ス
ワ
ソ
ン
・
デ
ポ
に
お
け
る
人
道
主
義
は
︑
モ
ン
リ
ノ
の
貧
民
観
に
由
来
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
か
れ
は
ス
ワ
ソ
ン
・
デ
ポ
の
監
督

官
と
し
て
の
五
年
間
の
経
験
を
踏
ま
え
て
︑
一
七
八
六
年
に
﹃
乞
食
論Essai sur la m

endicité

﹄
を
著
し
た
︒
こ
れ
は
ブ
リ
エ
ン

ヌ
の
乞
食
擁
護
論
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
だ
が
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
よ
り
一
層
貧
民
の
生
き
ざ
ま
に
理
解
と
共
感
を
示
す
も
の
だ
っ
た
︒
以

下
簡
単
に
か
れ
の
貧
民
観
を
紹
介
し
よ
う
︒

モ
ン
リ
ノ
は
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
の
国
も
︑
乞
食
を
根
絶
す
る
と
広
言
し
て
は
な
ら
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
絶
え
ず
再
生
し
︑

大
き
な
社
会
制
度
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
て
い
る
か
ら
だ
︒
フ
ラ
ン
ス
に
は
︑
明
日
の
喰
い
扶
持
を
ど
こ
に
探
し
た
ら

よ
い
か
も
分
か
ら
ぬ
人
々
が
四
〇
〇
万
人
も
い
る
が
︑
そ
れ
ら
の
人
々
を
管
理
す
る
な
ど
と
云
う
の
は
︑
慈
善
の
い
か
さ
ま
で
あ

る
︒﹂
と
云
う
︒﹇M

ontlinot, p.2

﹈
こ
う
し
た
人
々
が
物
乞
い
す
る
の
は
︑
生
き
る
た
め
の
手
立
て
で
あ
り
︑﹁
決
し
て
他
人
が
咎
め

だ
て
す
る
よ
う
な
怠
惰
な
生
活
を
送
る
た
め
で
は
な
い
︒﹂
と
物
乞
い
行
為
を
認
め
る
︒﹇M

ontlinot, p.5

﹈

当
時
の
庶
民
は
︑
だ
い
た
い
五
〇
歳
前
後
に
な
る
と
長
年
の
労
働
に
よ
り
︑
体
力
が
衰
え
何
ら
か
の
病
気
に
罹
り
︑
己
の
力
で
生

活
の
資
を
稼
ぐ
の
が
難
し
く
な
る
︒
モ
ン
リ
ノ
は
そ
う
し
た
民
衆
の
声
を
代
弁
す
る
︒

﹁
三
〇
年
間
の
労
働
の
あ
と
に
︑
あ
な
た
方
は
私
に
何
を
く
れ
る
と
い
う
の
か
︒
恐
ら
く
は
施
し
の
パ
ン
で
あ
ろ
う
︒
何
と
い
う

不
幸
せ
︑
私
は
長
生
き
し
す
ぎ
た
︒
あ
な
た
方
は
私
を
暢
気
も
の
だ
と
咎
め
る
︒︿
中
略
﹀
あ
な
た
方
は
ち
ょ
っ
と
し
た
事
故
が
起

き
て
も
︑
不
満
は
聞
き
入
れ
ら
れ
︑
年
金
や
恩
恵
が
あ
な
た
の
甘
い
生
活
を
保
障
し
て
く
れ
る
︒
で
は
︑
私
は
ど
う
か
︒
私
が
そ
の

日
の
糧
を
得
る
た
め
に
︑
遠
く
ま
で
物
乞
い
に
出
か
け
て
も
︑
世
間
の
人
は
私
を
危
険
な
人
間
と
見
な
し
て
閉
じ
込
め
る
︒﹂

﹇M
ontlinot, p.3

﹈
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入
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と
は
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モ
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で
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の
で
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に
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の
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放
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に
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︒
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︑
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の
思
想
と
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に
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︑
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を
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の
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績
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の
執
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の
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的
な
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で
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も
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﹁
貧
民
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人
々
は
︑
い
つ
で
も
乞
食
と
怠
惰
を
結
び
付
け
て
語
る
︒
四
五
歳
な
い
し
五
〇
歳
に
な
っ
て
身
体
に

大
き
な
変
化
を
覚
え
な
い
人
は
い
な
い
︒
そ
の
頃
に
は
重
大
な
病
気
が
生
じ
︑
死
の
萌ジ
ェ
ル
ム芽
が
多
か
れ
少
な
か
れ
力
強
く
育
っ
て
い

る
︒
こ
う
し
た
状
況
は
裕
に
生
き
て
い
る
人
々
に
も
共
通
な
の
だ
が
︑
衣
食
に
恵
ま
れ
ず
︑
手
当
も
良
く
な
い
日
雇
労
働
者
が
︑
虚

弱
な
年
齢
に
な
っ
て
も
︑
健
康
で
頑
健
な
身
体
を
も
っ
て
い
る
な
ど
と
︑
ど
う
し
て
云
え
よ
う
か
︒﹂

そ
の
日
暮
ら
し
が
や
っ
と
の
貧
民
は
︑
長
年
の
労
働
で
五
〇
歳
に
届
く
こ
ろ
に
は
体
に
失
調
を
来
し
て
く
る
︒
そ
れ
が
こ
の
当
時

の
通
例
だ
っ
た
︒
生
活
の
資
を
稼
げ
な
く
な
っ
た
貧
民
は
︑﹁
施
し
﹂
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
と
こ
ろ
が
何
の
不
自
由
も
感
じ
な
い

都
会
に
住
む
文
筆
家
や
高
位
高
官
は
︑
貧
民
の
こ
の
現
実
を
知
ら
ず
に
︑
貧
民
に
は
先
見
性
が
な
く
︑
老
後
の
備
え
を
し
て
い
な

い
︑
他
人
の
施
し
を
受
け
て
怠
惰
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
︑
異
口
同
音
に
云
う
︒
こ
れ
に
対
し
︑
モ
ン
リ
ノ
は
反
論
す
る
︒
さ
ま

ざ
ま
な
労
働
者
や
日
雇
農
ら
は
充
分
な
賃
銀
を
貰
っ
て
い
な
い
の
に
︑
ど
う
し
て
蓄
え
が
で
き
よ
う
か
︑
彼
ら
が
働
け
な
く
な
っ
て

物
乞
い
す
る
の
は
︑
必
要
に
迫
ら
れ
て
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
怠
惰
な
生
活
を
す
る
た
め
で
は
な
い
︑
と
︒﹇M

ontlinot, p.4

﹈

で
は
王
権
が
屋
上
屋
を
重
ね
る
よ
う
に
法
整
備
し
た
︑
乞
食
・
流
民
の
閉
じ
込
め
政
策
を
︑
モ
ン
リ
ノ
は
ど
う
考
え
る
の
か
︒

﹁
地
方
政
府l’A

dm
inistration

は
︑
物
乞
い
は
犯
罪
で
は
な
い
と
い
う
前
提
で
︑
こ
の
厄
介
な
仕
事
を
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
王
令
は
乞
食
を
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
や
デ
ポ
に
収
容
し
て
処
罰
す
る
︒
国
民
の
五
分
の
一
が
物
乞
い
す
る
国
に
お

い
て
︑
こ
の
よ
う
な
法
律
を
次
か
ら
次
へ
と
制
定
す
る
こ
と
は
馬
鹿
げ
て
い
る
︒﹂﹇M

ontlinot, p.10

﹈

モ
ン
リ
ノ
は
︑
オ
ピ
タ
ル
が
巨
大
化
す
る
の
は
ル
イ
一
四
世
の
治
世
︑
一
六
六
七
年
以
降
だ
と
云
う
︒﹁
こ
の
王
は
︑
そ
れ
以
前

の
国
王
が
不
可
能
だ
と
考
え
た
す
べ
て
の
事
柄
を
こ
の
治
世
で
な
す
︑
と
豪
語
し
た
︒
諸
都
市
は
こ
の
王
の
要
望
に
急
ぎ
応
え
よ
う

と
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
を
造
っ
た
︒
貧
民
は
大
挙
し
て
そ
こ
に
押
し
か
け
た
︒
と
こ
ろ
が
熱
狂
が
冷
め
︑
再
び
窮
迫
が
き
て
貧

乞食収容所の開設

─    （56）─

民
が
押
し
か
け
る
と
︑
オ
ピ
タ
ル
は
希
望
す
る
貧
民
を
収
容
し
き
れ
ず
に
そ
の
門
戸
を
閉
じ
た
︒﹂
と
い
う
︒

そ
し
て
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
ど
こ
で
も
賢
い
規
則
を
作
っ
た
︒
そ
れ
ら
の
規
則
に
は
共
通
す
る
二
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
︒

一
は
︑
地
方
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
は
入
所
の
権
利
は
市
中
に
住
む
住
民
に
限
ら
れ
た
こ
と
︑
二
は
︑﹁
一
般
的
憐
憫

com
m

isération générale

﹂
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
︑
老
齢
者
︑
婦
人
︑
子
ど
も
を
同
じ
体
制
の
下
に
置
い
た
こ
と
で
あ
る
︒﹁
た

だ
パ
リ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
を
除
い
て
︑
慈
善
の
シ
ス
タ
ー
ら
の
優
し
さ
や
︑
過
ち
を
赦
す
寛
大
さ
は
︑
こ
の
ア
ジ
ル
か
ら

性
病
患
者
︑
男
女
の
精
神
障
碍
者
︑
容
貌
怪
異
の
人
︑
て
ん
か
ん
患
者
︑
流
民
︑
妊
娠
し
て
い
る
娘
ら
を
遠
ざ
け
た
︒﹂
と
語
る
︒

そ
し
て
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
が
過
度
の
負
担
を
理
由
に
拒
ん
だ
こ
れ
ら
の
人
々
を
受
け
容
れ
る
べ
く
開
設
さ
れ
た
の
が
デ
ポ

で
あ
る
︑
と
結
論
付
け
る
︒﹇M

ontlinot, p.26

﹈

モ
ン
リ
ノ
の
右
の
説
明
に
誤
り
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
デ
ポ
開
設
の
理
由
と
目
的
で
あ
る
︒
一
七
六
四
年
王
令
の
直
接
の
標
的
は
乞

食
・
流
民
で
あ
り
︑
そ
の
閉
じ
込
め
に
よ
る
懲
罰
︑
つ
ま
り
禁
錮
刑
や
ガ
レ
ー
漕
役
刑
だ
っ
た
︒
確
か
に
前
述
し
た
よ
う
に
︑
地
方

の
デ
ポ
が
性
病
患
者
︑
精
神
障
碍
者
︑
て
ん
か
ん
患
者
︑
娼
婦
︑
脱
走
兵
な
ど
を
受
け
容
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
れ

は
地
方
の
現
実
的
な
要
請
に
従
っ
た
結
果
だ
っ
た
の
で
あ
り
︑
初
め
か
ら
こ
の
種
の
不
幸
な
人
々
を
受
け
容
れ
る
つ
も
り
は
な
か
っ

た
︒
す
な
わ
ち
︑
王
権
に
し
て
み
れ
ば
︑
そ
れ
は
一
七
六
四
年
王
令
か
ら
の
逸
脱
行
為
だ
っ
た
︒

そ
れ
は
さ
て
お
き
︑
モ
ン
リ
ノ
は
︑
王
権
は
い
つ
も
同
じ
愚
を
犯
す
と
批
判
す
る
︒
弾
圧
を
強
め
れ
ば
犯
罪
は
減
る
と
云
う
思
い

込
み
だ
︒
す
な
わ
ち
︑
デ
ポ
を
造
り
︑
法
を
遵
守
し
な
い
乞
食
・
流
民
を
監
禁
す
れ
ば
︑
彼
ら
は
二
度
と
物
乞
い
放
浪
を
し
な
い
だ

ろ
う
︑
そ
の
予
備
軍
も
処
罰
を
恐
れ
て
物
乞
い
を
思
い
留
め
る
だ
ろ
う
︑
と
の
思
惑
で
あ
る
︒

こ
の
批
判
は
誠
に
正
鵠
を
射
て
お
り
︑
私
の
見
方
と
同
じ
で
あ
る
︒
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
に
し
ろ
︑
ジ
ョ
リ
・
ド
・
フ
リ
ュ
リ
ィ
に
し
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﹁
貧
民
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人
々
は
︑
い
つ
で
も
乞
食
と
怠
惰
を
結
び
付
け
て
語
る
︒
四
五
歳
な
い
し
五
〇
歳
に
な
っ
て
身
体
に

大
き
な
変
化
を
覚
え
な
い
人
は
い
な
い
︒
そ
の
頃
に
は
重
大
な
病
気
が
生
じ
︑
死
の
萌ジ
ェ
ル
ム芽
が
多
か
れ
少
な
か
れ
力
強
く
育
っ
て
い

る
︒
こ
う
し
た
状
況
は
裕
に
生
き
て
い
る
人
々
に
も
共
通
な
の
だ
が
︑
衣
食
に
恵
ま
れ
ず
︑
手
当
も
良
く
な
い
日
雇
労
働
者
が
︑
虚

弱
な
年
齢
に
な
っ
て
も
︑
健
康
で
頑
健
な
身
体
を
も
っ
て
い
る
な
ど
と
︑
ど
う
し
て
云
え
よ
う
か
︒﹂

そ
の
日
暮
ら
し
が
や
っ
と
の
貧
民
は
︑
長
年
の
労
働
で
五
〇
歳
に
届
く
こ
ろ
に
は
体
に
失
調
を
来
し
て
く
る
︒
そ
れ
が
こ
の
当
時

の
通
例
だ
っ
た
︒
生
活
の
資
を
稼
げ
な
く
な
っ
た
貧
民
は
︑﹁
施
し
﹂
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
と
こ
ろ
が
何
の
不
自
由
も
感
じ
な
い

都
会
に
住
む
文
筆
家
や
高
位
高
官
は
︑
貧
民
の
こ
の
現
実
を
知
ら
ず
に
︑
貧
民
に
は
先
見
性
が
な
く
︑
老
後
の
備
え
を
し
て
い
な

い
︑
他
人
の
施
し
を
受
け
て
怠
惰
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
︑
異
口
同
音
に
云
う
︒
こ
れ
に
対
し
︑
モ
ン
リ
ノ
は
反
論
す
る
︒
さ
ま

ざ
ま
な
労
働
者
や
日
雇
農
ら
は
充
分
な
賃
銀
を
貰
っ
て
い
な
い
の
に
︑
ど
う
し
て
蓄
え
が
で
き
よ
う
か
︑
彼
ら
が
働
け
な
く
な
っ
て

物
乞
い
す
る
の
は
︑
必
要
に
迫
ら
れ
て
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
怠
惰
な
生
活
を
す
る
た
め
で
は
な
い
︑
と
︒﹇M

ontlinot, p.4

﹈

で
は
王
権
が
屋
上
屋
を
重
ね
る
よ
う
に
法
整
備
し
た
︑
乞
食
・
流
民
の
閉
じ
込
め
政
策
を
︑
モ
ン
リ
ノ
は
ど
う
考
え
る
の
か
︒

﹁
地
方
政
府l’A

dm
inistration

は
︑
物
乞
い
は
犯
罪
で
は
な
い
と
い
う
前
提
で
︑
こ
の
厄
介
な
仕
事
を
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
王
令
は
乞
食
を
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
や
デ
ポ
に
収
容
し
て
処
罰
す
る
︒
国
民
の
五
分
の
一
が
物
乞
い
す
る
国
に
お

い
て
︑
こ
の
よ
う
な
法
律
を
次
か
ら
次
へ
と
制
定
す
る
こ
と
は
馬
鹿
げ
て
い
る
︒﹂﹇M

ontlinot, p.10

﹈

モ
ン
リ
ノ
は
︑
オ
ピ
タ
ル
が
巨
大
化
す
る
の
は
ル
イ
一
四
世
の
治
世
︑
一
六
六
七
年
以
降
だ
と
云
う
︒﹁
こ
の
王
は
︑
そ
れ
以
前

の
国
王
が
不
可
能
だ
と
考
え
た
す
べ
て
の
事
柄
を
こ
の
治
世
で
な
す
︑
と
豪
語
し
た
︒
諸
都
市
は
こ
の
王
の
要
望
に
急
ぎ
応
え
よ
う

と
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
を
造
っ
た
︒
貧
民
は
大
挙
し
て
そ
こ
に
押
し
か
け
た
︒
と
こ
ろ
が
熱
狂
が
冷
め
︑
再
び
窮
迫
が
き
て
貧

乞食収容所の開設

─    （56）─

民
が
押
し
か
け
る
と
︑
オ
ピ
タ
ル
は
希
望
す
る
貧
民
を
収
容
し
き
れ
ず
に
そ
の
門
戸
を
閉
じ
た
︒﹂
と
い
う
︒

そ
し
て
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
ど
こ
で
も
賢
い
規
則
を
作
っ
た
︒
そ
れ
ら
の
規
則
に
は
共
通
す
る
二
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
︒

一
は
︑
地
方
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
は
入
所
の
権
利
は
市
中
に
住
む
住
民
に
限
ら
れ
た
こ
と
︑
二
は
︑﹁
一
般
的
憐
憫

com
m

isération générale

﹂
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
︑
老
齢
者
︑
婦
人
︑
子
ど
も
を
同
じ
体
制
の
下
に
置
い
た
こ
と
で
あ
る
︒﹁
た

だ
パ
リ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
を
除
い
て
︑
慈
善
の
シ
ス
タ
ー
ら
の
優
し
さ
や
︑
過
ち
を
赦
す
寛
大
さ
は
︑
こ
の
ア
ジ
ル
か
ら

性
病
患
者
︑
男
女
の
精
神
障
碍
者
︑
容
貌
怪
異
の
人
︑
て
ん
か
ん
患
者
︑
流
民
︑
妊
娠
し
て
い
る
娘
ら
を
遠
ざ
け
た
︒﹂
と
語
る
︒

そ
し
て
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
が
過
度
の
負
担
を
理
由
に
拒
ん
だ
こ
れ
ら
の
人
々
を
受
け
容
れ
る
べ
く
開
設
さ
れ
た
の
が
デ
ポ

で
あ
る
︑
と
結
論
付
け
る
︒﹇M

ontlinot, p.26

﹈

モ
ン
リ
ノ
の
右
の
説
明
に
誤
り
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
デ
ポ
開
設
の
理
由
と
目
的
で
あ
る
︒
一
七
六
四
年
王
令
の
直
接
の
標
的
は
乞

食
・
流
民
で
あ
り
︑
そ
の
閉
じ
込
め
に
よ
る
懲
罰
︑
つ
ま
り
禁
錮
刑
や
ガ
レ
ー
漕
役
刑
だ
っ
た
︒
確
か
に
前
述
し
た
よ
う
に
︑
地
方

の
デ
ポ
が
性
病
患
者
︑
精
神
障
碍
者
︑
て
ん
か
ん
患
者
︑
娼
婦
︑
脱
走
兵
な
ど
を
受
け
容
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
れ

は
地
方
の
現
実
的
な
要
請
に
従
っ
た
結
果
だ
っ
た
の
で
あ
り
︑
初
め
か
ら
こ
の
種
の
不
幸
な
人
々
を
受
け
容
れ
る
つ
も
り
は
な
か
っ

た
︒
す
な
わ
ち
︑
王
権
に
し
て
み
れ
ば
︑
そ
れ
は
一
七
六
四
年
王
令
か
ら
の
逸
脱
行
為
だ
っ
た
︒

そ
れ
は
さ
て
お
き
︑
モ
ン
リ
ノ
は
︑
王
権
は
い
つ
も
同
じ
愚
を
犯
す
と
批
判
す
る
︒
弾
圧
を
強
め
れ
ば
犯
罪
は
減
る
と
云
う
思
い

込
み
だ
︒
す
な
わ
ち
︑
デ
ポ
を
造
り
︑
法
を
遵
守
し
な
い
乞
食
・
流
民
を
監
禁
す
れ
ば
︑
彼
ら
は
二
度
と
物
乞
い
放
浪
を
し
な
い
だ

ろ
う
︑
そ
の
予
備
軍
も
処
罰
を
恐
れ
て
物
乞
い
を
思
い
留
め
る
だ
ろ
う
︑
と
の
思
惑
で
あ
る
︒

こ
の
批
判
は
誠
に
正
鵠
を
射
て
お
り
︑
私
の
見
方
と
同
じ
で
あ
る
︒
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
に
し
ろ
︑
ジ
ョ
リ
・
ド
・
フ
リ
ュ
リ
ィ
に
し
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ろ
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
に
し
ろ
︑
政
府
高
官
は
貧
民
の
生
活
と
労
働
の
実
態
に
疎
く
︑
そ
の
心
性
に
余
り
に
も
無
知
で
あ
っ
た
︒
も
っ
と

云
え
ば
︑
人
間
そ
の
も
の
の
理
解
に
誤
り
が
あ
っ
た
︒
彼
ら
に
共
通
す
る
の
は
︑﹁
庶
民
は
強
制
や
命
令
で
動
く
﹂
と
い
う
思
い
込
み

だ
っ
た
︒
モ
ン
リ
ノ
は
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
地
で
貧
農
の
暮
ら
し
を
実
際
に
見
て
︑
高
位
高
官
の
独
善
的
貧
民
観
か
ら
自
由
に
な
っ
た
の

だ
ろ
う︶52
︵

︒

善
良
な
農
民
や
職
人
の
物
乞
い
行
為
を
容
認
す
る
モ
ン
リ
ノ
だ
が
︑
危
険
な
流
民
や
職
業
乞
食
に
つ
い
て
は
厳
し
い
取
り
締
ま
り

と
処
罰
を
勧
め
て
い
る
︒﹁
実
際
︑
こ
の
老
人
た
ち
の
群
れ
︑
手
足
に
障
碍
を
も
ち
︑
切
断
さ
れ
た
手
足
の
人
々
が
︑
施
し
や
一
夜

の
宿
を
乞
う
程
怖
い
も
の
は
な
か
ろ
う
︒
蝗イ
ナ
ゴの
大
群
の
如
き
彼
ら
は
︑
勤
勉
な
者
た
ち
の
食
糧
を
貪
り
食
う
︒﹂﹇M

ontlinot, p.18

﹈

職
業
乞
食
や
流
民
は
︑
住
民
に
不
安
を
与
え
街
の
治
安
を
脅
か
す
犯
罪
行
為
で
あ
り
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
は
厳
重
に
取
り
締
ま
る
必
要
が

あ
る
と
云
う
︒
そ
し
て
マ
レ
シ
ョ
セ
が
尋
問
す
べ
き
項
目
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
︒

モ
ン
リ
ノ
は
︑
こ
の
種
の
乞
食
・
流
民
を
矯
正
し
社
会
に
復
帰
さ
せ
る
の
は
難
し
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
︒
な
ぜ
な
ら
彼
ら
の

性
情
が
羊
飼
い
に
似
て
い
る
か
ら
だ
︒
彼
ら
は
自
由
な
空
気
を
好
み
︑
大
し
た
努
力
も
せ
ず
に
食
料
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
︒
将
来

を
案
ず
る
こ
と
も
な
く
︑
気
儘
な
牧
歌
的
な
生
活
を
好
む
か
ら
だ
︑
と
い
う
︒﹇M

ontlinot, p.22

﹈

そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ま
で
王
権
が
採
っ
て
き
た
対
策
は
効
果
が
な
い
と
云
う
︒
つ
ま
り
彼
ら
を
生
ま
れ
故
郷
に
戻
す
措
置
は
︑
困
難
を

い
っ
そ
う
増
幅
す
る
だ
け
で
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
か
っ
た
︒
ま
た
所
払
い
︑
ガ
レ
ー
船
漕
役
刑
︑
期
限
付
き
の
禁
錮
刑
も
効
果
が

な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
政
策
立
案
者
や
高
位
高
官
が
彼
ら
の
性
情
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
︒
彼
ら
は
怠
け
者
だ
が
従
順
だ
か

ら
︑
慈
善
工
房
や
あ
れ
こ
れ
の
つ
ま
ら
ぬ
仕
事
に
も
容
易
に
食
い
つ
く
と
考
え
た
が
︑
こ
れ
が
間
違
い
だ
と
モ
ン
リ
ノ
は
云
う
︒
と

い
う
の
は
︑
彼
ら
は
施
し
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
ま
た
安
値
で
そ
の
腕
を
貸
す
こ
と
も
し
な
い
︑
日
雇
農
の
よ
う
に
低
賃
銀

乞食収容所の開設

─    （58）─

で
定
着
さ
せ
る
こ
と
も
難
し
い
︑
キ
マ
イ
ラchim

ère

如
き
も
の
だ
︑
と
語
る
︒﹇M

ontlinot, p.24

﹈

で
は
ど
ん
な
対
策
が
あ
る
か
︑
モ
ン
リ
ノ
は
武
器
を
携
行
し
た
マ
レ
シ
ョ
セ
が
こ
れ
ら
の
流
民
を
捕
ら
え
︑
宏
大
な
荒
蕪
地
へ
の

放
逐
を
提
案
す
る
︒﹁
も
し
政
府
が
こ
れ
ら
の
女
た
ち
︑
い
か
に
放
蕩
で
あ
れ
ま
だ
更
生
の
能
力
を
失
っ
て
い
な
い
女
た
ち
か
ら
︑

何
ら
か
の
利
益
を
引
き
出
し
た
い
の
な
ら
︑
ま
た
財
産
を
も
た
な
い
流
民
の
男
た
ち
を
︑
全
体
の
利
益
に
役
立
つ
方
向
に
導
き
た
い

の
で
あ
れ
ば
︑
彼
ら
に
自
由
に
動
き
回
れ
る
宏
大
な
土
地
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
︒
も
は
や
こ
の
世
を
う
る
さ
く
悩
ま
す
こ
と
が
で

き
な
い
と
知
れ
ば
︑
彼
ら
は
や
が
て
風
俗
を
改
め
る
で
あ
ろ
う
︒﹂
と
述
べ
る
︒﹇M

ontlinot, p.25

﹈
モ
ン
リ
ノ
は
恐
ら
く
北
米
か

西
ア
フ
リ
カ
植
民
地
へ
の
移
送
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
論
文
が
公
刊
さ
れ
た
一
七
八
六
年
は
ま
さ
に
革

命
前
夜
で
あ
り
︑
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
云
う
﹁
大
恐
怖
﹂
に
怯
え
て
い
る
と
き
で
あ
っ
た
か
ら
︑
モ
ン
リ
ノ
の
提
言
は
そ
う
し
た
時
代

思
潮
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

結
び
に
か
え
て

ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
に
四
半
世
紀
の
歴
史
を
刻
ん
だ
乞
食
収
容
所
は
︑
ル
イ
一
四
世
以
降
採
ら
れ
た
乞
食
・
流
民
の
根

絶
政
策
の
謂
わ
ば
﹁
総
仕
上
げ
﹂
だ
っ
た
︒
一
七
六
四
年
の
王
令
は
︑
一
七
二
四
年
王
令
の
不
首
尾
を
反
省
し
︑
王
権
が
ぢ
か
に
そ

の
機
構
を
動
員
し
て
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
は
処
遇
し
き
れ
な
か
っ
た
﹁
身
体
壮
健
な
乞
食
・
流
民
﹂
を
捕
捉
し
デ
ポ
に
監

禁
し
︑
懲
罰
と
矯
正
に
よ
り
︑
物
乞
い
と
放
浪
の
再
犯
を
防
ぐ
狙
い
だ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
各
地
に
開
設
さ
れ
た
デ
ポ
は
︑
オ
ピ
タ

ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
よ
り
も
い
っ
そ
う
抑
圧
的
で
あ
り
︑
酷
い
処
遇
だ
っ
た
︒
黒
パ
ン
と
水
と
少
々
の
野
菜
だ
け
の
食
事
︑
大
き
め
の
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ろ
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
に
し
ろ
︑
政
府
高
官
は
貧
民
の
生
活
と
労
働
の
実
態
に
疎
く
︑
そ
の
心
性
に
余
り
に
も
無
知
で
あ
っ
た
︒
も
っ
と

云
え
ば
︑
人
間
そ
の
も
の
の
理
解
に
誤
り
が
あ
っ
た
︒
彼
ら
に
共
通
す
る
の
は
︑﹁
庶
民
は
強
制
や
命
令
で
動
く
﹂
と
い
う
思
い
込
み

だ
っ
た
︒
モ
ン
リ
ノ
は
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
地
で
貧
農
の
暮
ら
し
を
実
際
に
見
て
︑
高
位
高
官
の
独
善
的
貧
民
観
か
ら
自
由
に
な
っ
た
の

だ
ろ
う︶52
︵

︒

善
良
な
農
民
や
職
人
の
物
乞
い
行
為
を
容
認
す
る
モ
ン
リ
ノ
だ
が
︑
危
険
な
流
民
や
職
業
乞
食
に
つ
い
て
は
厳
し
い
取
り
締
ま
り

と
処
罰
を
勧
め
て
い
る
︒﹁
実
際
︑
こ
の
老
人
た
ち
の
群
れ
︑
手
足
に
障
碍
を
も
ち
︑
切
断
さ
れ
た
手
足
の
人
々
が
︑
施
し
や
一
夜

の
宿
を
乞
う
程
怖
い
も
の
は
な
か
ろ
う
︒
蝗イ
ナ
ゴの
大
群
の
如
き
彼
ら
は
︑
勤
勉
な
者
た
ち
の
食
糧
を
貪
り
食
う
︒﹂﹇M

ontlinot, p.18

﹈

職
業
乞
食
や
流
民
は
︑
住
民
に
不
安
を
与
え
街
の
治
安
を
脅
か
す
犯
罪
行
為
で
あ
り
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
は
厳
重
に
取
り
締
ま
る
必
要
が

あ
る
と
云
う
︒
そ
し
て
マ
レ
シ
ョ
セ
が
尋
問
す
べ
き
項
目
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
︒

モ
ン
リ
ノ
は
︑
こ
の
種
の
乞
食
・
流
民
を
矯
正
し
社
会
に
復
帰
さ
せ
る
の
は
難
し
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
︒
な
ぜ
な
ら
彼
ら
の

性
情
が
羊
飼
い
に
似
て
い
る
か
ら
だ
︒
彼
ら
は
自
由
な
空
気
を
好
み
︑
大
し
た
努
力
も
せ
ず
に
食
料
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
︒
将
来

を
案
ず
る
こ
と
も
な
く
︑
気
儘
な
牧
歌
的
な
生
活
を
好
む
か
ら
だ
︑
と
い
う
︒﹇M

ontlinot, p.22

﹈

そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ま
で
王
権
が
採
っ
て
き
た
対
策
は
効
果
が
な
い
と
云
う
︒
つ
ま
り
彼
ら
を
生
ま
れ
故
郷
に
戻
す
措
置
は
︑
困
難
を

い
っ
そ
う
増
幅
す
る
だ
け
で
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
か
っ
た
︒
ま
た
所
払
い
︑
ガ
レ
ー
船
漕
役
刑
︑
期
限
付
き
の
禁
錮
刑
も
効
果
が

な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
政
策
立
案
者
や
高
位
高
官
が
彼
ら
の
性
情
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
︒
彼
ら
は
怠
け
者
だ
が
従
順
だ
か

ら
︑
慈
善
工
房
や
あ
れ
こ
れ
の
つ
ま
ら
ぬ
仕
事
に
も
容
易
に
食
い
つ
く
と
考
え
た
が
︑
こ
れ
が
間
違
い
だ
と
モ
ン
リ
ノ
は
云
う
︒
と

い
う
の
は
︑
彼
ら
は
施
し
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
ま
た
安
値
で
そ
の
腕
を
貸
す
こ
と
も
し
な
い
︑
日
雇
農
の
よ
う
に
低
賃
銀

乞食収容所の開設
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で
定
着
さ
せ
る
こ
と
も
難
し
い
︑
キ
マ
イ
ラchim

ère

如
き
も
の
だ
︑
と
語
る
︒﹇M

ontlinot, p.24

﹈

で
は
ど
ん
な
対
策
が
あ
る
か
︑
モ
ン
リ
ノ
は
武
器
を
携
行
し
た
マ
レ
シ
ョ
セ
が
こ
れ
ら
の
流
民
を
捕
ら
え
︑
宏
大
な
荒
蕪
地
へ
の

放
逐
を
提
案
す
る
︒﹁
も
し
政
府
が
こ
れ
ら
の
女
た
ち
︑
い
か
に
放
蕩
で
あ
れ
ま
だ
更
生
の
能
力
を
失
っ
て
い
な
い
女
た
ち
か
ら
︑

何
ら
か
の
利
益
を
引
き
出
し
た
い
の
な
ら
︑
ま
た
財
産
を
も
た
な
い
流
民
の
男
た
ち
を
︑
全
体
の
利
益
に
役
立
つ
方
向
に
導
き
た
い

の
で
あ
れ
ば
︑
彼
ら
に
自
由
に
動
き
回
れ
る
宏
大
な
土
地
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
︒
も
は
や
こ
の
世
を
う
る
さ
く
悩
ま
す
こ
と
が
で

き
な
い
と
知
れ
ば
︑
彼
ら
は
や
が
て
風
俗
を
改
め
る
で
あ
ろ
う
︒﹂
と
述
べ
る
︒﹇M

ontlinot, p.25

﹈
モ
ン
リ
ノ
は
恐
ら
く
北
米
か

西
ア
フ
リ
カ
植
民
地
へ
の
移
送
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
論
文
が
公
刊
さ
れ
た
一
七
八
六
年
は
ま
さ
に
革

命
前
夜
で
あ
り
︑
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
云
う
﹁
大
恐
怖
﹂
に
怯
え
て
い
る
と
き
で
あ
っ
た
か
ら
︑
モ
ン
リ
ノ
の
提
言
は
そ
う
し
た
時
代

思
潮
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

結
び
に
か
え
て

ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
に
四
半
世
紀
の
歴
史
を
刻
ん
だ
乞
食
収
容
所
は
︑
ル
イ
一
四
世
以
降
採
ら
れ
た
乞
食
・
流
民
の
根

絶
政
策
の
謂
わ
ば
﹁
総
仕
上
げ
﹂
だ
っ
た
︒
一
七
六
四
年
の
王
令
は
︑
一
七
二
四
年
王
令
の
不
首
尾
を
反
省
し
︑
王
権
が
ぢ
か
に
そ

の
機
構
を
動
員
し
て
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
は
処
遇
し
き
れ
な
か
っ
た
﹁
身
体
壮
健
な
乞
食
・
流
民
﹂
を
捕
捉
し
デ
ポ
に
監

禁
し
︑
懲
罰
と
矯
正
に
よ
り
︑
物
乞
い
と
放
浪
の
再
犯
を
防
ぐ
狙
い
だ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
各
地
に
開
設
さ
れ
た
デ
ポ
は
︑
オ
ピ
タ

ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
よ
り
も
い
っ
そ
う
抑
圧
的
で
あ
り
︑
酷
い
処
遇
だ
っ
た
︒
黒
パ
ン
と
水
と
少
々
の
野
菜
だ
け
の
食
事
︑
大
き
め
の
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ベ
ッ
ド
に
四
人
の
同
衾
︑
大
部
屋
に
老
い
も
若
き
も
︑
病
者
も
健
康
者
も
一
緒
く
た
の
雑
居
状
態
︑
外
部
の
委
託
業
者
に
よ
る
仕
事

へ
の
﹁
只
働
き
﹂︑
身
体
に
不
調
を
来
し
て
も
施
さ
れ
な
い
医
療
ケ
ア
の
欠
如
︑
デ
ポ
は
ま
さ
し
く
懲
治
監
だ
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑

病
弱
者
だ
け
で
は
な
く
︑
青
壮
年
の
入
所
者
も
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
衰
弱
し
て
︑
デ
ポ
で
亡
く
な
る
者
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
︒

し
か
し
︑
王
権
の
目
論
見
は
す
ぐ
に
破
綻
し
た
︒
デ
ポ
の
主
た
る
標
的
は
︑
身
体
壮
健
な
る
貧
民
・
乞
食
だ
っ
た
の
に
︑
実
に
さ

ま
ざ
ま
な
社
会
的
に
不
遇
の
人
々
︑
す
な
わ
ち
夫
を
な
く
し
た
︵
捨
て
ら
れ
た
︶
寡
婦
︑
広
義
の
精
神
障
碍
者
︑
性
病
患
者
︑
多
様

な
病
者
や
身
体
障
碍
者
︑
労
働
不
能
と
な
っ
た
老
齢
者
︑
そ
し
て
娼
婦
や
脱
走
兵
︑
戦
争
捕
虜
︑
脱
獄
者
な
ど
が
デ
ポ
に
入
れ
ら
れ

た
︒
こ
の
事
実
は
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
な
ど
政
府
高
官
の
再
三
に
わ
た
る
忠
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
デ
ポ
が
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
化

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
デ
ポ
は
︑
そ
の
地
の
共
同
体
が
厄
介
視
し
︑
処
遇
に
困
惑
す
る
弱
者
を
受
け
容
れ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま

り
デ
ポ
は
︑
王
権
の
意
図
と
は
離
れ
て
︑
地
元
社
会
の
現
実
的
要
請
に
応
え
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
デ
ポ
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ

ネ
ラ
ル
の
﹁
別
院
﹂
と
し
て
機
能
し
た
と
云
え
る
︒
し
か
も
そ
の
処
遇
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
よ
り
︑
い
っ
そ
う
苛
烈
で
︑
入

所
者
の
五
分
の
一
が
命
を
落
と
し
た
の
で
あ
る
︒

革
命
前
夜
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
デ
ポ
体
制
に
懐
疑
的
な
目
を
向
け
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
現
れ
た
︒
チ
ュ
ル
ゴ
と
そ
の
友
人
ブ

リ
エ
ン
ヌ
で
あ
り
︑
モ
ン
リ
ノ
で
あ
る
︒
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
と
く
に
重
視
す
べ
き
は
︑
チ
ュ
ル
ゴ
が
提
起
し
た
﹁
労
働
︵
営

業
︶
の
自
由
﹂
と
国
王
賦
役
の
廃
止
で
あ
る
︒
と
く
に
﹁
労
働
︵
営
業
︶
の
自
由
﹂
こ
そ
は
︑
王
権
が
誤
っ
て
貧
民
の
怠
惰
を
非
難

し
た
こ
と
へ
の
切
り
札
的
回
答
に
な
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
移
動
す
る
貧
民
は
パ
ン
と
同
時
に
︑﹁
食
っ
て
ゆ
け
る
仕
事
﹂

を
探
し
求
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ギ
ル
ド
︑
な
か
ん
ず
く
宣
誓
ギ
ル
ド
に
属
す
る
商
工
業
者
は
︑
チ
ュ
ル
ゴ
の
提
言
に

猛
反
撥
し
て
こ
れ
を
撤
回
さ
せ
た
︶
53
︵

︒
ま
た
︑
国
王
賦
役
を
廃
止
し
︑
国
王
道
路
の
普
請
を
身
体
壮
健
な
失
業
者
に
や
ら
せ
賃
銀
を
支

乞食収容所の開設

─    （60）─

払
う
と
い
う
﹁
慈
善
工
房
﹂
構
想
も
︑
領
主
や
土
地
所
有
者
の
反
対
で
つ
ぶ
さ
れ
た
︒
チ
ュ
ル
ゴ
は
︑
何
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
な
し

に
壮
健
貧
民
を
閉
じ
込
め
る
デ
ポ
に
は
批
判
的
だ
っ
た
か
ら
︑
そ
の
閉
鎖
と
収
容
者
の
漸
次
釈
放
を
地
方
長
官
に
指
示
し
た
の
だ

が
︑
こ
れ
ま
た
︑
後
任
の
財
務
総
監
に
よ
り
撤
回
さ
れ
た
︒

チ
ュ
ル
ゴ
の
友
人
ブ
リ
エ
ン
ヌ
も
ま
た
王
権
の
乞
食
・
流
民
施
策
を
根
底
的
に
批
判
し
︑
新
た
な
処
方
箋
を
提
示
し
た
︒
か
れ
は

貧
民
を
﹁
労
働
可
能
性
﹂
に
よ
り
二
分
す
る
考
え
を
批
判
し
︑﹁
物
乞
い
す
る
以
外
に
生
き
る
術
を
も
た
な
い
貧
民
﹂
の
物
乞
い
行
為

を
容
認
し
た
︒
そ
の
こ
と
は
︑
施
し
を
与
え
る
個
人
の
喜
捨
行
為
を
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
隣
人
愛
の
発
露
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
も

あ
っ
た
︒
だ
が
か
れ
は
物
乞
い
を
推
奨
す
る
訳
で
は
な
く
︑
労
働
可
能
貧
民
に
は
行
政
が
適
当
な
仕
事
を
提
供
す
る
の
が
好
い
と
い

う
︒
こ
の
観
点
か
ら
国
王
賦
役
の
廃
止
を
主
張
す
る
の
は
チ
ュ
ル
ゴ
と
同
じ
で
あ
る
︒

貧
民
病
者
の
ケ
ア
に
つ
い
て
も
︑
オ
ピ
タ
ル
の
瘴
気
が
逆
に
病
気
を
蔓
延
さ
せ
て
い
る
と
の
考
え
か
ら
︑
寧
ろ
在
宅
ケ
ア
を
推
奨

し
て
い
る
︒
但
し
︑
精
神
障
碍
者
と
て
ん
か
ん
患
者
は
特
別
な
オ
ピ
タ
ル
を
設
け
る
べ
き
だ
と
云
う
︒
ま
た
捨
子
・
孤
児
に
つ
い
て

は
︑
そ
の
母
親
が
安
心
し
て
密
か
に
出
産
で
き
る
よ
う
に
王
権
は
配
慮
す
べ
き
だ
と
云
う
︒
女
性
の
名
誉
や
人
権
を
擁
護
す
る
ブ
リ

エ
ン
ヌ
の
主
張
は
︑
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
徐
々
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
ゆ
く
︒
だ
が
︑
未
婚
の
母
か
ら
生
ま
れ
た
赤
子
が
農
村

の
乳
母
に
預
け
ら
れ
︑
大
半
が
間
も
な
く
死
ん
で
ゆ
く
事
実
を
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
が
直
視
し
な
か
っ
た
こ
と
は
誠
に
残
念
で
あ
る
︒

デ
ポ
そ
の
も
の
あ
り
方
を
劇
的
に
変
え
よ
う
と
し
た
の
は
モ
ン
リ
ノ
だ
っ
た
︒
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
監
督
官
に
着
任
す
る
と
︑
ま
ず

そ
の
居
住
条
件
を
改
善
し
︑
病
気
の
因
と
な
る
瘴
気
を
除
去
し
︑
新
鮮
な
空
気
を
部
屋
に
取
り
入
れ
た
︒
寝
具
や
着
衣
の
衛
生
に
も

気
を
配
っ
た
︒
こ
こ
に
も
実
に
多
様
な
不
幸
な
貧
民
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
人
々
に
か
れ
は
愛
情
を
も
っ
て
接
し
た
︒
例
え

ば
精
神
障
碍
者
を
隔
離
し
て
い
た
地
下
牢
や
隔
離
小
舎
を
廃
し
︑
デ
ポ
内
に
外
科
医
を
常
駐
さ
せ
病
者
の
診
療
に
当
た
ら
せ
た
︒
こ
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ベ
ッ
ド
に
四
人
の
同
衾
︑
大
部
屋
に
老
い
も
若
き
も
︑
病
者
も
健
康
者
も
一
緒
く
た
の
雑
居
状
態
︑
外
部
の
委
託
業
者
に
よ
る
仕
事

へ
の
﹁
只
働
き
﹂︑
身
体
に
不
調
を
来
し
て
も
施
さ
れ
な
い
医
療
ケ
ア
の
欠
如
︑
デ
ポ
は
ま
さ
し
く
懲
治
監
だ
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑

病
弱
者
だ
け
で
は
な
く
︑
青
壮
年
の
入
所
者
も
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
衰
弱
し
て
︑
デ
ポ
で
亡
く
な
る
者
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
︒

し
か
し
︑
王
権
の
目
論
見
は
す
ぐ
に
破
綻
し
た
︒
デ
ポ
の
主
た
る
標
的
は
︑
身
体
壮
健
な
る
貧
民
・
乞
食
だ
っ
た
の
に
︑
実
に
さ

ま
ざ
ま
な
社
会
的
に
不
遇
の
人
々
︑
す
な
わ
ち
夫
を
な
く
し
た
︵
捨
て
ら
れ
た
︶
寡
婦
︑
広
義
の
精
神
障
碍
者
︑
性
病
患
者
︑
多
様

な
病
者
や
身
体
障
碍
者
︑
労
働
不
能
と
な
っ
た
老
齢
者
︑
そ
し
て
娼
婦
や
脱
走
兵
︑
戦
争
捕
虜
︑
脱
獄
者
な
ど
が
デ
ポ
に
入
れ
ら
れ

た
︒
こ
の
事
実
は
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
な
ど
政
府
高
官
の
再
三
に
わ
た
る
忠
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
デ
ポ
が
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
化

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
デ
ポ
は
︑
そ
の
地
の
共
同
体
が
厄
介
視
し
︑
処
遇
に
困
惑
す
る
弱
者
を
受
け
容
れ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま

り
デ
ポ
は
︑
王
権
の
意
図
と
は
離
れ
て
︑
地
元
社
会
の
現
実
的
要
請
に
応
え
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
デ
ポ
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ

ネ
ラ
ル
の
﹁
別
院
﹂
と
し
て
機
能
し
た
と
云
え
る
︒
し
か
も
そ
の
処
遇
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
よ
り
︑
い
っ
そ
う
苛
烈
で
︑
入

所
者
の
五
分
の
一
が
命
を
落
と
し
た
の
で
あ
る
︒

革
命
前
夜
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
デ
ポ
体
制
に
懐
疑
的
な
目
を
向
け
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
現
れ
た
︒
チ
ュ
ル
ゴ
と
そ
の
友
人
ブ

リ
エ
ン
ヌ
で
あ
り
︑
モ
ン
リ
ノ
で
あ
る
︒
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
と
く
に
重
視
す
べ
き
は
︑
チ
ュ
ル
ゴ
が
提
起
し
た
﹁
労
働
︵
営

業
︶
の
自
由
﹂
と
国
王
賦
役
の
廃
止
で
あ
る
︒
と
く
に
﹁
労
働
︵
営
業
︶
の
自
由
﹂
こ
そ
は
︑
王
権
が
誤
っ
て
貧
民
の
怠
惰
を
非
難

し
た
こ
と
へ
の
切
り
札
的
回
答
に
な
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
移
動
す
る
貧
民
は
パ
ン
と
同
時
に
︑﹁
食
っ
て
ゆ
け
る
仕
事
﹂

を
探
し
求
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ギ
ル
ド
︑
な
か
ん
ず
く
宣
誓
ギ
ル
ド
に
属
す
る
商
工
業
者
は
︑
チ
ュ
ル
ゴ
の
提
言
に

猛
反
撥
し
て
こ
れ
を
撤
回
さ
せ
た
︶
53
︵

︒
ま
た
︑
国
王
賦
役
を
廃
止
し
︑
国
王
道
路
の
普
請
を
身
体
壮
健
な
失
業
者
に
や
ら
せ
賃
銀
を
支

乞食収容所の開設
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払
う
と
い
う
﹁
慈
善
工
房
﹂
構
想
も
︑
領
主
や
土
地
所
有
者
の
反
対
で
つ
ぶ
さ
れ
た
︒
チ
ュ
ル
ゴ
は
︑
何
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
な
し

に
壮
健
貧
民
を
閉
じ
込
め
る
デ
ポ
に
は
批
判
的
だ
っ
た
か
ら
︑
そ
の
閉
鎖
と
収
容
者
の
漸
次
釈
放
を
地
方
長
官
に
指
示
し
た
の
だ

が
︑
こ
れ
ま
た
︑
後
任
の
財
務
総
監
に
よ
り
撤
回
さ
れ
た
︒

チ
ュ
ル
ゴ
の
友
人
ブ
リ
エ
ン
ヌ
も
ま
た
王
権
の
乞
食
・
流
民
施
策
を
根
底
的
に
批
判
し
︑
新
た
な
処
方
箋
を
提
示
し
た
︒
か
れ
は

貧
民
を
﹁
労
働
可
能
性
﹂
に
よ
り
二
分
す
る
考
え
を
批
判
し
︑﹁
物
乞
い
す
る
以
外
に
生
き
る
術
を
も
た
な
い
貧
民
﹂
の
物
乞
い
行
為

を
容
認
し
た
︒
そ
の
こ
と
は
︑
施
し
を
与
え
る
個
人
の
喜
捨
行
為
を
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
隣
人
愛
の
発
露
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
も

あ
っ
た
︒
だ
が
か
れ
は
物
乞
い
を
推
奨
す
る
訳
で
は
な
く
︑
労
働
可
能
貧
民
に
は
行
政
が
適
当
な
仕
事
を
提
供
す
る
の
が
好
い
と
い

う
︒
こ
の
観
点
か
ら
国
王
賦
役
の
廃
止
を
主
張
す
る
の
は
チ
ュ
ル
ゴ
と
同
じ
で
あ
る
︒

貧
民
病
者
の
ケ
ア
に
つ
い
て
も
︑
オ
ピ
タ
ル
の
瘴
気
が
逆
に
病
気
を
蔓
延
さ
せ
て
い
る
と
の
考
え
か
ら
︑
寧
ろ
在
宅
ケ
ア
を
推
奨

し
て
い
る
︒
但
し
︑
精
神
障
碍
者
と
て
ん
か
ん
患
者
は
特
別
な
オ
ピ
タ
ル
を
設
け
る
べ
き
だ
と
云
う
︒
ま
た
捨
子
・
孤
児
に
つ
い
て

は
︑
そ
の
母
親
が
安
心
し
て
密
か
に
出
産
で
き
る
よ
う
に
王
権
は
配
慮
す
べ
き
だ
と
云
う
︒
女
性
の
名
誉
や
人
権
を
擁
護
す
る
ブ
リ

エ
ン
ヌ
の
主
張
は
︑
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
徐
々
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
ゆ
く
︒
だ
が
︑
未
婚
の
母
か
ら
生
ま
れ
た
赤
子
が
農
村

の
乳
母
に
預
け
ら
れ
︑
大
半
が
間
も
な
く
死
ん
で
ゆ
く
事
実
を
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
が
直
視
し
な
か
っ
た
こ
と
は
誠
に
残
念
で
あ
る
︒

デ
ポ
そ
の
も
の
あ
り
方
を
劇
的
に
変
え
よ
う
と
し
た
の
は
モ
ン
リ
ノ
だ
っ
た
︒
ス
ワ
ソ
ン
の
デ
ポ
監
督
官
に
着
任
す
る
と
︑
ま
ず

そ
の
居
住
条
件
を
改
善
し
︑
病
気
の
因
と
な
る
瘴
気
を
除
去
し
︑
新
鮮
な
空
気
を
部
屋
に
取
り
入
れ
た
︒
寝
具
や
着
衣
の
衛
生
に
も

気
を
配
っ
た
︒
こ
こ
に
も
実
に
多
様
な
不
幸
な
貧
民
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
人
々
に
か
れ
は
愛
情
を
も
っ
て
接
し
た
︒
例
え

ば
精
神
障
碍
者
を
隔
離
し
て
い
た
地
下
牢
や
隔
離
小
舎
を
廃
し
︑
デ
ポ
内
に
外
科
医
を
常
駐
さ
せ
病
者
の
診
療
に
当
た
ら
せ
た
︒
こ
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う
し
て
皮
膚
病
な
ど
の
患
者
は
減
少
し
︑
デ
ポ
内
死
亡
も
減
少
し
た
︒

他
方
︑
モ
ン
リ
ノ
は
労
働
可
能
な
貧
民
に
は
仕
事
を
与
え
そ
の
自
立
を
促
す
戦
略
を
と
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
デ
ポ
を
﹁
労
働
の
家
﹂

に
名
称
変
更
す
る
︒
か
れ
は
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
や
ら
れ
た
︑
半
ば
強
制
的
な
無
償
労
働
が
働
く
者
の
自
発
性
を
損
な
っ

て
い
る
と
考
え
︑
仕
事
の
出
来
高
と
出
来
栄
え
に
応
じ
て
賃
銀
を
払
う
方
式
に
変
え
た
︒
こ
う
し
て
入
所
者
の
労
働
意
欲
と
向
上
心

を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
︒
入
所
者
は
人
並
み
に
稼
い
だ
賃
銀
で
︑
自
由
に
物
を
買
う
消
費
の
喜
び
も
味
わ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
︒
か
く
て
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
に
な
っ
て
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
下
層
民
衆
は
初
め
て
﹁
護
民
官
﹂
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
︒

︵
1
︶　
フ
ラ
ン
ス
全
体
の
人
口
増
加
と
符
節
を
合
わ
せ
て
︑
パ
リ
市
の
人
口
も
着
実
に
増
加
し
た
︒
一
七
〇
九
~
一
九
年
時
に
推
定
五
一
万
人

を
数
え
た
が
︑
四
〇
数
年
後
の
一
七
五
二
~
六
二
年
に
は
五
七
万
人
に
︑
さ
ら
に
革
命
時
に
は
六
五
万
人
に
達
し
た
︒﹇Fierrot, p.279

﹈

︵
2
︶　
フ
リ
ュ
リ
ィ
の
意
見
書
は
︑﹇Thuillier, 2003

﹈
の
付
録
に
︑U

n m
ém

oire de l’intendant Joly de Flreury

︵1759

︶
と
し
て
全
文
掲
載

さ
れ
て
い
る
の
で
︑
本
文
の
よ
う
に
注
記
し
た
︒
後
段
の
ベ
ル
テ
ィ
エ
の
意
見
書
も
同
じ
く
こ
の
書
物
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

︵
3
︶　
こ
の
肝
腎
な
箇
所
を
ア
ダ
ム
ス
は
誤
っ
て
理
解
し
次
の
よ
う
に
記
す
︒﹁
住
所
確
定
の
乞
食
は
︑
流
民
よ
り
も
簡
単
に
閉
じ
込
め
ら
れ

る
と
い
う
事
実
は
︑
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
が
彼
ら
を
危
険
な
﹃
外
国
人
部
隊
﹄
と
見
な
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ル
・
ト

ロ
ー
ヌ
の
主
張
は
一
貫
性
を
欠
く
︒
な
ぜ
な
ら
︑
住
所
確
定
の
乞
食
は
︑
物
乞
い
の
理
由
を
食
料
欠
乏
や
失
業
の
せ
い
だ
と
申
し
立
て
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
︑
他
方
︑
流
民
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
よ
う
な
緩
和
的
事
情
を
除
外
し
て
い
る
か
ら
だ
︒﹂﹇A

dam
s, 1990, p.41

﹈

ア
ダ
ム
ス
の
記
述
に
お
い
て
は
︑
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
の
云
い
分
は
全
く
矛
盾
も
し
て
い
な
い
し
︑
一
貫
性
も
欠
い
て
い
な
い
︒
ル
・
ト
ロ
ー

ヌ
は
本
文
で
示
す
よ
う
に
︑
流
民
を
目
の
敵
に
し
て
い
る
の
に
︑﹁
緊
急
避
難
﹂
的
な
物
乞
い
を
認
め
て
い
る
が
故
に
︑﹁
首
尾
一
貫
性
を
欠

く
﹂
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
ア
ダ
ム
ス
は
︑
流
民
は
緊
急
避
難
的
な
物
乞
い
も
許
さ
れ
て
い
な
い
︑
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

乞食収容所の開設
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ア
ダ
ム
ス
の
著
作Bureaucrats and Beggars, O

xford U
nivercity Press, 1990

は
︑
乞
食
収
容
所
の
歴
史
を
主
に
官
僚
の
意
見
書
や

交
換
書
簡
に
依
拠
し
て
書
か
れ
た
優
れ
た
作
品
で
あ
り
︑
本
稿
も
か
れ
の
業
績
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
︒
だ
が
︑
話
題
は
目
ま
ぐ
る
し
く

変
わ
り
︑
あ
る
テ
ー
マ
に
収
斂
し
な
い
憾
み
が
あ
る
︒
ま
た
前
述
の
通
り
深
読
み
が
過
ぎ
る
箇
所
も
散
見
さ
れ
る
︒

︵
4
︶　
ア
ダ
ム
ス
は
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
の
主
張
だ
と
し
て
次
の
如
く
引
用
し
て
い
る
︒﹁
女
性
︵
の
流
民
や
労
働
可
能
な
者
︶
は
懲
治
監m

aison 

de force

に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
皮
肉
な
こ
と
に
︑
女
性
と
他
の
ガ
レ
ー
船
漕
役
刑
に
適
さ
な
い
者
の
た
め
に
﹃
臨
時
に
﹄
造
ら

れ
た
家
は
︑
後
に
デ
ポ
に
発
展
し
︑
大
多
数
の
男
女
の
乞
食
や
流
民
に
用
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒﹂
と
︒﹇A

dam
s, 1990, p.42

﹈
こ
れ
は
明

ら
か
に
深
読
み
︑
も
し
く
は
牽
強
付
会
の
言
で
は
な
い
か
︑
と
思
う
︒

︵
5
︶　
ス
ワ
ソ
ンSoissons

は
パ
リ
の
北
東
約
九
〇
㎞
に
位
置
す
る
小
都
市
で
︑
交
通
の
要
衝
だ
っ
た
せ
い
か
︑
近
隣
の
農
村
地
帯
か
ら
の
乞

食
流
民
が
︑
こ
の
町
周
辺
に
屯
し
て
い
た
︒
こ
こ
に
も
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
︑
モ
ン
リ
ノ
司
祭
が
そ
の
監
督
官
に
就
い
て
入
所
者
の
処
遇
改

善
に
着
手
す
る
の
で
あ
る
︒︵
後
述
︶

︵
6
︶　
ク
レ
マ
ン
・
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィC

lém
ent C

harles François de Laverdy

︵1723-1793

︶
は
︑
パ
リ
高

等
法
院
評
定
官
で
あ
っ
た
が
︑
賢
人
の
誉
れ
高
く
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
夫
人
の
寵
を
受
け
て
財
務
総
監
に
登
用
さ
れ
た
︒
刑
法
・
裁
判
制
度

な
ど
の
改
革
を
手
掛
け
た
が
︑
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
に
お
け
る
﹁
シ
ャ
ロ
テ
事
件l’A

ffaire C
halotais

﹂
に
連
座
し
た
廉
で
︑
一
七
六
八
年
に

更
迭
さ
れ
た
︒
そ
の
後
革
命
の
恐
怖
政
治
の
吹
き
荒
れ
る
な
か
ギ
ロ
チ
ン
で
処
刑
さ
れ
た
︒
尚
︑
名
前
の
表
記
は
︑﹃
パ
リ
歴
史
事
典
﹄
や

﹃
ペ
ラ
ン
歴
史
事
典
﹄
で
は
︑L’Averdy

　
と
な
っ
て
い
る
︒﹇Fierro, p.600

﹈﹇Perrin, p.556

﹈

ラ
・
シ
ャ
ロ
テLa C

halotais

は
レ
ン
ヌ
高
等
法
院
の
主
席
検
事
で
︑
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
追
放
に
貢
献
し
た
︒
そ
の

後
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
貴
族
ら
の
特
権
を
擁
護
し
て
王
権
と
対
立
し
た
が
︑
か
れ
を
陥
れ
る
匿
名
の
手
紙
が
国
王
に
届
き
︑
国
王
封
印
状
が
出

さ
れ
て
︑
ラ
・
シ
ャ
ロ
テ
は
サ
ン
・
マ
ロ
に
監
禁
さ
れ
た
︒
だ
が
そ
の
こ
と
で
か
れ
は
国
王
専
制
主
義
の
犠
牲
者
︑
殉
教
者
と
し
て
名

を
馳
せ
︑
パ
リ
だ
け
で
な
く
全
土
で
か
れ
の
釈
放
を
求
め
る
運
動
が
起
き
た
︒
国
王
は
譲
歩
し
︑
一
七
六
六
年
親
裁
座
を
設
け
た
が
︑
そ
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う
し
て
皮
膚
病
な
ど
の
患
者
は
減
少
し
︑
デ
ポ
内
死
亡
も
減
少
し
た
︒

他
方
︑
モ
ン
リ
ノ
は
労
働
可
能
な
貧
民
に
は
仕
事
を
与
え
そ
の
自
立
を
促
す
戦
略
を
と
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
デ
ポ
を
﹁
労
働
の
家
﹂

に
名
称
変
更
す
る
︒
か
れ
は
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
や
ら
れ
た
︑
半
ば
強
制
的
な
無
償
労
働
が
働
く
者
の
自
発
性
を
損
な
っ

て
い
る
と
考
え
︑
仕
事
の
出
来
高
と
出
来
栄
え
に
応
じ
て
賃
銀
を
払
う
方
式
に
変
え
た
︒
こ
う
し
て
入
所
者
の
労
働
意
欲
と
向
上
心

を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
︒
入
所
者
は
人
並
み
に
稼
い
だ
賃
銀
で
︑
自
由
に
物
を
買
う
消
費
の
喜
び
も
味
わ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
︒
か
く
て
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
に
な
っ
て
︑
ス
ワ
ソ
ン
の
下
層
民
衆
は
初
め
て
﹁
護
民
官
﹂
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
︒

︵
1
︶　
フ
ラ
ン
ス
全
体
の
人
口
増
加
と
符
節
を
合
わ
せ
て
︑
パ
リ
市
の
人
口
も
着
実
に
増
加
し
た
︒
一
七
〇
九
~
一
九
年
時
に
推
定
五
一
万
人

を
数
え
た
が
︑
四
〇
数
年
後
の
一
七
五
二
~
六
二
年
に
は
五
七
万
人
に
︑
さ
ら
に
革
命
時
に
は
六
五
万
人
に
達
し
た
︒﹇Fierrot, p.279

﹈

︵
2
︶　
フ
リ
ュ
リ
ィ
の
意
見
書
は
︑﹇Thuillier, 2003

﹈
の
付
録
に
︑U

n m
ém

oire de l’intendant Joly de Flreury

︵1759

︶
と
し
て
全
文
掲
載

さ
れ
て
い
る
の
で
︑
本
文
の
よ
う
に
注
記
し
た
︒
後
段
の
ベ
ル
テ
ィ
エ
の
意
見
書
も
同
じ
く
こ
の
書
物
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

︵
3
︶　
こ
の
肝
腎
な
箇
所
を
ア
ダ
ム
ス
は
誤
っ
て
理
解
し
次
の
よ
う
に
記
す
︒﹁
住
所
確
定
の
乞
食
は
︑
流
民
よ
り
も
簡
単
に
閉
じ
込
め
ら
れ

る
と
い
う
事
実
は
︑
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
が
彼
ら
を
危
険
な
﹃
外
国
人
部
隊
﹄
と
見
な
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ル
・
ト

ロ
ー
ヌ
の
主
張
は
一
貫
性
を
欠
く
︒
な
ぜ
な
ら
︑
住
所
確
定
の
乞
食
は
︑
物
乞
い
の
理
由
を
食
料
欠
乏
や
失
業
の
せ
い
だ
と
申
し
立
て
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
︑
他
方
︑
流
民
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
よ
う
な
緩
和
的
事
情
を
除
外
し
て
い
る
か
ら
だ
︒﹂﹇A

dam
s, 1990, p.41

﹈

ア
ダ
ム
ス
の
記
述
に
お
い
て
は
︑
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
の
云
い
分
は
全
く
矛
盾
も
し
て
い
な
い
し
︑
一
貫
性
も
欠
い
て
い
な
い
︒
ル
・
ト
ロ
ー

ヌ
は
本
文
で
示
す
よ
う
に
︑
流
民
を
目
の
敵
に
し
て
い
る
の
に
︑﹁
緊
急
避
難
﹂
的
な
物
乞
い
を
認
め
て
い
る
が
故
に
︑﹁
首
尾
一
貫
性
を
欠

く
﹂
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
ア
ダ
ム
ス
は
︑
流
民
は
緊
急
避
難
的
な
物
乞
い
も
許
さ
れ
て
い
な
い
︑
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

乞食収容所の開設
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ア
ダ
ム
ス
の
著
作Bureaucrats and Beggars, O

xford U
nivercity Press, 1990

は
︑
乞
食
収
容
所
の
歴
史
を
主
に
官
僚
の
意
見
書
や

交
換
書
簡
に
依
拠
し
て
書
か
れ
た
優
れ
た
作
品
で
あ
り
︑
本
稿
も
か
れ
の
業
績
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
︒
だ
が
︑
話
題
は
目
ま
ぐ
る
し
く

変
わ
り
︑
あ
る
テ
ー
マ
に
収
斂
し
な
い
憾
み
が
あ
る
︒
ま
た
前
述
の
通
り
深
読
み
が
過
ぎ
る
箇
所
も
散
見
さ
れ
る
︒

︵
4
︶　
ア
ダ
ム
ス
は
ル
・
ト
ロ
ー
ヌ
の
主
張
だ
と
し
て
次
の
如
く
引
用
し
て
い
る
︒﹁
女
性
︵
の
流
民
や
労
働
可
能
な
者
︶
は
懲
治
監m

aison 

de force
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
皮
肉
な
こ
と
に
︑
女
性
と
他
の
ガ
レ
ー
船
漕
役
刑
に
適
さ
な
い
者
の
た
め
に
﹃
臨
時
に
﹄
造
ら

れ
た
家
は
︑
後
に
デ
ポ
に
発
展
し
︑
大
多
数
の
男
女
の
乞
食
や
流
民
に
用
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒﹂
と
︒﹇A

dam
s, 1990, p.42

﹈
こ
れ
は
明

ら
か
に
深
読
み
︑
も
し
く
は
牽
強
付
会
の
言
で
は
な
い
か
︑
と
思
う
︒

︵
5
︶　
ス
ワ
ソ
ンSoissons
は
パ
リ
の
北
東
約
九
〇
㎞
に
位
置
す
る
小
都
市
で
︑
交
通
の
要
衝
だ
っ
た
せ
い
か
︑
近
隣
の
農
村
地
帯
か
ら
の
乞

食
流
民
が
︑
こ
の
町
周
辺
に
屯
し
て
い
た
︒
こ
こ
に
も
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
︑
モ
ン
リ
ノ
司
祭
が
そ
の
監
督
官
に
就
い
て
入
所
者
の
処
遇
改

善
に
着
手
す
る
の
で
あ
る
︒︵
後
述
︶

︵
6
︶　
ク
レ
マ
ン
・
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィC

lém
ent C

harles François de Laverdy

︵1723-1793

︶
は
︑
パ
リ
高

等
法
院
評
定
官
で
あ
っ
た
が
︑
賢
人
の
誉
れ
高
く
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
夫
人
の
寵
を
受
け
て
財
務
総
監
に
登
用
さ
れ
た
︒
刑
法
・
裁
判
制
度

な
ど
の
改
革
を
手
掛
け
た
が
︑
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
に
お
け
る
﹁
シ
ャ
ロ
テ
事
件l’A

ffaire C
halotais

﹂
に
連
座
し
た
廉
で
︑
一
七
六
八
年
に

更
迭
さ
れ
た
︒
そ
の
後
革
命
の
恐
怖
政
治
の
吹
き
荒
れ
る
な
か
ギ
ロ
チ
ン
で
処
刑
さ
れ
た
︒
尚
︑
名
前
の
表
記
は
︑﹃
パ
リ
歴
史
事
典
﹄
や

﹃
ペ
ラ
ン
歴
史
事
典
﹄
で
は
︑L’Averdy

　
と
な
っ
て
い
る
︒﹇Fierro, p.600

﹈﹇Perrin, p.556

﹈

ラ
・
シ
ャ
ロ
テLa C

halotais

は
レ
ン
ヌ
高
等
法
院
の
主
席
検
事
で
︑
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
追
放
に
貢
献
し
た
︒
そ
の

後
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
貴
族
ら
の
特
権
を
擁
護
し
て
王
権
と
対
立
し
た
が
︑
か
れ
を
陥
れ
る
匿
名
の
手
紙
が
国
王
に
届
き
︑
国
王
封
印
状
が
出

さ
れ
て
︑
ラ
・
シ
ャ
ロ
テ
は
サ
ン
・
マ
ロ
に
監
禁
さ
れ
た
︒
だ
が
そ
の
こ
と
で
か
れ
は
国
王
専
制
主
義
の
犠
牲
者
︑
殉
教
者
と
し
て
名

を
馳
せ
︑
パ
リ
だ
け
で
な
く
全
土
で
か
れ
の
釈
放
を
求
め
る
運
動
が
起
き
た
︒
国
王
は
譲
歩
し
︑
一
七
六
六
年
親
裁
座
を
設
け
た
が
︑
そ
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こ
で
も
か
れ
は
政
府
高
官
を
激
し
く
非
難
し
︑
た
め
に
サ
ン
ト
に
追
放
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
一
七
六
九
年
に
レ
ン
ヌ
高
等
法
院
は
再
興
さ

れ
︑
ラ
・
シ
ャ
ロ
テ
も
そ
の
主
席
検
事
職
を
回
復
し
た
︒
こ
れ
が
シ
ャ
ロ
テ
事
件
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
︒﹇Perrin,p.535

﹈

︵
7
︶　
ベ
ル
テ
ィ
エ
・
ド
・
ソ
ヴ
ィ
ニ
ィLouis B

ertier de Sauvigny

︵Paris, 1737-1789

︶
は
︑
ペ
ラ
ン
﹃
フ
ラ
ン
ス
歴
史
事
典
﹄
に
よ
れ

ば
︑
訴
願
審
査
官
を
経
て
︑
一
七
六
八
年
に
パ
リ
総
徴
税
管
区
の
地
方
長
官
補
佐
と
な
り
︑
一
七
七
六
年
に
は
同
地
方
長
官
に
任
命
さ
れ

た
︒
か
れ
は
こ
の
職
に
精
勤
し
︑
と
く
に
そ
の
財
政
面
で
の
改
革
に
貢
献
し
た
が
︑
一
七
八
九
年
に
パ
リ
で
飢
餓
状
態
が
生
じ
た
折
︑
パ

リ
へ
の
食
糧
を
確
保
す
る
手
段
を
採
っ
た
の
で
不
人
気
と
な
っ
た
︒
第
三
身
分
を
傷
め
つ
け
る
た
め
に
食
糧
を
独
占
し
た
と
非
難
さ
れ
︑

一
七
八
九
年
七
月
に
市
庁
舎
前
で
多
く
の
者
と
一
緒
に
処
刑
さ
れ
た
︒﹇Perrin, p.95

﹈

だ
が
︑
本
稿
の
テ
ー
マ
に
引
き
寄
せ
て
注
記
す
れ
ば
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
こ
そ
が
デ
ポ
政
策
の
実
質
的
な
統
轄
推
進
者
で
あ
り
︑
且
つ
パ
リ

の
サ
ン
・
ド
ニ
・
デ
ポ
の
運
営
責
任
者
で
も
あ
っ
た
︒
か
れ
は
後
述
の
デ
ポ
内
大
量
死
亡
の
元
凶
と
見
な
さ
れ
︑
下
層
民
衆
の
怒
り
を
買

い
︑
革
命
勃
発
直
後
に
︑
右
の
如
く
非
業
の
死
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
︒

︵
8
︶　
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
︑﹁
一
七
六
四
年
以
降
の
数
年
間
に
生
じ
た
事
ど
も
の
覚
書M

ém
oire expositive de ce qui s'est fait depuis 1764 et 

années suivantes

﹂
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
︒﹁
高
等
法
院
が
喜
ん
で
受
け
容
れ
る
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
た
の
だ
が
︑

彼
ら
は
そ
の
中
味
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
さ
え
し
な
か
っ
た
︒﹂
と
︒﹇Thuillier

︵B
ertier

︶, 2003,p.324

﹈
ベ
ル
テ
ィ
エ
自
身
︑
こ

の
法
案
は
曖
昧
な
部
分
が
多
く
︑
現
場
に
多
大
な
困
難
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
と
予
見
し
て
い
た
︒

︵
9
︶　
こ
の
通
達
と
実
施
要
領
も
︑﹇Thuillier, 2003, pp.356-363
﹈
に
付
録
と
し
て
︑
全
文
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
但
し
︑
そ
の
正
確
な
発
令
日

は
不
明
だ
と
い
う
︒

︵
10
︶　
後
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
は
﹁
単
純
乞
食
﹂
と
も
記
さ
れ
︑
矯
正
可
能
と
判
断
さ
れ
デ
ポ
に
一
ヵ
月
程
度
入
れ
て
矯
正
し
た
後
︑
釈
放
す
る

の
が
望
ま
し
い
と
述
べ
て
い
る
︒

︵
11
︶　﹇Paultre, pp.425-513

﹈
但
し
ポ
ー
ル
ト
ル
も
︑
全
て
の
総
徴
税
管
区
を
取
り
上
げ
て
い
る
訳
で
は
な
く
︑
オ
ー
シ
ュ
や
ペ
ル
ピ
ニ
ャ

乞食収容所の開設

─    （64）─

ン
︑
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
な
ど
は
情
報
が
な
い
し
︑
パ
リ
総
徴
税
管
区
に
つ
い
て
は
サ
ン
・
ド
ニ
だ
け
し
か
記
し
て
い
な
い
︒
ま
た
﹇
林
信

明
︑p.84

﹈
は
︑
ポ
ー
ル
ト
ル
著
作
の
後
半
部
分
だ
け
を
纏
め
た
も
の
で
︑
前
半
の
パ
リ
や
ス
ワ
ソ
ン
︑
ト
ゥ
ー
ル
︑
ク
レ
ル
モ
ン
︑
レ

ン
ヌ
︑
エ
ッ
ク
ス
な
ど
の
管
区
に
お
け
る
デ
ポ
開
設
を
云
い
落
と
し
て
い
る
︒

︵
12
︶　
チ
ュ
ル
ゴ
は
︑
フ
ラ
ン
ス
全
土
で
五
つ
の
デ
ポ
︱
サ
ン
・
ド
ニ
︑
ト
ゥ
ー
ル
︑
ボ
ル
ド
ー
︑
ブ
ー
ル
・
ア
ン
・
ブ
レ
ス
︑
シ
ャ
ロ
ン
︱

だ
け
を
残
し
︑
そ
こ
を
犯
罪
者
ら
を
監
禁
す
る
懲
治
監
に
す
る
目
算
だ
っ
た
︒
そ
し
て
他
の
デ
ポ
は
す
べ
て
閉
鎖
し
︑
収
容
者
を
釈
放
せ

よ
と
命
じ
た
︒
だ
が
か
れ
の
失
脚
後
︑
デ
ポ
の
幾
つ
か
は
再
開
し
た
︒

︵
13
︶　
オ
ル
レ
ア
ン
管
区
の
地
方
長
官
補
佐
は
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
が
と
く
に
ブ
ロ
ワ
で
﹁
か
な
り
冷
酷
に
﹂
乞
食
・
流
民
を
逮
捕
し
た
と
伝
え
て

い
る
︒
さ
ら
に
地
方
長
官
も
︑
都
市
住
民
総
代
へ
通
達
を
発
し
︑﹁
貧
民
護
衛
隊garde des pauvres

を
組
織
し
︑
共
同
体
内
で
物
乞
い
す

る
貧
民
を
捕
ら
え
よ
﹂︑
ご
褒
美
に
幹
線
道
路
で
の
国
王
賦
役
の
免
除
を
与
え
る
こ
と
も
考
え
て
い
る
︑
と
﹁
乞
食
狩
り
﹂
を
督
励
し
て

い
た
︒﹇Paultre, p.454, 456

﹈

︵
14
︶　
釈
放
率
は
表
１
で
は
凡
そ
五
八
％
︑
表
２
で
は
五
五
％
と
算
出
さ
れ
る
︒

︵
15
︶　
死
亡
率
が
平
均
値
を
大
き
く
上
回
る
徴
税
管
区
は
︑
ブ
ー
ル
ジ
ュ
四
三
％
︑
デ
ィ
ジ
ョ
ン
三
八
％
︑
オ
ル
レ
ア
ン
三
一
％
︑
レ
ン
ヌ

三
〇
％
で
あ
り
︑
逆
に
平
均
値
を
大
き
く
下
回
る
管
区
は
ア
ミ
ア
ン
九
％
︑
ク
レ
ル
モ
ン
一
〇
％
︑
リ
ー
ル
八
％
︑
リ
モ
ー
ジ
ュ
九
％
︑

ペ
ル
ピ
ニ
ャ
ン
一
〇
％
︑
ス
ワ
ソ
ン
八
％
︑
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
九
％
な
ど
で
あ
る
︒

︵
16
︶　
財
務
総
監
は
通
達
や
実
施
要
領
の
な
か
で
︑
デ
ポ
収
容
者
を
﹁
囚
人prisonnier

﹂
と
呼
ん
で
憚
ら
な
か
っ
た
︒
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
な
ど

政
策
立
案
者
の
構
想
は
︑
デ
ポ
は
飽
く
ま
で
も
監
獄
︑
懲
治
監
で
あ
っ
て
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
︑
と
い
う

も
の
だ
っ
た
か
ら
︑
そ
れ
も
当
然
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

︵
17
︶　
フ
リ
ュ
リ
ィ
は
︑
入
所
者
に
は
黒
パ
ン
一
・
五
リ
ー
ヴ
ル
と
野
菜
を
少
し
だ
け
与
え
れ
ば
充
分
だ
︑
肉
も
ブ
イ
ヨ
ン
も
ワ
イ
ン
も
要
ら

な
い
︒
な
ぜ
な
ら
王
国
の
農
民
の
過
半
は
︑
そ
ん
な
も
の
を
今
ま
で
口
に
し
て
い
な
い
か
ら
だ
︑
と
豪
語
し
た
︒
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こ
で
も
か
れ
は
政
府
高
官
を
激
し
く
非
難
し
︑
た
め
に
サ
ン
ト
に
追
放
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
一
七
六
九
年
に
レ
ン
ヌ
高
等
法
院
は
再
興
さ

れ
︑
ラ
・
シ
ャ
ロ
テ
も
そ
の
主
席
検
事
職
を
回
復
し
た
︒
こ
れ
が
シ
ャ
ロ
テ
事
件
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
︒﹇Perrin,p.535

﹈

︵
7
︶　
ベ
ル
テ
ィ
エ
・
ド
・
ソ
ヴ
ィ
ニ
ィLouis B

ertier de Sauvigny

︵Paris, 1737-1789

︶
は
︑
ペ
ラ
ン
﹃
フ
ラ
ン
ス
歴
史
事
典
﹄
に
よ
れ

ば
︑
訴
願
審
査
官
を
経
て
︑
一
七
六
八
年
に
パ
リ
総
徴
税
管
区
の
地
方
長
官
補
佐
と
な
り
︑
一
七
七
六
年
に
は
同
地
方
長
官
に
任
命
さ
れ

た
︒
か
れ
は
こ
の
職
に
精
勤
し
︑
と
く
に
そ
の
財
政
面
で
の
改
革
に
貢
献
し
た
が
︑
一
七
八
九
年
に
パ
リ
で
飢
餓
状
態
が
生
じ
た
折
︑
パ

リ
へ
の
食
糧
を
確
保
す
る
手
段
を
採
っ
た
の
で
不
人
気
と
な
っ
た
︒
第
三
身
分
を
傷
め
つ
け
る
た
め
に
食
糧
を
独
占
し
た
と
非
難
さ
れ
︑

一
七
八
九
年
七
月
に
市
庁
舎
前
で
多
く
の
者
と
一
緒
に
処
刑
さ
れ
た
︒﹇Perrin, p.95

﹈

だ
が
︑
本
稿
の
テ
ー
マ
に
引
き
寄
せ
て
注
記
す
れ
ば
︑
ベ
ル
テ
ィ
エ
こ
そ
が
デ
ポ
政
策
の
実
質
的
な
統
轄
推
進
者
で
あ
り
︑
且
つ
パ
リ

の
サ
ン
・
ド
ニ
・
デ
ポ
の
運
営
責
任
者
で
も
あ
っ
た
︒
か
れ
は
後
述
の
デ
ポ
内
大
量
死
亡
の
元
凶
と
見
な
さ
れ
︑
下
層
民
衆
の
怒
り
を
買

い
︑
革
命
勃
発
直
後
に
︑
右
の
如
く
非
業
の
死
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
︒

︵
8
︶　
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
︑﹁
一
七
六
四
年
以
降
の
数
年
間
に
生
じ
た
事
ど
も
の
覚
書M

ém
oire expositive de ce qui s'est fait depuis 1764 et 

années suivantes

﹂
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
︒﹁
高
等
法
院
が
喜
ん
で
受
け
容
れ
る
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
た
の
だ
が
︑

彼
ら
は
そ
の
中
味
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
さ
え
し
な
か
っ
た
︒﹂
と
︒﹇Thuillier

︵B
ertier

︶, 2003,p.324

﹈
ベ
ル
テ
ィ
エ
自
身
︑
こ

の
法
案
は
曖
昧
な
部
分
が
多
く
︑
現
場
に
多
大
な
困
難
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
と
予
見
し
て
い
た
︒

︵
9
︶　
こ
の
通
達
と
実
施
要
領
も
︑﹇Thuillier, 2003, pp.356-363

﹈
に
付
録
と
し
て
︑
全
文
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
但
し
︑
そ
の
正
確
な
発
令
日

は
不
明
だ
と
い
う
︒

︵
10
︶　
後
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
は
﹁
単
純
乞
食
﹂
と
も
記
さ
れ
︑
矯
正
可
能
と
判
断
さ
れ
デ
ポ
に
一
ヵ
月
程
度
入
れ
て
矯
正
し
た
後
︑
釈
放
す
る

の
が
望
ま
し
い
と
述
べ
て
い
る
︒

︵
11
︶　﹇Paultre, pp.425-513

﹈
但
し
ポ
ー
ル
ト
ル
も
︑
全
て
の
総
徴
税
管
区
を
取
り
上
げ
て
い
る
訳
で
は
な
く
︑
オ
ー
シ
ュ
や
ペ
ル
ピ
ニ
ャ

乞食収容所の開設
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︑
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︑
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総
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に
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し
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﹇
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﹈
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︑
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︑
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治
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︒
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他
の
デ
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︑
収
容
者
を
釈
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せ
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︒
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が
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の
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︑
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の
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は
︑
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が
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ロ
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で
﹁
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な
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冷
酷
に
﹂
乞
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・
流
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を
逮
捕
し
た
と
伝
え
て

い
る
︒
さ
ら
に
地
方
長
官
も
︑
都
市
住
民
総
代
へ
通
達
を
発
し
︑﹁
貧
民
護
衛
隊garde des pauvres

を
組
織
し
︑
共
同
体
内
で
物
乞
い
す

る
貧
民
を
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え
よ
﹂︑
ご
褒
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に
幹
線
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の
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賦
役
の
免
除
を
与
え
る
こ
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も
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え
て
い
る
︑
と
﹁
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食
狩
り
﹂
を
督
励
し
て
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た
︒﹇Paultre, p.454, 456
﹈
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14
︶　
釈
放
率
は
表
１
で
は
凡
そ
五
八
％
︑
表
２
で
は
五
五
％
と
算
出
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れ
る
︒
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15
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死
亡
率
が
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均
値
を
大
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く
上
回
る
徴
税
管
区
は
︑
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ー
ル
ジ
ュ
四
三
％
︑
デ
ィ
ジ
ョ
ン
三
八
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︑
オ
ル
レ
ア
ン
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一
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︑
レ
ン
ヌ
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で
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り
︑
逆
に
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を
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る
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︑
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︑
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︑
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︑
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︑
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︒
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16
︶　
財
務
総
監
は
通
達
や
実
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要
領
の
な
か
で
︑
デ
ポ
収
容
者
を
﹁
囚
人prisonnier

﹂
と
呼
ん
で
憚
ら
な
か
っ
た
︒
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
な
ど

政
策
立
案
者
の
構
想
は
︑
デ
ポ
は
飽
く
ま
で
も
監
獄
︑
懲
治
監
で
あ
っ
て
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
︑
と
い
う

も
の
だ
っ
た
か
ら
︑
そ
れ
も
当
然
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

︵
17
︶　
フ
リ
ュ
リ
ィ
は
︑
入
所
者
に
は
黒
パ
ン
一
・
五
リ
ー
ヴ
ル
と
野
菜
を
少
し
だ
け
与
え
れ
ば
充
分
だ
︑
肉
も
ブ
イ
ヨ
ン
も
ワ
イ
ン
も
要
ら

な
い
︒
な
ぜ
な
ら
王
国
の
農
民
の
過
半
は
︑
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ん
な
も
の
を
今
ま
で
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だ
︑
と
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︵
18
︶　
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
地
方
長
官
だ
っ
た
チ
ュ
ル
ゴ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒
民
衆
の
困
窮
に
関
心
を
寄
せ
た
地
方
長
官
は
︑
他
に
カ
ズ
・
ド
・

ラ
・
ボ
ヴC

aze de la B
ove

や
︑
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
ド
・
モ
ル
ヴ
ィ
ルB

ertrand de M
olleville

が
知
ら
れ
て
い
る
︒
カ
ズ
・
ド
・
ラ
・
ボ

ヴ
は
ド
ー
フ
ィ
ネ
の
地
方
長
官
時
代
に
︑
負
担
の
重
さ
に
耐
え
か
ね
て
離
農
・
離
村
す
る
農
民
を
見
て
︑
領
主
へ
の
貢
租
の
減
免
を
訴
え

た
し
︑
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
地
方
長
官
と
な
っ
た
一
七
七
四
年
か
ら
八
三
年
に
は
︑
レ
ン
ヌ
の
デ
ポ
改
善
に
取
り
組
み
︑
民
家
に
長
逗
留
し

飲
酒
癖
や
放
蕩
に
溺
れ
た
兵
士
や
︑
捨
子
な
ど
を
デ
ポ
に
収
容
さ
せ
た
︒
ま
た
マ
レ
シ
ョ
セ
に
よ
る
恣
意
的
な
拘
留
を
止
め
さ
せ
︑
釈
放

の
ル
ー
ル
な
ど
を
定
め
た
と
い
う
︒

ま
た
そ
の
後
任
の
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
ド
・
モ
ル
ヴ
ィ
ル
も
︑
デ
ポ
の
改
革
に
取
り
組
み
︑
人
事
を
刷
新
し
︑
と
く
に
子
ど
も
に
手
職
を
つ

け
さ
せ
よ
う
と
工
房
を
造
り
︑
子
ど
も
が
二オ

　ー

　ヌ
千
尺
の
布
地
が
織
れ
る
程
に
熟
達
す
る
ま
で
は
︑
デ
ポ
か
ら
退
所
さ
せ
な
か
っ
た
︒
さ
ら

に
︑
デ
ポ
の
近
く
に
は
織
物
工
場
を
造
り
︑
デ
ポ
で
技
術
を
習
得
し
た
出
所
者
を
雇
用
し
た
︒
ま
た
レ
ン
ヌ
や
地
方
の
小
都
市
に
は
病
者

の
た
め
の
薬
房
を
開
い
た
︒
一
七
八
五
年
に
旱
害
に
伴
う
深
刻
な
民
衆
の
困
窮
が
出
来
し
た
折
に
は
︑
失
業
者
の
た
め
に
財
務
総
監
か
ら

三
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
の
資
金
を
引
き
出
し
て
︑
慈
善
工
房
を
い
く
つ
も
造
り
仕
事
を
与
え
た
し
︑
農
民
の
た
め
に
は
王
領
林
内
に
お
け
る
自

由
放
牧
を
懇
請
し
て
許
可
を
得
た
︒﹇B

ordes, pp.65-70

﹈

︵
19
︶　
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
地
方
長
官
補
佐
ら
は
︑
地
方
長
官
と
は
違
っ
て
︑
デ
ポ
の
有
効
性
に
異
を
唱
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
︒
ま
た
市
民

や
と
く
に
宗
教
団
体
が
貧
民
へ
施
し
を
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
︒
教
会
や
宗
教
団
体
こ
そ
が
︑
そ
の
保
有
す
る
財
産
を
救
貧
事
務
局
な

ど
に
寄
付
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
と
い
う
︒﹇Santucci, p.167

﹈
現
場
を
知
る
地
方
長
官
補
佐
は
︑
デ
ポ
も
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
同

様
に
救
貧
施
設
と
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

︵
20
︶　
ノ
ー
ル
に
は
一
七
六
八
年
と
六
九
年
に
︑
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
︑
リ
ー
ル
︑
ダ
ン
ケ
ル
ク
の
三
都
市
に
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
︒
地
方
長

官
補
佐
は
こ
こ
で
は
地
元
の
名
士
や
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
理
事
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
と
い
う
︒
な
お
先
回
り
し
て
云
え
ば
︑

ダ
ン
ケ
ル
ク
の
デ
ポ
は
チ
ュ
ル
ゴ
の
指
示
で
一
七
七
五
年
に
閉
鎖
︑
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
の
デ
ポ
は
同
年
に
一
旦
閉
鎖
さ
れ
た
が
︑
チ
ュ

乞食収容所の開設

─    （66）─

ル
ゴ
失
脚
の
の
ち
︑
後
継
財
務
総
監
の
指
示
で
再
開
さ
れ
た
︒﹇Ryckebusch, p.256

﹈

︵
21
︶　
そ
れ
で
も
エ
ッ
ク
ス
の
デ
ポ
に
は
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
に
逮
捕
拘
留
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
が
︑
一
七
六
八
年
か
ら
七
五
年
ま
で
年
間
平
均
で

五
〇
〇
人
ほ
ど
閉
じ
込
め
ら
れ
た
︒
だ
が
七
五
年
に
チ
ュ
ル
ゴ
の
デ
ポ
閉
鎖
命
令
が
で
る
と
︑
直
ち
に
収
容
者
全
員
が
釈
放
さ
れ
た
︒

プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
最
大
の
都
市
マ
ル
セ
イ
ユ
に
も
デ
ポ
の
計
画
が
あ
っ
た
が
︑
結
局
は
開
設
さ
れ
な
か
っ
た
︒
こ
れ
も
当
地
の
三
部
会
の

根
強
い
反
対
が
あ
っ
た
た
め
と
い
う
︒
マ
ル
セ
イ
ユ
に
は
前
述
し
た
よ
う
に
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
が
運
営
さ
れ
て
い
た
が
︑
三
部

会
は
そ
の
建
設
費
用
が
三
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
に
昇
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
オ
ピ
タ
ル
の
赤
字
基
調
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
︑
加
え
て
オ
ピ

タ
ル
は
過
密
居
住
で
臭
気
が
漂
う
劣
悪
な
居
住
環
境
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
挙
げ
て
︑
新
た
な
デ
ポ
開
設
に
賛
成
し
な
か
っ
た
︒
概
し
て

貧
民
の
閉
じ
込
め
政
策
に
は
懐
疑
的
だ
っ
た
と
云
え
る
︒﹇Paultre, p.481

﹈

︵
22
︶　
あ
る
歴
史
家
は
﹁
一
七
六
八
年
当
初
八
〇
の
デ
ポ
が
正
式
に
存
在
し
た
が
︑
そ
の
数
は
七
四
年
に
チ
ュ
ル
ゴ
が
財
務
総
監
に
就
任
す
る

と
激
減
し
た
﹂
と
記
し
て
い
る
が
﹇Pény, p.13

﹈︑
こ
れ
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
︒
本
稿
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
ま
た
表
１
に
記
し
た
よ

う
に
︑
チ
ュ
ル
ゴ
の
財
務
総
監
就
任
以
前
に
︑
地
方
都
市
の
デ
ポ
が
あ
ら
か
た
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
︒
残
っ
た
デ
ポ
も
︑
チ
ュ
ル
ゴ
の

指
示
で
一
旦
閉
鎖
さ
れ
た
が
︑
か
れ
が
失
脚
す
る
と
後
任
の
財
務
総
監
の
命
で
︑
一
年
以
内
に
再
開
さ
れ
る
︒
こ
う
し
て
一
七
八
〇
年
代

に
は
﹁
一
総
徴
税
管
区
一
デ
ポ
﹂
の
体
制
が
確
立
し
た
︒

尤
も
デ
ポ
閉
鎖
の
理
由
が
す
べ
て
経
費
負
担
に
由
来
し
た
訳
で
は
な
い
︒
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
ク
レ
ル
モ
ン
総
徴
税
管
区
に
は
︑
リ
オ

ン
ほ
か
三
カ
所
に
デ
ポ
が
設
置
さ
れ
た
が
︑
ク
レ
ル
モ
ン
・
フ
ェ
ラ
ン
で
は
一
七
六
七
年
に
疫
病
が
流
行
し
て
︑
入
所
者
が
退
所
さ
れ
ら

れ
た
こ
と
も
あ
り
︑
不
衛
生
な
ど
を
理
由
に
デ
ポ
が
閉
鎖
さ
れ
た
よ
う
だ
︒
ま
た
サ
ン
・
フ
ル
ー
ル
の
デ
ポ
は
小
さ
く
︑
四
~
五
人
し
か

収
容
で
き
な
か
っ
た
の
で
︑
す
ぐ
に
閉
鎖
さ
れ
︑
収
容
者
は
リ
オ
ン
に
移
送
さ
れ
た
︒[Paultre, p.445]

　
こ
れ
は
経
費
問
題
と
い
う
よ

り
も
効
率
の
問
題
で
あ
ろ
う
︒
デ
ポ
閉
鎖
に
は
︑
地
方
長
官
補
佐
や
管
理
人
な
ど
の
人
選
の
難
し
さ
な
ど
も
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
が
︑
そ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
は
ま
だ
見
当
た
ら
な
い
︒
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︵
18
︶　
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
地
方
長
官
だ
っ
た
チ
ュ
ル
ゴ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒
民
衆
の
困
窮
に
関
心
を
寄
せ
た
地
方
長
官
は
︑
他
に
カ
ズ
・
ド
・

ラ
・
ボ
ヴC

aze de la B
ove

や
︑
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
ド
・
モ
ル
ヴ
ィ
ルB

ertrand de M
olleville

が
知
ら
れ
て
い
る
︒
カ
ズ
・
ド
・
ラ
・
ボ

ヴ
は
ド
ー
フ
ィ
ネ
の
地
方
長
官
時
代
に
︑
負
担
の
重
さ
に
耐
え
か
ね
て
離
農
・
離
村
す
る
農
民
を
見
て
︑
領
主
へ
の
貢
租
の
減
免
を
訴
え

た
し
︑
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
地
方
長
官
と
な
っ
た
一
七
七
四
年
か
ら
八
三
年
に
は
︑
レ
ン
ヌ
の
デ
ポ
改
善
に
取
り
組
み
︑
民
家
に
長
逗
留
し

飲
酒
癖
や
放
蕩
に
溺
れ
た
兵
士
や
︑
捨
子
な
ど
を
デ
ポ
に
収
容
さ
せ
た
︒
ま
た
マ
レ
シ
ョ
セ
に
よ
る
恣
意
的
な
拘
留
を
止
め
さ
せ
︑
釈
放

の
ル
ー
ル
な
ど
を
定
め
た
と
い
う
︒

ま
た
そ
の
後
任
の
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
ド
・
モ
ル
ヴ
ィ
ル
も
︑
デ
ポ
の
改
革
に
取
り
組
み
︑
人
事
を
刷
新
し
︑
と
く
に
子
ど
も
に
手
職
を
つ

け
さ
せ
よ
う
と
工
房
を
造
り
︑
子
ど
も
が
二オ

　ー

　ヌ
千
尺
の
布
地
が
織
れ
る
程
に
熟
達
す
る
ま
で
は
︑
デ
ポ
か
ら
退
所
さ
せ
な
か
っ
た
︒
さ
ら

に
︑
デ
ポ
の
近
く
に
は
織
物
工
場
を
造
り
︑
デ
ポ
で
技
術
を
習
得
し
た
出
所
者
を
雇
用
し
た
︒
ま
た
レ
ン
ヌ
や
地
方
の
小
都
市
に
は
病
者

の
た
め
の
薬
房
を
開
い
た
︒
一
七
八
五
年
に
旱
害
に
伴
う
深
刻
な
民
衆
の
困
窮
が
出
来
し
た
折
に
は
︑
失
業
者
の
た
め
に
財
務
総
監
か
ら

三
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
の
資
金
を
引
き
出
し
て
︑
慈
善
工
房
を
い
く
つ
も
造
り
仕
事
を
与
え
た
し
︑
農
民
の
た
め
に
は
王
領
林
内
に
お
け
る
自

由
放
牧
を
懇
請
し
て
許
可
を
得
た
︒﹇B

ordes, pp.65-70

﹈

︵
19
︶　
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
地
方
長
官
補
佐
ら
は
︑
地
方
長
官
と
は
違
っ
て
︑
デ
ポ
の
有
効
性
に
異
を
唱
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
︒
ま
た
市
民

や
と
く
に
宗
教
団
体
が
貧
民
へ
施
し
を
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
︒
教
会
や
宗
教
団
体
こ
そ
が
︑
そ
の
保
有
す
る
財
産
を
救
貧
事
務
局
な

ど
に
寄
付
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
と
い
う
︒﹇Santucci, p.167

﹈
現
場
を
知
る
地
方
長
官
補
佐
は
︑
デ
ポ
も
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
同

様
に
救
貧
施
設
と
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

︵
20
︶　
ノ
ー
ル
に
は
一
七
六
八
年
と
六
九
年
に
︑
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
︑
リ
ー
ル
︑
ダ
ン
ケ
ル
ク
の
三
都
市
に
デ
ポ
が
開
設
さ
れ
た
︒
地
方
長

官
補
佐
は
こ
こ
で
は
地
元
の
名
士
や
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
理
事
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
と
い
う
︒
な
お
先
回
り
し
て
云
え
ば
︑

ダ
ン
ケ
ル
ク
の
デ
ポ
は
チ
ュ
ル
ゴ
の
指
示
で
一
七
七
五
年
に
閉
鎖
︑
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
の
デ
ポ
は
同
年
に
一
旦
閉
鎖
さ
れ
た
が
︑
チ
ュ

乞食収容所の開設

─    （66）─

ル
ゴ
失
脚
の
の
ち
︑
後
継
財
務
総
監
の
指
示
で
再
開
さ
れ
た
︒﹇Ryckebusch, p.256

﹈

︵
21
︶　
そ
れ
で
も
エ
ッ
ク
ス
の
デ
ポ
に
は
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
に
逮
捕
拘
留
さ
れ
た
乞
食
・
流
民
が
︑
一
七
六
八
年
か
ら
七
五
年
ま
で
年
間
平
均
で

五
〇
〇
人
ほ
ど
閉
じ
込
め
ら
れ
た
︒
だ
が
七
五
年
に
チ
ュ
ル
ゴ
の
デ
ポ
閉
鎖
命
令
が
で
る
と
︑
直
ち
に
収
容
者
全
員
が
釈
放
さ
れ
た
︒

プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
最
大
の
都
市
マ
ル
セ
イ
ユ
に
も
デ
ポ
の
計
画
が
あ
っ
た
が
︑
結
局
は
開
設
さ
れ
な
か
っ
た
︒
こ
れ
も
当
地
の
三
部
会
の

根
強
い
反
対
が
あ
っ
た
た
め
と
い
う
︒
マ
ル
セ
イ
ユ
に
は
前
述
し
た
よ
う
に
︑
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
が
運
営
さ
れ
て
い
た
が
︑
三
部

会
は
そ
の
建
設
費
用
が
三
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
に
昇
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
オ
ピ
タ
ル
の
赤
字
基
調
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
︑
加
え
て
オ
ピ

タ
ル
は
過
密
居
住
で
臭
気
が
漂
う
劣
悪
な
居
住
環
境
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
挙
げ
て
︑
新
た
な
デ
ポ
開
設
に
賛
成
し
な
か
っ
た
︒
概
し
て

貧
民
の
閉
じ
込
め
政
策
に
は
懐
疑
的
だ
っ
た
と
云
え
る
︒﹇Paultre, p.481

﹈

︵
22
︶　
あ
る
歴
史
家
は
﹁
一
七
六
八
年
当
初
八
〇
の
デ
ポ
が
正
式
に
存
在
し
た
が
︑
そ
の
数
は
七
四
年
に
チ
ュ
ル
ゴ
が
財
務
総
監
に
就
任
す
る

と
激
減
し
た
﹂
と
記
し
て
い
る
が
﹇Pény, p.13

﹈︑
こ
れ
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
︒
本
稿
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
ま
た
表
１
に
記
し
た
よ

う
に
︑
チ
ュ
ル
ゴ
の
財
務
総
監
就
任
以
前
に
︑
地
方
都
市
の
デ
ポ
が
あ
ら
か
た
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
︒
残
っ
た
デ
ポ
も
︑
チ
ュ
ル
ゴ
の

指
示
で
一
旦
閉
鎖
さ
れ
た
が
︑
か
れ
が
失
脚
す
る
と
後
任
の
財
務
総
監
の
命
で
︑
一
年
以
内
に
再
開
さ
れ
る
︒
こ
う
し
て
一
七
八
〇
年
代

に
は
﹁
一
総
徴
税
管
区
一
デ
ポ
﹂
の
体
制
が
確
立
し
た
︒

尤
も
デ
ポ
閉
鎖
の
理
由
が
す
べ
て
経
費
負
担
に
由
来
し
た
訳
で
は
な
い
︒
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
ク
レ
ル
モ
ン
総
徴
税
管
区
に
は
︑
リ
オ

ン
ほ
か
三
カ
所
に
デ
ポ
が
設
置
さ
れ
た
が
︑
ク
レ
ル
モ
ン
・
フ
ェ
ラ
ン
で
は
一
七
六
七
年
に
疫
病
が
流
行
し
て
︑
入
所
者
が
退
所
さ
れ
ら

れ
た
こ
と
も
あ
り
︑
不
衛
生
な
ど
を
理
由
に
デ
ポ
が
閉
鎖
さ
れ
た
よ
う
だ
︒
ま
た
サ
ン
・
フ
ル
ー
ル
の
デ
ポ
は
小
さ
く
︑
四
~
五
人
し
か

収
容
で
き
な
か
っ
た
の
で
︑
す
ぐ
に
閉
鎖
さ
れ
︑
収
容
者
は
リ
オ
ン
に
移
送
さ
れ
た
︒[Paultre, p.445]

　
こ
れ
は
経
費
問
題
と
い
う
よ

り
も
効
率
の
問
題
で
あ
ろ
う
︒
デ
ポ
閉
鎖
に
は
︑
地
方
長
官
補
佐
や
管
理
人
な
ど
の
人
選
の
難
し
さ
な
ど
も
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
が
︑
そ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
は
ま
だ
見
当
た
ら
な
い
︒
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︵
23
︶　
レ
ン
ヌ
︑
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
︑
ブ
ー
ル
ジ
ュ
な
ど
の
管
区
が
三
〇
％
台
で
低
く
︑
逆
に
デ
ィ
ジ
ョ
ン
︑
リ
ー
ル
︑
メ
ス
︑
ス
ワ
ソ
ン
︑
ト
ゥ
ー

ル
な
ど
の
管
区
が
七
三
~
八
二
％
と
高
い
︒
こ
の
釈
放
率
の
違
い
は
興
味
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
︑
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
乞
食
・
流
民
の
質

の
違
い
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
裁
判
官
や
地
方
長
官
の
判
断
の
違
い
な
ど
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
特
定
は
で
き
な
い
︒
或
い
は
ま
っ
た

く
別
の
理
由
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

例
え
ば
︑
レ
ン
ヌ
管
区
で
は
一
七
六
八
年
に
六
〇
八
人
の
乞
食
・
流
民
が
逮
捕
さ
れ
︑
内
四
五
〇
人
が
す
ぐ
に
釈
放
さ
れ
た
︒
そ
の
理

由
は
︑
地
方
長
官
が
︑﹁
王
権
の
寛
大
さ
を
世
に
知
ら
し
め
る
の
は
有
益
だ
﹂
と
判
断
し
た
か
ら
だ
と
い
う
︒﹇Paultre,p.458

﹈
他
方
で
︑

ベ
ル
テ
ィ
エ
は
経
費
節
約
の
観
点
か
ら
単
純
乞
食
に
つ
い
て
は
早
期
釈
放
し
︑
デ
ポ
の
回
転
率
を
上
げ
る
よ
う
︑
地
方
長
官
に
督
励
し
て

い
た
︒

︵
24
︶　
パ
リ
総
徴
税
管
区
の
北
部
︑
ボ
ー
ヴ
ェ
副
管
区
の
例
だ
が
︑
あ
る
レ
ン
ヌ
の
行
商
人
は
身
分
証
明
書
を
携
行
し
て
い
た
が
︑
エ
ノ
ン

ヴ
ィ
ル
と
い
う
小
都
市
の
祭
日
に
物
乞
い
を
し
た
と
の
嫌
疑
を
受
け
︑
一
七
七
〇
年
六
月
か
ら
一
年
一
か
月
の
間
︑
デ
ポ
に
監
禁
さ
れ
た

と
い
う
︒
理
由
は
﹁
家
が
焼
失
し
た
﹂
と
い
う
証
明
が
疑
わ
れ
た
ら
し
い
と
い
う
︒﹇Sanson,p.62

﹈

︵
25
︶　
こ
の
項
は
次
の
論
文
に
拠
っ
て
い
る
︒V

éronique B
oucheron, La m

ontée du flots des errants de 1760 à 1789 dans la généralité 

d’A
lençon, Annales de N

orm
andie, no.1 1971, pp.55-86

︵
26
︶　
農
民
の
中
に
﹁
鋸
の
縦
引
き
職
﹂
を
入
れ
る
の
は
一
見
奇
異
に
見
え
る
が
︑
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
出
稼
ぎ
農
民
の
仕
事
に
﹁
鋸
の
縦
引

き
職
﹂
が
多
か
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
︒
貧
民
の
職
業
は
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
︒
日
銭
を
稼
ぐ
た
め
に
は
ど
ん
な
仕
事

も
厭
わ
ず
し
た
の
で
あ
る
︒

︵
27
︶　
こ
の
項
は
以
下
の
論
文
に
依
拠
し
て
い
る
︒Serges B

arichard, Le dépot de m
endicité de B

ourges, 1786-1795, C
ahier de l’institut 

de l’H
istoire de la presse et l’opinion, no.6, 1980-1981, pp.15-39

　
著
者
は
︑
シ
ェ
ー
ル
県
古
文
書
館
で
デ
ポ
の
入
所
記
録
簿
を
見

つ
け
︑
こ
の
修
士
論
文
を
執
筆
し
た
と
い
う
が
︑
大
学
院
生
の
た
め
か
︑
未
だ
史
料
解
読
と
分
析
が
充
分
に
な
さ
れ
て
は
い
な
い
印
象
を

乞食収容所の開設

─    （68）─

う
け
る
︒
と
く
に
表
計
算
に
は
間
違
い
が
多
い
︒
二
六
頁
の
表
に
三
カ
所
︑
三
四
頁
の
表
に
は
六
カ
所
も
計
算
ミ
ス
が
あ
り
︑
そ
れ
に
基

づ
く
分
析
は
信
頼
性
に
欠
け
る
︒

︵
28
︶　
著
者
の
バ
リ
シ
ャ
ー
ル
は
デ
ポ
の
薬
剤
リ
ス
ト
を
調
べ
て
︑
梅
毒
の
治
療
薬
剤
の
水
銀
が
記
載
さ
れ
る
の
は
一
七
八
八
年
以
降
で
あ
る

か
ら
︑
そ
れ
以
前
に
は
︑
性
病
患
者
は
デ
ポ
に
い
な
か
っ
た
か
︑
或
い
は
治
療
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
︑
と
述
べ
て
い
る
︒

﹇B
arichard,p.31

﹈
だ
が
︑
こ
れ
は
余
り
に
も
短
絡
的
な
見
方
で
あ
る
︒
多
く
の
デ
ポ
に
は
︑
医
者
は
お
ろ
か
看
護
師
も
薬
剤
師
も
常
駐

し
て
い
な
か
っ
た
の
で
︑
梅
毒
の
治
療
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
真
実
だ
ろ
う
が
︑
逆
に
薬
剤
が
リ
ス
ト
に
載
っ
た
か
ら
治
療
が

行
わ
れ
た
︑
と
い
う
の
は
短
絡
的
で
︑
説
得
力
は
乏
し
い
︒
梅
毒
の
治
療
に
は
︑
ビ
セ
ー
ト
ル
館
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
医
療
従
事
者

の
ほ
か
に
入
浴
室
な
ど
の
設
備
も
必
要
な
の
で
あ
る
︒

︵
29
︶　
こ
の
項
は
︑
当
デ
ポ
の
監
督
官
を
務
め
た
モ
ン
リ
ノ
司
祭
が
自
ら
し
た
た
め
た
︑
以
下
の
一
連
の
報
告
と
一
つ
の
論
考
に
拠
っ
て
い

る
︒
前
者
の
報
告
は
︑L. de M

ontlinot, Etat actuel de la M
aison de Travail de la G

énéralité de Soissons, 1781-85,

後
者
の
論
考
は
︑ 

do-.  Essai sur la M
endicité, Paris, 1786

で
あ
る
︒

前
者
の
報
告
は
以
下
の
文
献
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒Thuillier, U

n observateur des m
isères sociales: Leclerc de M

ontlinot

︵1732-

1801

︶, Bulletin d’H
istoire de la sécurite sociale, suivie du note de M

ontlinot, 

︽Etat actuel de la m
aison de travail de la 

G
énéralité de Soissons

︾, no.19, 1989

　
引
用
す
る
際
に
は
︑﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶,1989, p.-

﹈
と
記
す
︒

︵
30
︶　
こ
こ
で
は
男
性
貧
民
の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
︒
一
七
八
六
年
の
調
査
で
は
他
に
女
性
二
一
三
人
︑
子
ど
も
六
八
人
︑
不
明
二
〇
人
が

い
る
︒

︵
31
︶　
モ
ン
リ
ノ
に
よ
る
一
七
八
六
年
の
デ
ポ
収
容
者
の
職
業
リ
ス
ト
は
︑
以
下
の
文
献
に
も
部
分
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
人
数
が
異
な

る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
︒﹇A

dam
s, 1990, p.229 : Paultre, p.440 : 

千
葉
治
男
︑1987, p.224

﹈

な
お
千
葉
治
男
氏
は
出
典
を
明
示
し
て
い
な
い
︒
恐
ら
く
ポ
ー
ル
ト
ル
の
文
献
を
引
用
掲
載
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
︑
原
表
の
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︵
23
︶　
レ
ン
ヌ
︑
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
︑
ブ
ー
ル
ジ
ュ
な
ど
の
管
区
が
三
〇
％
台
で
低
く
︑
逆
に
デ
ィ
ジ
ョ
ン
︑
リ
ー
ル
︑
メ
ス
︑
ス
ワ
ソ
ン
︑
ト
ゥ
ー

ル
な
ど
の
管
区
が
七
三
~
八
二
％
と
高
い
︒
こ
の
釈
放
率
の
違
い
は
興
味
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
︑
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
乞
食
・
流
民
の
質

の
違
い
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
裁
判
官
や
地
方
長
官
の
判
断
の
違
い
な
ど
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
特
定
は
で
き
な
い
︒
或
い
は
ま
っ
た

く
別
の
理
由
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

例
え
ば
︑
レ
ン
ヌ
管
区
で
は
一
七
六
八
年
に
六
〇
八
人
の
乞
食
・
流
民
が
逮
捕
さ
れ
︑
内
四
五
〇
人
が
す
ぐ
に
釈
放
さ
れ
た
︒
そ
の
理

由
は
︑
地
方
長
官
が
︑﹁
王
権
の
寛
大
さ
を
世
に
知
ら
し
め
る
の
は
有
益
だ
﹂
と
判
断
し
た
か
ら
だ
と
い
う
︒﹇Paultre,p.458

﹈
他
方
で
︑

ベ
ル
テ
ィ
エ
は
経
費
節
約
の
観
点
か
ら
単
純
乞
食
に
つ
い
て
は
早
期
釈
放
し
︑
デ
ポ
の
回
転
率
を
上
げ
る
よ
う
︑
地
方
長
官
に
督
励
し
て

い
た
︒

︵
24
︶　
パ
リ
総
徴
税
管
区
の
北
部
︑
ボ
ー
ヴ
ェ
副
管
区
の
例
だ
が
︑
あ
る
レ
ン
ヌ
の
行
商
人
は
身
分
証
明
書
を
携
行
し
て
い
た
が
︑
エ
ノ
ン

ヴ
ィ
ル
と
い
う
小
都
市
の
祭
日
に
物
乞
い
を
し
た
と
の
嫌
疑
を
受
け
︑
一
七
七
〇
年
六
月
か
ら
一
年
一
か
月
の
間
︑
デ
ポ
に
監
禁
さ
れ
た

と
い
う
︒
理
由
は
﹁
家
が
焼
失
し
た
﹂
と
い
う
証
明
が
疑
わ
れ
た
ら
し
い
と
い
う
︒﹇Sanson,p.62

﹈

︵
25
︶　
こ
の
項
は
次
の
論
文
に
拠
っ
て
い
る
︒V

éronique B
oucheron, La m

ontée du flots des errants de 1760 à 1789 dans la généralité 

d’A
lençon, Annales de N

orm
andie, no.1 1971, pp.55-86

︵
26
︶　
農
民
の
中
に
﹁
鋸
の
縦
引
き
職
﹂
を
入
れ
る
の
は
一
見
奇
異
に
見
え
る
が
︑
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
出
稼
ぎ
農
民
の
仕
事
に
﹁
鋸
の
縦
引

き
職
﹂
が
多
か
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
︒
貧
民
の
職
業
は
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
︒
日
銭
を
稼
ぐ
た
め
に
は
ど
ん
な
仕
事

も
厭
わ
ず
し
た
の
で
あ
る
︒

︵
27
︶　
こ
の
項
は
以
下
の
論
文
に
依
拠
し
て
い
る
︒Serges B

arichard, Le dépot de m
endicité de B

ourges, 1786-1795, C
ahier de l’institut 

de l’H
istoire de la presse et l’opinion, no.6, 1980-1981, pp.15-39

　
著
者
は
︑
シ
ェ
ー
ル
県
古
文
書
館
で
デ
ポ
の
入
所
記
録
簿
を
見

つ
け
︑
こ
の
修
士
論
文
を
執
筆
し
た
と
い
う
が
︑
大
学
院
生
の
た
め
か
︑
未
だ
史
料
解
読
と
分
析
が
充
分
に
な
さ
れ
て
は
い
な
い
印
象
を

乞食収容所の開設
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う
け
る
︒
と
く
に
表
計
算
に
は
間
違
い
が
多
い
︒
二
六
頁
の
表
に
三
カ
所
︑
三
四
頁
の
表
に
は
六
カ
所
も
計
算
ミ
ス
が
あ
り
︑
そ
れ
に
基

づ
く
分
析
は
信
頼
性
に
欠
け
る
︒

︵
28
︶　
著
者
の
バ
リ
シ
ャ
ー
ル
は
デ
ポ
の
薬
剤
リ
ス
ト
を
調
べ
て
︑
梅
毒
の
治
療
薬
剤
の
水
銀
が
記
載
さ
れ
る
の
は
一
七
八
八
年
以
降
で
あ
る

か
ら
︑
そ
れ
以
前
に
は
︑
性
病
患
者
は
デ
ポ
に
い
な
か
っ
た
か
︑
或
い
は
治
療
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
︑
と
述
べ
て
い
る
︒

﹇B
arichard,p.31

﹈
だ
が
︑
こ
れ
は
余
り
に
も
短
絡
的
な
見
方
で
あ
る
︒
多
く
の
デ
ポ
に
は
︑
医
者
は
お
ろ
か
看
護
師
も
薬
剤
師
も
常
駐

し
て
い
な
か
っ
た
の
で
︑
梅
毒
の
治
療
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
真
実
だ
ろ
う
が
︑
逆
に
薬
剤
が
リ
ス
ト
に
載
っ
た
か
ら
治
療
が

行
わ
れ
た
︑
と
い
う
の
は
短
絡
的
で
︑
説
得
力
は
乏
し
い
︒
梅
毒
の
治
療
に
は
︑
ビ
セ
ー
ト
ル
館
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
医
療
従
事
者

の
ほ
か
に
入
浴
室
な
ど
の
設
備
も
必
要
な
の
で
あ
る
︒

︵
29
︶　
こ
の
項
は
︑
当
デ
ポ
の
監
督
官
を
務
め
た
モ
ン
リ
ノ
司
祭
が
自
ら
し
た
た
め
た
︑
以
下
の
一
連
の
報
告
と
一
つ
の
論
考
に
拠
っ
て
い

る
︒
前
者
の
報
告
は
︑L. de M
ontlinot, Etat actuel de la M

aison de Travail de la G
énéralité de Soissons, 1781-85,

後
者
の
論
考
は
︑ 

do-.  Essai sur la M
endicité, Paris, 1786

で
あ
る
︒

前
者
の
報
告
は
以
下
の
文
献
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒Thuillier, U

n observateur des m
isères sociales: Leclerc de M

ontlinot

︵1732-

1801

︶, Bulletin d’H
istoire de la sécurite sociale, suivie du note de M

ontlinot, 

︽Etat actuel de la m
aison de travail de la 

G
énéralité de Soissons

︾, no.19, 1989

　
引
用
す
る
際
に
は
︑﹇Thuillier

︵M
ontlinot

︶,1989, p.-

﹈
と
記
す
︒

︵
30
︶　
こ
こ
で
は
男
性
貧
民
の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
︒
一
七
八
六
年
の
調
査
で
は
他
に
女
性
二
一
三
人
︑
子
ど
も
六
八
人
︑
不
明
二
〇
人
が

い
る
︒

︵
31
︶　
モ
ン
リ
ノ
に
よ
る
一
七
八
六
年
の
デ
ポ
収
容
者
の
職
業
リ
ス
ト
は
︑
以
下
の
文
献
に
も
部
分
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
人
数
が
異
な

る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
︒﹇A

dam
s, 1990, p.229 : Paultre, p.440 : 

千
葉
治
男
︑1987, p.224

﹈

な
お
千
葉
治
男
氏
は
出
典
を
明
示
し
て
い
な
い
︒
恐
ら
く
ポ
ー
ル
ト
ル
の
文
献
を
引
用
掲
載
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
︑
原
表
の
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順
番
を
入
れ
替
え
て
い
る
上
に
︑
不
適
切
な
訳
語
が
多
い
︒
揚
げ
足
取
り
に
な
る
の
で
二
︑三
に
留
め
る
と
︑im

prim
eurs en étoffes

は﹁
印

刷
工
﹂
で
は
な
く
﹁
生
地
染
物
職
﹂︑ jardiniers

は
﹁
菜
畑
耕
作
人
﹂
で
は
な
く
﹁
庭
師
・
植
木
職
﹂︑cisereurs

は
︑﹁
金
物
打
ち
出
し
工
﹂

よ
り
も
﹁
彫
金
師
﹂
が
良
い
だ
ろ
う
︒
尤
も
ア
ダ
ム
ス
もm

enuisiers

をcarpenters

︑charpentiers

をjoiners

と
英
訳
し
て
い
る
︒
こ

れ
は
入
れ
替
え
る
必
要
が
あ
る
︒
前
者
は
﹁
指
物
師
﹂
で
︑
後
者
が
﹁
大
工
﹂
で
あ
る
︒

︵
32
︶　
千
葉
治
男
氏
は
︑
デ
ポ
に
入
れ
ら
れ
た
日
雇
農
や
職
人
を
も
︑﹁
定
住
者
共
同
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
者
た
ち
﹂
と
云
う
が
︑﹇
千
葉
治

男
︑1987, p.247

﹈
こ
れ
は
当
を
得
て
い
な
い
︒
確
か
に
︑
娼
婦
や
性
病
患
者
︑
精
神
障
碍
者
は
︑
共
同
体
が
厄
介
視
し
︑﹁
排
除
し
よ
う

と
し
た
存
在
﹂
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
日
雇
農
や
職
人
を
こ
れ
と
同
列
視
す
る
の
は
的
外
れ
で
あ
ろ
う
︒
彼
ら
は
地
位
も
財
産
も
な

く
︑
身
分
制
社
会
の
最
底
辺
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
︑﹁
排
除
さ
れ
た
者
﹂
で
は
な
く
︑
必
死
に
仕
事
を
求
め
て
生
き
よ

う
と
す
る
庶
民
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

︵
33
︶　
同
じ
こ
と
は
︑
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
カ
ー
ン
に
開
設
さ
れ
た
ボ
ー
リ
ュ
ー
乞
食
収
容
所
に
つ
い
て
も
云
え
る
︒
こ
の
デ
ポ
は
カ
ー
ン
の

東
方
に
あ
っ
た
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
シ
ャ
ペ
ル
を
利
用
し
て
︑
一
七
六
八
年
に
造
ら
れ
た
︑
そ
の
後
手
狭
に
な
っ
た
の
で
︑
二
棟
の
新
棟
が

造
ら
れ
︑
男
女
各
二
〇
〇
人
を
収
容
し
た
︒
そ
の
詳
細
は
不
明
だ
が
︑
身
体
壮
健
な
乞
食
︑
労
働
不
能
貧
民
︑
子
ど
も
︑
性
病
患
者
と
精

神
障
碍
者
︑
娼
婦
︑
皮
膚
病
患
者
な
ど
実
に
多
種
多
様
な
不
幸
な
人
々
が
入
れ
ら
れ
た
︒
ま
た
躾
に
難
儀
す
る
子
ど
も
を
も
つ
親
も
︑
封

印
状
を
貰
っ
て
有
料
で
我
が
子
を
こ
こ
に
入
れ
た
︒﹇Q

uetel, 1980, p.225

﹈
こ
の
論
文
の
著
者
ケ
テ
ル
も
千
葉
治
男
氏
と
同
じ
く
︑
こ

れ
ら
閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
々
を
﹁
逸
脱
者
・
変
質
者déviants

﹂
と
呼
ぶ
が
︑
こ
の
非
情
な
呼
称
は
統
治
権
力
の
視
点
に
立
つ
高
踏
的
な

も
の
で
︑
賛
成
し
が
た
い
︒

︵
34
︶　
断
片
的
だ
が
︑
一
七
六
九
年
一
二
月
に
は
︑﹁
放
蕩
女
性
﹂六
〇
人
に
対
し
︑
乞
食
三
〇
人
︑
流
民
九
人
を
数
え
た
︒﹇Ryckebusch, p.255

﹈

︵
35
︶　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
か
︑
こ
の
地
の
地
方
長
官
は
チ
ュ
ル
ゴ
の
デ
ポ
閉
鎖
の
指
示
に
強
く
反
撥
し
た
︒
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
に

は
よ
そ
者
貧
民
が
多
く
集
結
し
て
い
る
こ
と
︑
デ
ポ
で
は
娼
婦
た
ち
の
治
療
と
矯
正
に
尽
力
し
︑
充
分
に
機
能
し
て
い
る
と
し
て
︑
閉
鎖

乞食収容所の開設

─    （70）─

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
チ
ュ
ル
ゴ
に
伝
え
た
︒
か
く
て
一
旦
閉
鎖
さ
れ
た
が
直
に
再
開
さ
れ
た
︒
尚
ダ
ン
ケ
ル
ク
の
デ
ポ
は
オ
ピ
タ
ル
・

ジ
ェ
ネ
ラ
ル
内
に
設
け
ら
れ
た
が
︑
一
七
七
一
年
に
そ
の
管
理
運
営
権
も
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
理
事
会
に
移
行
し
た
︒
そ
の
理
由

は
定
か
で
は
な
い
︒

︵
36
︶　
軍
港
都
市
ダ
ン
ケ
ル
ク
に
も
多
く
の
娼
婦
が
い
て
当
局
を
悩
ま
せ
て
い
た
︒
あ
る
都
市
高
官
は
彼
女
ら
を
収
容
す
る
懲
治
監
を
設
け
よ

と
地
方
長
官
カ
ロ
ン
ヌ
に
進
言
し
て
い
る
︒
カ
ロ
ン
ヌ
は
ダ
ン
ケ
ル
ク
の
デ
ポ
は
︑
兵
隊
を
相
手
に
商
売
し
て
参
謀
に
捕
ま
っ
た
娼
婦
だ

け
で
手
一
杯
だ
︑
そ
れ
以
外
の
一
般
の
娼
婦
を
閉
じ
込
め
る
に
は
︑
宏
大
な
施
設
を
造
る
必
要
が
あ
ろ
う
︑
と
否
定
的
な
考
え
を
述
べ
て

い
る
︒﹇Ryckebusch, p.256

﹈
売
春
で
し
か
生
活
で
き
な
い
女
性
が
い
か
に
多
か
っ
た
か
を
窺
わ
せ
る
︒

︵
37
︶　
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
で
唯
一
残
さ
れ
た
レ
ン
ヌ
の
デ
ポ
に
つ
い
て
は
︑
前
記
の
地
方
長
官
カ
ズ
・
ド
・
ラ
・
ボ
ヴ
の
デ
ポ
訪
問
記
が
あ
る
︒

か
れ
は
一
七
七
五
年
に
初
め
て
こ
こ
を
訪
問
し
︑
三
時
間
も
視
察
し
収
容
者
か
ら
も
話
を
聴
い
た
と
し
︑
そ
れ
を
財
務
総
監
へ
手
紙
で
報

告
し
た
︒
か
れ
は
立
場
上
︑
デ
ポ
を
酷
評
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
︑
部
屋
は
狭
く
換
気
も
悪
い
︑
五
〇
〇
人
を
収
容
し
て

い
る
が
︑
せ
い
ぜ
い
三
〇
〇
人
位
が
適
当
な
規
模
だ
︑
食
事
も
悪
く
は
な
い
が
野
菜
不
足
だ
︑
シ
ャ
ツ
は
毎
週
取
り
替
え
る
が
︑
毛
織
物

の
衣
服
は
半
年
に
一
度
の
取
り
換
え
な
の
で
︑
蚤
や
シ
ラ
ミ
が
一
杯
つ
い
て
い
る
︑
ベ
ッ
ド
は
︑
病
者
は
独
り
で
寝
て
い
る
が
︑
そ
の
他

は
二
人
で
共
用
し
て
い
る
︑
死
亡
率
が
高
い
の
は
︑
病
者
を
他
の
者
と
同
室
さ
せ
て
い
る
か
ら
だ
︑
だ
か
ら
管
理
の
悪
さ
を
非
難
す
る
声

が
で
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
︑
と
語
る
︒﹇Paultre, pp.459-465

﹈

ま
る
で
︑
か
れ
は
自
分
が
デ
ポ
の
統
括
責
任
者
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
︒
高
い
死
亡
率
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
は
語

ら
れ
て
い
な
い
︒
楽
観
的
な
か
れ
の
報
告
を
裏
切
る
よ
う
に
︑
こ
こ
で
は
開
設
以
来
深
刻
な
暴
動
4

4

が
三
度
起
き
て
い
る
と
い
う
︒
居
住
環

境
の
悪
さ
へ
の
収
容
者
の
反
撥
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
︒︵
後
述
︶

︵
38
︶　
一
七
八
〇
年
に
﹁
監
獄
・
病
院
監
察
官
﹂
に
任
命
さ
れ
た
医
師
の
ジ
ャ
ン
・
コ
ロ
ン
ビ
エ
が
︑
各
地
の
デ
ポ
や
オ
ピ
タ
ル
等
を
訪
問
調

査
し
︑
一
七
八
五
年
に
改
善
案
を
纏
め
た
︒
そ
れ
が
﹁
処
遇
の
一
般
規
則règlem

ent général

﹂
だ
が
︑
革
命
前
夜
の
世
情
騒
乱
の
た
め
︑
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順
番
を
入
れ
替
え
て
い
る
上
に
︑
不
適
切
な
訳
語
が
多
い
︒
揚
げ
足
取
り
に
な
る
の
で
二
︑三
に
留
め
る
と
︑im

prim
eurs en étoffes

は﹁
印

刷
工
﹂
で
は
な
く
﹁
生
地
染
物
職
﹂︑ jardiniers

は
﹁
菜
畑
耕
作
人
﹂
で
は
な
く
﹁
庭
師
・
植
木
職
﹂︑cisereurs

は
︑﹁
金
物
打
ち
出
し
工
﹂

よ
り
も
﹁
彫
金
師
﹂
が
良
い
だ
ろ
う
︒
尤
も
ア
ダ
ム
ス
もm

enuisiers

をcarpenters

︑charpentiers

をjoiners

と
英
訳
し
て
い
る
︒
こ

れ
は
入
れ
替
え
る
必
要
が
あ
る
︒
前
者
は
﹁
指
物
師
﹂
で
︑
後
者
が
﹁
大
工
﹂
で
あ
る
︒

︵
32
︶　
千
葉
治
男
氏
は
︑
デ
ポ
に
入
れ
ら
れ
た
日
雇
農
や
職
人
を
も
︑﹁
定
住
者
共
同
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
者
た
ち
﹂
と
云
う
が
︑﹇
千
葉
治

男
︑1987, p.247

﹈
こ
れ
は
当
を
得
て
い
な
い
︒
確
か
に
︑
娼
婦
や
性
病
患
者
︑
精
神
障
碍
者
は
︑
共
同
体
が
厄
介
視
し
︑﹁
排
除
し
よ
う

と
し
た
存
在
﹂
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
日
雇
農
や
職
人
を
こ
れ
と
同
列
視
す
る
の
は
的
外
れ
で
あ
ろ
う
︒
彼
ら
は
地
位
も
財
産
も
な

く
︑
身
分
制
社
会
の
最
底
辺
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
︑﹁
排
除
さ
れ
た
者
﹂
で
は
な
く
︑
必
死
に
仕
事
を
求
め
て
生
き
よ

う
と
す
る
庶
民
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

︵
33
︶　
同
じ
こ
と
は
︑
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
カ
ー
ン
に
開
設
さ
れ
た
ボ
ー
リ
ュ
ー
乞
食
収
容
所
に
つ
い
て
も
云
え
る
︒
こ
の
デ
ポ
は
カ
ー
ン
の

東
方
に
あ
っ
た
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
シ
ャ
ペ
ル
を
利
用
し
て
︑
一
七
六
八
年
に
造
ら
れ
た
︑
そ
の
後
手
狭
に
な
っ
た
の
で
︑
二
棟
の
新
棟
が

造
ら
れ
︑
男
女
各
二
〇
〇
人
を
収
容
し
た
︒
そ
の
詳
細
は
不
明
だ
が
︑
身
体
壮
健
な
乞
食
︑
労
働
不
能
貧
民
︑
子
ど
も
︑
性
病
患
者
と
精

神
障
碍
者
︑
娼
婦
︑
皮
膚
病
患
者
な
ど
実
に
多
種
多
様
な
不
幸
な
人
々
が
入
れ
ら
れ
た
︒
ま
た
躾
に
難
儀
す
る
子
ど
も
を
も
つ
親
も
︑
封

印
状
を
貰
っ
て
有
料
で
我
が
子
を
こ
こ
に
入
れ
た
︒﹇Q

uetel, 1980, p.225

﹈
こ
の
論
文
の
著
者
ケ
テ
ル
も
千
葉
治
男
氏
と
同
じ
く
︑
こ

れ
ら
閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
々
を
﹁
逸
脱
者
・
変
質
者déviants

﹂
と
呼
ぶ
が
︑
こ
の
非
情
な
呼
称
は
統
治
権
力
の
視
点
に
立
つ
高
踏
的
な

も
の
で
︑
賛
成
し
が
た
い
︒

︵
34
︶　
断
片
的
だ
が
︑
一
七
六
九
年
一
二
月
に
は
︑﹁
放
蕩
女
性
﹂六
〇
人
に
対
し
︑
乞
食
三
〇
人
︑
流
民
九
人
を
数
え
た
︒﹇Ryckebusch, p.255

﹈

︵
35
︶　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
か
︑
こ
の
地
の
地
方
長
官
は
チ
ュ
ル
ゴ
の
デ
ポ
閉
鎖
の
指
示
に
強
く
反
撥
し
た
︒
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
に

は
よ
そ
者
貧
民
が
多
く
集
結
し
て
い
る
こ
と
︑
デ
ポ
で
は
娼
婦
た
ち
の
治
療
と
矯
正
に
尽
力
し
︑
充
分
に
機
能
し
て
い
る
と
し
て
︑
閉
鎖

乞食収容所の開設

─    （70）─

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
チ
ュ
ル
ゴ
に
伝
え
た
︒
か
く
て
一
旦
閉
鎖
さ
れ
た
が
直
に
再
開
さ
れ
た
︒
尚
ダ
ン
ケ
ル
ク
の
デ
ポ
は
オ
ピ
タ
ル
・

ジ
ェ
ネ
ラ
ル
内
に
設
け
ら
れ
た
が
︑
一
七
七
一
年
に
そ
の
管
理
運
営
権
も
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
理
事
会
に
移
行
し
た
︒
そ
の
理
由

は
定
か
で
は
な
い
︒

︵
36
︶　
軍
港
都
市
ダ
ン
ケ
ル
ク
に
も
多
く
の
娼
婦
が
い
て
当
局
を
悩
ま
せ
て
い
た
︒
あ
る
都
市
高
官
は
彼
女
ら
を
収
容
す
る
懲
治
監
を
設
け
よ

と
地
方
長
官
カ
ロ
ン
ヌ
に
進
言
し
て
い
る
︒
カ
ロ
ン
ヌ
は
ダ
ン
ケ
ル
ク
の
デ
ポ
は
︑
兵
隊
を
相
手
に
商
売
し
て
参
謀
に
捕
ま
っ
た
娼
婦
だ

け
で
手
一
杯
だ
︑
そ
れ
以
外
の
一
般
の
娼
婦
を
閉
じ
込
め
る
に
は
︑
宏
大
な
施
設
を
造
る
必
要
が
あ
ろ
う
︑
と
否
定
的
な
考
え
を
述
べ
て

い
る
︒﹇Ryckebusch, p.256

﹈
売
春
で
し
か
生
活
で
き
な
い
女
性
が
い
か
に
多
か
っ
た
か
を
窺
わ
せ
る
︒

︵
37
︶　
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
で
唯
一
残
さ
れ
た
レ
ン
ヌ
の
デ
ポ
に
つ
い
て
は
︑
前
記
の
地
方
長
官
カ
ズ
・
ド
・
ラ
・
ボ
ヴ
の
デ
ポ
訪
問
記
が
あ
る
︒

か
れ
は
一
七
七
五
年
に
初
め
て
こ
こ
を
訪
問
し
︑
三
時
間
も
視
察
し
収
容
者
か
ら
も
話
を
聴
い
た
と
し
︑
そ
れ
を
財
務
総
監
へ
手
紙
で
報

告
し
た
︒
か
れ
は
立
場
上
︑
デ
ポ
を
酷
評
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
︑
部
屋
は
狭
く
換
気
も
悪
い
︑
五
〇
〇
人
を
収
容
し
て

い
る
が
︑
せ
い
ぜ
い
三
〇
〇
人
位
が
適
当
な
規
模
だ
︑
食
事
も
悪
く
は
な
い
が
野
菜
不
足
だ
︑
シ
ャ
ツ
は
毎
週
取
り
替
え
る
が
︑
毛
織
物

の
衣
服
は
半
年
に
一
度
の
取
り
換
え
な
の
で
︑
蚤
や
シ
ラ
ミ
が
一
杯
つ
い
て
い
る
︑
ベ
ッ
ド
は
︑
病
者
は
独
り
で
寝
て
い
る
が
︑
そ
の
他

は
二
人
で
共
用
し
て
い
る
︑
死
亡
率
が
高
い
の
は
︑
病
者
を
他
の
者
と
同
室
さ
せ
て
い
る
か
ら
だ
︑
だ
か
ら
管
理
の
悪
さ
を
非
難
す
る
声

が
で
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
︑
と
語
る
︒﹇Paultre, pp.459-465

﹈

ま
る
で
︑
か
れ
は
自
分
が
デ
ポ
の
統
括
責
任
者
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
︒
高
い
死
亡
率
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
は
語

ら
れ
て
い
な
い
︒
楽
観
的
な
か
れ
の
報
告
を
裏
切
る
よ
う
に
︑
こ
こ
で
は
開
設
以
来
深
刻
な
暴
動
4

4

が
三
度
起
き
て
い
る
と
い
う
︒
居
住
環

境
の
悪
さ
へ
の
収
容
者
の
反
撥
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
︒︵
後
述
︶

︵
38
︶　
一
七
八
〇
年
に
﹁
監
獄
・
病
院
監
察
官
﹂
に
任
命
さ
れ
た
医
師
の
ジ
ャ
ン
・
コ
ロ
ン
ビ
エ
が
︑
各
地
の
デ
ポ
や
オ
ピ
タ
ル
等
を
訪
問
調

査
し
︑
一
七
八
五
年
に
改
善
案
を
纏
め
た
︒
そ
れ
が
﹁
処
遇
の
一
般
規
則règlem

ent général

﹂
だ
が
︑
革
命
前
夜
の
世
情
騒
乱
の
た
め
︑
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ほ
と
ん
ど
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
︒

︵
39
︶　
デ
ポ
へ
の
長
距
離
移
送
は
マ
レ
シ
ョ
セ
に
も
大
変
な
負
担
と
な
っ
た
の
で
︑
地
方
長
官
は
︑
一
七
七
六
年
に
一
旦
閉
鎖
さ
れ
た
ト
ゥ

ル
ー
ズ
の
デ
ポ
を
一
七
八
二
年
頃
に
再
開
し
た
︒

︵
40
︶　
サ
ン
・
ド
ニ
の
デ
ポ
に
つ
い
て
は
︑
残
念
な
が
ら
資
料
が
残
存
し
て
い
な
い
の
で
全
容
が
掴
め
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑
こ
の
教
区
の
死
者

埋
蔵
簿
冊
を
利
用
し
た
研
究
が
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
一
七
六
八
年
か
ら
九
二
年
ま
で
の
二
五
年
の
間
に
︑
サ
ン
・
ド
ニ
住
民
4

4

の
死
者

は
三
六
九
六
人
だ
っ
た
の
に
対
し
︑
デ
ポ
の
死
者
は
実
に
六
三
九
二
人
に
昇
っ
た
︒
年
間
平
均
二
五
六
人
で
あ
る
︒
と
く
に
︑
一
七
七
〇

年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
︑
毎
年
四
〇
〇
人
か
ら
五
〇
〇
人
が
死
亡
し
て
い
た
と
い
う
︒
デ
ポ
の
収
容
者
が
ど
の
位
な
の
か
不
明
の

た
め
︑
死
亡
率
は
計
算
で
き
な
い
が
︑
驚
く
べ
き
死
者
数
な
の
は
確
か
で
あ
る
︒

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
︑
死
亡
年
齢
が
比
較
的
若
い
こ
と
で
あ
る
︒
右
記
の
期
間
︑
男
性
死
亡
者
四
六
二
七
人
の
年
齢
別
の
分
布

は
︑
二
二
歳
以
下
一
四
％
︑
二
三
歳
か
ら
四
二
歳
ま
で
二
七
％
︑
四
三
歳
か
ら
六
二
歳
ま
で
三
六
％
︑
六
三
歳
以
上
二
三
％
で
あ
る
︒︵
女

性
の
年
齢
別
の
分
布
も
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
割
愛
す
る
︒︶﹇B

éand &
 B

ouchart, p.131

﹈

な
お
﹇Paultre, p.436

﹈
に
も
︑
こ
の
管
区
で
逮
捕
さ
れ
た
乞
食
数
︑
サ
ン
・
ド
ニ
の
デ
ポ
に
収
監
さ
れ
た
乞
食
の
数
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
数
は
余
り
に
も
少
な
い
の
で
信
用
で
き
な
い
︒
例
え
ば
︑
一
七
八
一
年
の
逮
捕
者
七
〇
人
︑
デ
ポ
収
監
者
二
六
人

で
あ
る
︒
前
後
の
文
章
か
ら
判
断
す
る
と
︑
こ
れ
は
王
宮
の
ポ
リ
ス
が
関
わ
っ
た
分
だ
け
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

︵
41
︶　
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
︑
デ
ポ
を
ト
リ
ア
ー
ジ
ュ
︑
す
な
わ
ち
乞
食
・
流
民
の
選
別
装
置
と
考
え
て
い
た
︒
そ
こ
で
は
身
体
壮
健
な
者
は
蒸
溜

作
用
に
よ
っ
て
社
会
に
還
元
し
︑
社
会
や
秩
序
に
と
っ
て
危
険
な
者
は
ガ
レ
ー
船
漕
役
刑
な
ど
に
処
罰
す
る
︒
一
連
の
浄
化
作
用
の
後

に
︑
デ
ポ
に
残
る
の
は
﹁
貧
民
の
滓カ
スrebut

﹂
で
あ
り
︑
一
顧
だ
に
値
し
な
い
人
々
で
あ
る
︒
こ
の
無
気
力
な
滓
に
つ
い
て
は
人
間
的
に

処
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
云
う
︒﹇A

dam
s, 1976, p.63

﹈
だ
が
最
後
の
箇
所
は
本
音
で
は
あ
る
ま
い
︒﹁
貧
民
の
滓
﹂︑﹁
一
顧
だ

に
値
し
な
い
﹂
と
断
ず
る
収
容
者
に
︑
人
間
的
な
処
遇
を
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
︒

乞食収容所の開設

─    （72）─

︵
42
︶　
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
地
方
長
官
が
︑
一
七
八
五
年
八
月
に
財
務
総
監
宛
て
に
出
し
た
手
紙
に
は
︑
職
権
濫
用
・
悪
弊
の
実
態
が
次
の
如
く

記
さ
れ
て
い
た
︒
マ
レ
シ
ョ
セ
に
よ
る
恣
意
的
な
逮
捕
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
代
官
に
よ
る
裁
決
な
し
の
釈
放
︒
デ
ポ
か
ら
二
五
里
も
離
れ
た
所

で
逮
捕
さ
れ
た
者
は
︑
三
~
四
カ
月
後
に
か
な
り
の
数
が
ま
と
ま
る
ま
で
︑
男
女
一
緒
に
留
置
場
に
入
れ
ら
れ
た
が
︑
そ
の
間
に
男
女
の

性
的
関
係
が
生
じ
て
︑
デ
ポ
に
着
く
頃
に
は
女
が
妊
娠
し
て
い
た
等
で
あ
る
︒
こ
の
地
方
長
官
ベ
ル
ト
ラ
ン
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
職
権
濫

用
・
悪
弊
﹂
が
起
こ
る
の
は
︑
王
令
に
欠
陥
が
あ
る
か
ら
だ
と
批
判
し
︑
そ
の
改
善
案
を
提
示
し
て
い
る
︒﹇Paultre, p.471

﹈

︵
43
︶　
チ
ュ
ル
ゴA

nne R
obert Jacques Turgot

︵1727-1781

︶
は
初
め
サ
ン
・
シ
ュ
ル
ピ
ス
教
会
に
学
び
︑
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
小
修
道
院
長
を

務
め
る
な
ど
聖
職
者
の
道
を
歩
ん
だ
が
︑
そ
の
後
司
法
官
を
志
し
︑
一
七
五
二
年
に
は
高
等
法
院
評
定
官
︑
翌
年
に
は
訴
願
審
査
官
と

な
っ
た
︒
こ
の
頃
ジ
ョ
ブ
ラ
ン
夫
人
の
サ
ロ
ン
に
出
入
り
し
︑
啓
蒙
派
の
哲
学
者
や
重
農
主
義
者
ら
と
交
わ
り
︑
経
済
・
社
会
問
題
に
関

心
を
傾
け
て
ゆ
く
︒

︵
44
︶　
但
し
危
険
な
職メ
テ
ィ
エ業
の
ギ
ル
ド
は
除
外
さ
れ
︑
ポ
リ
ス
の
監
督
下
に
置
か
れ
る
と
し
た
︒
例
え
ば
︑
理
髪
・
外
科
医
︑
か
つ
ら
職
︑
錠
前

師
︑
印
刷
工
︑
出
版
業
な
ど
の
ギ
ル
ド
で
あ
る
︒

︵
45
︶　
チ
ュ
ル
ゴ
の
改
革
構
想
は
も
っ
と
遠
く
ま
で
及
ん
で
い
た
が
︑
私
は
思
想
史
家
で
は
な
く
︑
ま
た
本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
逸
れ
る
の
で
︑

略
言
す
る
に
留
め
る
︒
七
六
年
春
の
割
引
銀
行
の
創
設
︑
ワ
イ
ン
の
取
引
自
由
化
︑
デ
ュ
ポ
ン
・
ド
・
ヌ
ム
ー
ル
の
知
見
を
も
と
に
し
た

地
方
行
政
組
織
の
改
革
︑
ナ
ン
ト
王
令
の
復
活
︑
つ
ま
り
宗
教
異
端
者
の
抑
圧
禁
止
︑
教
育
及
び
公
的
施
設
に
お
け
る
脱ラ
イ
シ
テ

宗
教
化
︑
農
民

に
よ
る
領
主
的
権
利
の
買
戻
し
等
で
あ
る
︒
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
﹃
諸
国
民
の
富
﹄
公
刊
よ
り
幾
分
早
く
︑
自
由
主
義
の
経
済
社
会
を
構

想
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒
チ
ュ
ル
ゴ
の
構
想
は
時
代
を
先
取
り
す
る
ア
イ
デ
ア
で
あ
り
︑
そ
の
幾
つ
か
は
一
九
世

紀
に
な
っ
て
か
ら
徐
々
に
実
現
さ
れ
る
︒

︵
46
︶　
ロ
メ
ニ
ィ
・
ド
・
ブ
リ
エ
ン
ヌLom

énie de B
rienne

︵Etienne C
harles de

︶︵Paris 1727-Sens 1794

︶
は
︑
開
明
的
な
高
位
聖
職

者
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
学
び
そ
の
大
胆
な
博
士
論
文
で
注
目
さ
れ
︑
ま
た
哲
学
者
と
交
流
を
深
め
︑
社
会
・
経
済
・
政
治
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ほ
と
ん
ど
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
︒

︵
39
︶　
デ
ポ
へ
の
長
距
離
移
送
は
マ
レ
シ
ョ
セ
に
も
大
変
な
負
担
と
な
っ
た
の
で
︑
地
方
長
官
は
︑
一
七
七
六
年
に
一
旦
閉
鎖
さ
れ
た
ト
ゥ

ル
ー
ズ
の
デ
ポ
を
一
七
八
二
年
頃
に
再
開
し
た
︒

︵
40
︶　
サ
ン
・
ド
ニ
の
デ
ポ
に
つ
い
て
は
︑
残
念
な
が
ら
資
料
が
残
存
し
て
い
な
い
の
で
全
容
が
掴
め
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑
こ
の
教
区
の
死
者

埋
蔵
簿
冊
を
利
用
し
た
研
究
が
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
一
七
六
八
年
か
ら
九
二
年
ま
で
の
二
五
年
の
間
に
︑
サ
ン
・
ド
ニ
住
民
4

4

の
死
者

は
三
六
九
六
人
だ
っ
た
の
に
対
し
︑
デ
ポ
の
死
者
は
実
に
六
三
九
二
人
に
昇
っ
た
︒
年
間
平
均
二
五
六
人
で
あ
る
︒
と
く
に
︑
一
七
七
〇

年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
︑
毎
年
四
〇
〇
人
か
ら
五
〇
〇
人
が
死
亡
し
て
い
た
と
い
う
︒
デ
ポ
の
収
容
者
が
ど
の
位
な
の
か
不
明
の

た
め
︑
死
亡
率
は
計
算
で
き
な
い
が
︑
驚
く
べ
き
死
者
数
な
の
は
確
か
で
あ
る
︒

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
︑
死
亡
年
齢
が
比
較
的
若
い
こ
と
で
あ
る
︒
右
記
の
期
間
︑
男
性
死
亡
者
四
六
二
七
人
の
年
齢
別
の
分
布

は
︑
二
二
歳
以
下
一
四
％
︑
二
三
歳
か
ら
四
二
歳
ま
で
二
七
％
︑
四
三
歳
か
ら
六
二
歳
ま
で
三
六
％
︑
六
三
歳
以
上
二
三
％
で
あ
る
︒︵
女

性
の
年
齢
別
の
分
布
も
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
割
愛
す
る
︒︶﹇B

éand &
 B

ouchart, p.131

﹈

な
お
﹇Paultre, p.436

﹈
に
も
︑
こ
の
管
区
で
逮
捕
さ
れ
た
乞
食
数
︑
サ
ン
・
ド
ニ
の
デ
ポ
に
収
監
さ
れ
た
乞
食
の
数
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
数
は
余
り
に
も
少
な
い
の
で
信
用
で
き
な
い
︒
例
え
ば
︑
一
七
八
一
年
の
逮
捕
者
七
〇
人
︑
デ
ポ
収
監
者
二
六
人

で
あ
る
︒
前
後
の
文
章
か
ら
判
断
す
る
と
︑
こ
れ
は
王
宮
の
ポ
リ
ス
が
関
わ
っ
た
分
だ
け
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

︵
41
︶　
ベ
ル
テ
ィ
エ
は
︑
デ
ポ
を
ト
リ
ア
ー
ジ
ュ
︑
す
な
わ
ち
乞
食
・
流
民
の
選
別
装
置
と
考
え
て
い
た
︒
そ
こ
で
は
身
体
壮
健
な
者
は
蒸
溜

作
用
に
よ
っ
て
社
会
に
還
元
し
︑
社
会
や
秩
序
に
と
っ
て
危
険
な
者
は
ガ
レ
ー
船
漕
役
刑
な
ど
に
処
罰
す
る
︒
一
連
の
浄
化
作
用
の
後

に
︑
デ
ポ
に
残
る
の
は
﹁
貧
民
の
滓カ
スrebut

﹂
で
あ
り
︑
一
顧
だ
に
値
し
な
い
人
々
で
あ
る
︒
こ
の
無
気
力
な
滓
に
つ
い
て
は
人
間
的
に

処
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
云
う
︒﹇A

dam
s, 1976, p.63

﹈
だ
が
最
後
の
箇
所
は
本
音
で
は
あ
る
ま
い
︒﹁
貧
民
の
滓
﹂︑﹁
一
顧
だ

に
値
し
な
い
﹂
と
断
ず
る
収
容
者
に
︑
人
間
的
な
処
遇
を
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
︒

乞食収容所の開設
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︵
42
︶　
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
地
方
長
官
が
︑
一
七
八
五
年
八
月
に
財
務
総
監
宛
て
に
出
し
た
手
紙
に
は
︑
職
権
濫
用
・
悪
弊
の
実
態
が
次
の
如
く

記
さ
れ
て
い
た
︒
マ
レ
シ
ョ
セ
に
よ
る
恣
意
的
な
逮
捕
︑
マ
レ
シ
ョ
セ
代
官
に
よ
る
裁
決
な
し
の
釈
放
︒
デ
ポ
か
ら
二
五
里
も
離
れ
た
所

で
逮
捕
さ
れ
た
者
は
︑
三
~
四
カ
月
後
に
か
な
り
の
数
が
ま
と
ま
る
ま
で
︑
男
女
一
緒
に
留
置
場
に
入
れ
ら
れ
た
が
︑
そ
の
間
に
男
女
の

性
的
関
係
が
生
じ
て
︑
デ
ポ
に
着
く
頃
に
は
女
が
妊
娠
し
て
い
た
等
で
あ
る
︒
こ
の
地
方
長
官
ベ
ル
ト
ラ
ン
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
職
権
濫

用
・
悪
弊
﹂
が
起
こ
る
の
は
︑
王
令
に
欠
陥
が
あ
る
か
ら
だ
と
批
判
し
︑
そ
の
改
善
案
を
提
示
し
て
い
る
︒﹇Paultre, p.471

﹈

︵
43
︶　
チ
ュ
ル
ゴA

nne R
obert Jacques Turgot

︵1727-1781

︶
は
初
め
サ
ン
・
シ
ュ
ル
ピ
ス
教
会
に
学
び
︑
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
小
修
道
院
長
を

務
め
る
な
ど
聖
職
者
の
道
を
歩
ん
だ
が
︑
そ
の
後
司
法
官
を
志
し
︑
一
七
五
二
年
に
は
高
等
法
院
評
定
官
︑
翌
年
に
は
訴
願
審
査
官
と

な
っ
た
︒
こ
の
頃
ジ
ョ
ブ
ラ
ン
夫
人
の
サ
ロ
ン
に
出
入
り
し
︑
啓
蒙
派
の
哲
学
者
や
重
農
主
義
者
ら
と
交
わ
り
︑
経
済
・
社
会
問
題
に
関

心
を
傾
け
て
ゆ
く
︒

︵
44
︶　
但
し
危
険
な
職メ
テ
ィ
エ業
の
ギ
ル
ド
は
除
外
さ
れ
︑
ポ
リ
ス
の
監
督
下
に
置
か
れ
る
と
し
た
︒
例
え
ば
︑
理
髪
・
外
科
医
︑
か
つ
ら
職
︑
錠
前

師
︑
印
刷
工
︑
出
版
業
な
ど
の
ギ
ル
ド
で
あ
る
︒

︵
45
︶　
チ
ュ
ル
ゴ
の
改
革
構
想
は
も
っ
と
遠
く
ま
で
及
ん
で
い
た
が
︑
私
は
思
想
史
家
で
は
な
く
︑
ま
た
本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
逸
れ
る
の
で
︑

略
言
す
る
に
留
め
る
︒
七
六
年
春
の
割
引
銀
行
の
創
設
︑
ワ
イ
ン
の
取
引
自
由
化
︑
デ
ュ
ポ
ン
・
ド
・
ヌ
ム
ー
ル
の
知
見
を
も
と
に
し
た

地
方
行
政
組
織
の
改
革
︑
ナ
ン
ト
王
令
の
復
活
︑
つ
ま
り
宗
教
異
端
者
の
抑
圧
禁
止
︑
教
育
及
び
公
的
施
設
に
お
け
る
脱ラ
イ
シ
テ

宗
教
化
︑
農
民

に
よ
る
領
主
的
権
利
の
買
戻
し
等
で
あ
る
︒
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
﹃
諸
国
民
の
富
﹄
公
刊
よ
り
幾
分
早
く
︑
自
由
主
義
の
経
済
社
会
を
構

想
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒
チ
ュ
ル
ゴ
の
構
想
は
時
代
を
先
取
り
す
る
ア
イ
デ
ア
で
あ
り
︑
そ
の
幾
つ
か
は
一
九
世

紀
に
な
っ
て
か
ら
徐
々
に
実
現
さ
れ
る
︒

︵
46
︶　
ロ
メ
ニ
ィ
・
ド
・
ブ
リ
エ
ン
ヌLom

énie de B
rienne

︵Etienne C
harles de

︶︵Paris 1727-Sens 1794

︶
は
︑
開
明
的
な
高
位
聖
職

者
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
学
び
そ
の
大
胆
な
博
士
論
文
で
注
目
さ
れ
︑
ま
た
哲
学
者
と
交
流
を
深
め
︑
社
会
・
経
済
・
政
治
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に
つ
い
て
卓
見
を
も
つ
よ
う
に
な
る
︒
一
七
六
三
年
に
は
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
大
司
教
に
叙
任
さ
れ
︑
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
地
方
三
部
会
で
重
要

な
役
割
を
演
じ
た
︒
と
く
に
ガ
ロ
ン
ヌ
河
と
ミ
デ
ィ
運
河
を
繋
ぐ
運
河
開
鑿
に
主
導
的
役
割
を
果
た
し
た
︒
こ
れ
は
ブ
リ
エ
ン
ヌ
運
河
と

呼
ば
れ
る
︒
チ
ュ
ル
ゴ
が
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
地
方
長
官
と
な
っ
て
か
ら
は
本
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
貴
重
な
助
言
を
し
た
︒

ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
一
七
八
七
年
に
︑
財
務
総
監
カ
ロ
ン
ヌ
が
召
集
し
た
名
士
会
議
の
一
員
に
選
ば
れ
た
︒
カ
ロ
ン
ヌ
は
こ
の
会
議
で
︑
全

て
の
身
分
を
対
象
と
す
る
土
地
課
税
案
な
ど
を
提
案
し
た
が
︑
王
族
︑
高
位
聖
職
者
︑
高
等
法
院
評
定
官
︑
大
都
市
市
長
な
ど
新
旧
の
特

権
階
級
は
︑
こ
の
改
革
案
に
反
対
し
た
︒
ブ
リ
エ
ン
ヌ
も
ま
た
批
判
者
の
ひ
と
り
だ
っ
た
︒
カ
ロ
ン
ヌ
が
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
た
後
︑
皮

肉
に
も
国
王
か
ら
そ
の
後
継
財
務
総
監
職
に
推
さ
れ
た
の
は
ブ
リ
エ
ン
ヌ
だ
っ
た
︒
か
れ
は
今
や
王
権
を
代
表
し
て
財
政
改
革
を
進
め
る

立
場
に
立
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
後
の
目
ま
ぐ
る
し
い
政
治
転
変
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
逸
脱
す
る
の
で
要
点
の
み
を
記
す
に
留
め
る
︒
パ
リ
高
等
法

院
を
筆
頭
と
す
る
全
国
の
高
等
法
院
は
︑
輿
論
を
味
方
に
つ
け
て
︑
王
権
の
提
起
す
る
改
革
を
悉
く
拒
否
し
︑
全
国
三
部
会
の
招
集
を
求

め
た
︒
第
三
身
分
も
こ
れ
に
同
調
し
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
孤
立
し
︑
一
七
八
九
年
五
月
一
日
に
全
国
三
部
会
の
開
催
を
認
め
る
約
束
を
し

て
︑
八
八
年
八
月
に
辞
任
し
た
︒
そ
の
後
ブ
リ
エ
ン
ヌ
は
サ
ン
ス
の
大
司
教
︑
さ
ら
に
枢
機
卿
に
任
ぜ
ら
れ
た
︒
九
〇
年
の
聖
職
者
市
民

基
本
法
へ
の
宣
誓
︑
翌
年
に
は
ロ
ー
マ
教
皇
へ
辞
意
表
明
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
九
三
年
に
は
逮
捕
さ
れ
獄
中
で
死
亡
し
た
︒
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:
ソ
ヴ
ィ
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引
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際
に
は
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下

の
よ
う
に
記
す
︒﹇Thuillier
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rienne
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︵
48
︶　
同
様
の
見
解
は
一
八
世
紀
末
の
輿
論
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
オ
ル
レ
ア
ン
の
地
方
議
会
は
︑
未
婚
の
母
の
不
名
誉
を
払
拭
す
る
に
は
︑

﹁
秘
密
の
出
産m

aternité furtive

﹂
を
保
証
す
る
必
要
が
あ
る
︑
な
ど
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
反
面
︑
子
ど
も
の
オ
ピ
タ
ル
を
造
る
こ
と

乞食収容所の開設

─    （74）─

は
︑
梅
毒
な
ど
の
病
気
が
そ
こ
で
感
染
す
る
危
険
が
大
き
い
の
で
反
対
だ
と
主
張
し
て
い
た
︒﹇B

loch, p.393

﹄

フ
ラ
ン
ス
の
﹁
匿
名
︵
内
密
︶
出
産
﹂
の
現
状
に
つ
い
て
は
︑
二
〇
二
四
年
五
月
七
日
~
十
一
日
﹃
朝
日
新
聞
﹄﹁
く
ら
し
欄
﹂
が
︑

パ
リ
郊
外
ベ
ジ
ネ
病
院
に
お
け
る
実
態
を
報
じ
て
い
る
︒
未
婚
の
母
や
事
情
を
抱
え
た
女
性
の
内
密
出
産
は
︑
革
命
時
に
容
認
さ
れ
︑

二
百
年
後
の
一
九
九
三
年
に
民
法
に
明
記
さ
れ
た
︒
こ
こ
で
も
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
よ
り
も
︑
産
む
女
性
の
権
利
と
保
護
が
優
先
さ
れ

て
い
る
印
象
を
う
け
る
の
だ
が
︑
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
ブ
リ
エ
ン
ヌ
の
先
見
の
明
に
は
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
︒

︵
49
︶　
モ
ン
リ
ノLeclerc de M

ontlinot

︵1722-1801

︶
は
︑
ボ
ー
ヴ
ェ
近
郊
の
寒
村C

repy-en-Valois

に
生
ま
れ
た
こ
と
は
判
明
し
て
い

る
が
︑
そ
の
後
の
経
歴
は
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
︒﹇Thuillier, 1989, p.9

﹈
に
も
か
れ
の
経
歴
に
つ
い
て
の
叙
述
が
あ
る
が
︑

誠
に
分
か
り
づ
ら
い
の
で
︑
こ
こ
で
は
ア
ダ
ム
ス
説
を
引
く
︒
一
七
五
〇
年
代
に
パ
リ
で
神
学
お
よ
び
医
学
の
博
士
号
を
取
得
し
︑
そ
の

後
リ
ー
ル
の
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
教
会
付
属
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
で
︑
図
書
館
に
勤
務
し
︑
地
方
誌
の
編
集
に
関
わ
っ
た
︒
こ
の
頃
︑
百
科
全
書

派
を
擁
護
す
る
論
陣
を
張
っ
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
旧
友
と
仲
違
い
し
︑
リ
ー
ル
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
の
地
位
を
剥
奪
さ
れ
︑
封
印
状

で
ス
ワ
ソ
ン
に
追
い
や
ら
れ
た
と
い
う
︒
ス
ワ
ソ
ン
で
ど
ん
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
︒﹇A

dam
s, 1990, p.189

﹈

︵
50
︶　
キ
ニ
ー
ネ
は
高
価
す
ぎ
る
た
め
に
こ
こ
で
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
く
︑
モ
ン
リ
ノ
は
他
の
安
価
な
薬
剤
を
捜
し
た
︒
か
れ
の
賞
賛

す
べ
き
と
こ
ろ
は
︑
病
者
を
モ
ラ
ル
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
差
別
し
な
か
っ
た
点
で
あ
る
︒
回
復
期
の
病
者
に
は
肉
食
を
︑
健
康
な
入
所
者

に
は
自
家
製
の
ビ
ー
ル
を
少
量
供
し
て
い
た
︒﹇A

dam
s, 1990, p.197

﹈

︵
51
︶　
怠
け
癖
の
抜
け
な
い
入
所
者
は
一
旦
工
房
か
ら
排
除
さ
れ
︑
本
人
が
ど
う
し
て
も
仕
事
を
し
た
い
︑
と
云
う
ま
で
パ
ン
と
水
だ
け
の
食

事
が
与
え
ら
れ
た
︒
ま
た
健
康
だ
が
虚
弱
な
入
所
者
に
は
︑
体
力
に
見
合
っ
た
仕
事
が
用
意
さ
れ
た
︒
労
働
を
拒
ん
だ
女
性
の
入
所
者
に

は
︑
二
通
り
の
処
罰
が
な
さ
れ
た
︒
一
つ
は
︑
通
常
の
頭
巾
の
代
わ
り
に
毛
糸
の
縁
な
し
帽
を
被
せ
︑
二
色
の
制
服
を
着
せ
る
こ
と
︑
も

う
ひ
と
つ
の
重
い
処
罰
は
︑
透
か
し
格
子
の
独
房
に
入
れ
て
︑
デ
ポ
内
で
消
費
さ
れ
る
麻
布
を
織
る
こ
と
︑
こ
れ
に
は
勿
論
賃
銀
は
支
払

わ
れ
な
い
︑
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒﹇Thuillier︵M

ontlinot

︶, 1989, p.27

﹈
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い
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も
つ
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に
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︒
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三
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司
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叙
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︑
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︒
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︒
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監
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ロ
ン
ヌ
が
召
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た
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分
を
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と
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る
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地
課
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な
ど
を
提
案
し
た
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︑
王
族
︑
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位
聖
職
者
︑
高
等
法
院
評
定
官
︑
大
都
市
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長
な
ど
新
旧
の
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権
階
級
は
︑
こ
の
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案
に
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た
︒
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リ
エ
ン
ヌ
も
ま
た
批
判
者
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と
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だ
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た
︒
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ロ
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ヌ
が
辞
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追
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込
ま
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た
後
︑
皮

肉
に
も
国
王
か
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そ
の
後
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財
務
総
監
職
に
推
さ
れ
た
の
は
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リ
エ
ン
ヌ
だ
っ
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︒
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今
や
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を
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表
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て
財
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改
革
を
進
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る
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場
に
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れ
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の
で
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の
後
の
目
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ぐ
る
し
い
政
治
転
変
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
の
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ー
マ
か
ら
逸
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す
る
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で
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の
み
を
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に
留
め
る
︒
パ
リ
高
等
法

院
を
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と
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る
全
国
の
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法
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︑
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の
提
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る
改
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を
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会
の
招
集
を
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た
︒
第
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も
こ
れ
に
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は
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︑
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五
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に
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の
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誓
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︑
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険
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の
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反
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だ
と
主
張
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密
︶
出
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つ
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は
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二
〇
二
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五
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日
~
十
一
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﹃
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日
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聞
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︑
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郊
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に
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け
る
実
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を
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て
い
る
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未
婚
の
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や
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を
抱
え
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性
の
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密
出
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さ
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後
の
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に
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法
に
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記
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こ
こ
で
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く
る
子
ど
も
よ
り
も
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産
む
女
性
の
権
利
と
保
護
が
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先
さ
れ

て
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る
印
象
を
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る
の
だ
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か
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︑
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の
明
に
は
驚
き
を
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︑
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ー
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の
寒
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に
生
ま
れ
た
こ
と
は
判
明
し
て
い

る
が
︑
そ
の
後
の
経
歴
は
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
︒﹇Thuillier, 1989, p.9

﹈
に
も
か
れ
の
経
歴
に
つ
い
て
の
叙
述
が
あ
る
が
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誠
に
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︑
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は
ア
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ス
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く
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七
五
〇
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学
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︑
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︑
図
書
館
に
勤
務
し
︑
地
方
誌
の
編
集
に
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︒
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を
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論
陣
を
張
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︒
そ
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後
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旧
友
と
仲
違
い
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の
司
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座
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参
事
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の
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を
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れ
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封
印
状

で
ス
ワ
ソ
ン
に
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い
や
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れ
た
と
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う
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ワ
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で
ど
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を
送
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た
か
は
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で
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る
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に
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で
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︑
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リ
ノ
は
他
の
安
価
な
薬
剤
を
捜
し
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︒
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れ
の
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賛
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き
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こ
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︑
病
者
を
モ
ラ
ル
の
ヒ
エ
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ル
キ
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で
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あ
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︒
回
復
期
の
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者
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健
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所
者

に
は
自
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製
の
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ル
を
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供
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︵
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︶　
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け
癖
の
抜
け
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い
入
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は
一
旦
工
房
か
ら
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除
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れ
︑
本
人
が
ど
う
し
て
も
仕
事
を
し
た
い
︑
と
云
う
ま
で
パ
ン
と
水
だ
け
の
食

事
が
与
え
ら
れ
た
︒
ま
た
健
康
だ
が
虚
弱
な
入
所
者
に
は
︑
体
力
に
見
合
っ
た
仕
事
が
用
意
さ
れ
た
︒
労
働
を
拒
ん
だ
女
性
の
入
所
者
に

は
︑
二
通
り
の
処
罰
が
な
さ
れ
た
︒
一
つ
は
︑
通
常
の
頭
巾
の
代
わ
り
に
毛
糸
の
縁
な
し
帽
を
被
せ
︑
二
色
の
制
服
を
着
せ
る
こ
と
︑
も

う
ひ
と
つ
の
重
い
処
罰
は
︑
透
か
し
格
子
の
独
房
に
入
れ
て
︑
デ
ポ
内
で
消
費
さ
れ
る
麻
布
を
織
る
こ
と
︑
こ
れ
に
は
勿
論
賃
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