
ジェイムズ・ミルとアジア──『英領インド史』におけるヒンドゥー・ムスリム両社会の分析から──

119

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ミ
ル
（Jam

es M
ill, 1773

〜1836

）
の
主
著

T
he H

istory of British India

（
以
下
『
英
領
イ
ン
ド
史
』、
一
八
一
七
年

刊）
1
（

）
に
お
け
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ム
ス
リ
ム
両
社
会
の
分
析
に
焦
点
を
当
て
、
功

利
主
義
思
想
家
と
し
て
の
彼
の
、
イ
ギ
リ
ス
の
ア
ジ
ア
支
配
に
つ
い
て
の
考
え

方
の
一
端
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
書
は
刊
行
さ
れ
る
や
否
や

大
き
な
成
功
を
収
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と

示
唆
す
る
後
世
の
評
価
も
あ
る
が）

2
（

、
イ
ン
ド
研
究
と
し
て
は
内
容
が
古
い
た
め

今
日
で
は
殆
ど
読
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
様
な
い
わ
ばobsolete

な
資
料
を

中
東
研
究
者
が
ど
の
様
な
視
角
で
考
察
す
る
の
か
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
お
き

た
い
。

　

先
頃
私
は
、
中
東
な
ど
非
欧
米
地
域
に
「
民
主
主
義
」
を
押
し
つ
け
つ
つ
介

入
す
る
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
の
あ
り
方
を
「
ウ
ィ
ル
ソ
ン
型
外
交
」
と
称
し

て
そ
の
源
流
を
ウ
ィ
ル
ソ
ン
米
大
統
領
の
外
交
に
求
め
、
更
に
そ
の
「
ウ
ィ
ル

ソ
ン
型
外
交
」
の
源
流
を
探
る
事
を
念
頭
に
、
民
主
主
義
の
「
西
欧
的
」
起
源

を
考
察
し
た
が）

3
（

、
そ
の
際
に
一
九
一
九
年
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
に
主
要
な
部

分
で
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
直
近
の
思
想
家
と
し
て
ベ
ン
サ
ム
に
ふ
れ

た
。
そ
れ
に
あ
た
っ
て
私
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
が
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
体
制
の
失

敗
の
原
因
と
な
っ
た
欧
米
の
合
理
主
義
者
の
思
考
様
式
が
十
八
世
紀
の
思
考
様

式
と
変
わ
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
と
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
指

摘）
4
（

で
あ
っ
た
。
そ
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
ベ
ン
サ
ム
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
思
想

の
共
鳴
者
で
あ
っ
た
Ｊ
・
ミ
ル
に
も
ふ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
紙
幅
の
関
係

で
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
補
論
の
意
味
も
あ
っ
て
本
稿
で
は
Ｊ
・
ミ
ル

を
扱
う
事
に
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
稿
の
隠
れ
た
関
心
は
、
二
十
世
紀
の

論
　
文ジ

ェ
イ
ム
ズ
・
ミ
ル
と
ア
ジ
ア

│
│
『
英
領
イ
ン
ド
史
』
に
お
け
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ム
ス
リ
ム
両
社
会
の
分
析
か
ら
│
│

森
ま
り
子
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ウ
ィ
ル
ソ
ン
外
交
の
精
神
に
つ
な
が
る
思
想
家
と
し
て
Ｊ
・
ミ
ル
を
見
て
み
た

い
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
本
稿
は
西
洋
史
と
し
て
完
結
す

る
関
心
よ
り
は
む
し
ろ
、
欧
米
の
民
主
主
義
国
が
ど
の
様
に
自
己
正
当
化
を
行

い
つ
つ
ア
ジ
ア
支
配
を
深
化
さ
せ
た
の
か
と
い
う
、
先
ほ
ど
述
べ
た
ア
メ
リ
カ

の
中
東
政
策
の
あ
り
方
に
も
つ
な
が
る
問
題
意
識
を
底
流
に
持
っ
て
い
る
事
を

強
調
し
て
お
き
た
い
。
Ｊ
・
ミ
ル
の
『
英
領
イ
ン
ド
史
』
は
詳
細
に
書
か
れ
て

い
る
だ
け
に
こ
の
問
題
意
識
に
関
わ
る
示
唆
的
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
確
か

に
同
書
は
イ
ン
ド
研
究
と
し
て
は
後
世
の
も
の
に
凌
駕
さ
れ
偏
見
も
交
じ
っ
て

い
る
が
、
本
稿
の
上
記
の
視
角
か
ら
す
る
と
、
偏
見
を
含
む
ミ
ル
の
議
論
の
立

て
方
こ
そ
が
正
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
ら
に
受
け
継
が
れ
た
〈
近
代
西
欧
の
ア
ジ
ア

認
識
〉
の
一
つ
の
祖
型
と
し
て
考
察
の
対
象
に
な
り
得
よ
う
。
以
上
の
関
心
か

ら
書
か
れ
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。

一
、『
英
領
イ
ン
ド
史
』
の
執
筆
の
背
景

　

ま
ず
Ｊ
・
ミ
ル
に
よ
る
『
英
領
イ
ン
ド
史
』
の
執
筆
の
背
景
を
、
彼
の
思
想
、

同
書
の
執
筆
動
機
・
意
図
・
方
法
論
、
同
書
が
書
か
れ
た
時
代
状
況
の
三
部
分

に
分
け
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

（
一
）
Ｊ
・
ミ
ル
の
思
想

　
Ｊ
・
ミ
ル
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
出
身
で
あ
り
、
活
躍
の
場
を
求
め
て
一
八
〇

二
年
に
ロ
ン
ド
ン
に
出
て
来
た
。
一
八
〇
八
年
に
、
既
に
名
声
を
博
し
て
い
た

ベ
ン
サ
ム
の
知
遇
を
得
る
。
Ｊ
・
ミ
ル
は
ベ
ン
サ
ム
に
比
し
て
形
而
上
学
的
傾

向
が
強
か
っ
た
が
、
彼
の
民
主
主
義
へ
の
強
い
関
心
は
ベ
ン
サ
ム
に
影
響
を
与

え
た
と
さ
れ
、
ベ
ン
サ
ム
は
定
職
が
な
く
生
活
の
苦
し
か
っ
た
Ｊ
・
ミ
ル
と
そ

の
家
族
を
援
助
し
た
。
Ｊ
・
ミ
ル
は
一
八
一
九
年
に
東
イ
ン
ド
会
社
に
就
職
し

た
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
一
八
〇
六
年
か
ら
『
英
領
イ
ン
ド
史
』
の
執
筆
を
開
始

し
、
一
八
一
七
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
し
た
。
一
八
〇
六
年
は
長
男
Ｊ
・
Ｓ
・

ミ
ル
が
誕
生
し
た
年
で
も
あ
り
、
Ｊ
・
ミ
ル
は
こ
の
長
男
に
ギ
リ
シ
ア
古
典
を

は
じ
め
と
す
る
英
才
教
育
を
施
す
事
に
な
る
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
間
に
貧
困
の

中
で
同
書
の
執
筆
に
全
力
を
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
っ
た）

5
（

。
同
書
は
全
三
巻
、
大

判
で
二
一
〇
〇
頁
以
上
に
及
ぶ
大
部
な
も
の
で
あ
り
、
執
筆
に
十
年
以
上
か

か
っ
た
事
に
な
る
。

　

同
書
執
筆
時
の
Ｊ
・
ミ
ル
の
思
想
に
つ
い
て
は
子
の
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
自
伝

が
そ
の
特
徴
を
伝
え
て
い
る
。そ
れ
に
よ
る
と
政
治
面
で
は
、Ｊ
・
ミ
ル
は
「
代

議
政
体
と
言
論
の
完
全
な
自
由
と
い
う
二
つ
の
こ
と
の
効
力
に
ほ
と
ん
ど
無
限

の
信
頼
を
お
」
き
、「
理
性
が
人
間
の
精
神
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ

さ
え
す
れ
ば
前
者
は
必
ず
後
者
を
動
か
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
完
全
に
信
頼
し

て
い
た
」。
こ
の
様
な
理
性
と
進
歩
へ
の
限
り
な
い
信
頼
に
基
づ
い
て
Ｊ
・
ミ

ル
は
「
人
類
の
知
的
道
徳
的
条
件
は
教
育
に
よ
っ
て
無
限
に
改
良
す
る
こ
と
が

可
能
だ
」
と
い
う
事
を
持
説
と
し
て
い
た
。
更
に
彼
は
物
事
の
判
断
に
お
い
て

感
情
的
要
素
を
徹
底
し
て
排
除
し
た
。「
父
の
教
え
が
ま
た
感
情
を
過
小
評
価

す
る
傾
向
が
あ
っ
た
」
と
息
子
は
回
想
す
る）

6
（

。

　

感
情
で
は
な
く
客
観
的
資
料
と
い
う
「
証
拠
」
に
基
づ
い
て
全
て
議
論
す
る

と
い
う
Ｊ
・
ミ
ル
の
立
場
は
、
日
常
生
活
の
み
な
ら
ず
『
英
領
イ
ン
ド
史
』
で

も
一
貫
し
て
お
り
、
彼
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
詩
や
芸
術
に
大
き
な
価
値
を
認
め
ぬ
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叙
述
を
し
て
い
る
事
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
様
に
見
え
る
。
ま
た
子
の
ミ
ル
が

後
に
父
を
含
む
ベ
ン
サ
ム
派
の
〈
理
性
へ
の
絶
対
的
な
信
頼
〉
に
懐
疑
的
に

な
っ
た
と
述
懐
す
る
次
の
く
だ
り
は
、
父
の
ミ
ル
の
思
想
的
特
徴
を
逆
に
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
箇
所
に
も
な
っ
て
い
る
。「
父
の
考
え
る
哲
学
的
方
法
に
は
、

そ
れ
を
政
治
に
適
用
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
私
が
従
来
想
像
し
て
い
た
以
上
の

も
っ
と
根
本
的
に
ま
ち
が
っ
た
と
こ
ろ
が
ど
こ
か
あ
る
な
、
と
考
え
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
」。
子
の
ミ
ル
は
、「
あ
ら
ゆ
る
政
治
制
度
の
問
題
は
絶
対
的
で
は
な

く
相
対
的
で
あ
る
、
人
間
は
そ
の
進
歩
の
い
ろ
い
ろ
の
段
階
に
応
じ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
ち
が
っ
た
制
度
を
単
に
持
ち
た
が
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
持
つ
の
が
当

然
だ
と
い
う
こ
と）

7
（

」
を
後
年
信
じ
る
に
至
っ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
逆
に
言
え

ば
父
ミ
ル
が
理
論
に
偏
り
す
ぎ
、
理
性
に
基
づ
く
「
正
し
い
」
制
度
が
あ
ら
ゆ

る
場
所
に
普
遍
的
に
適
合
す
る
と
は
限
ら
な
い
現
実
に
盲
目
的
な
面
が
あ
っ
た

と
い
う
証
言
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
軽
く
ふ
れ
る
に
と
ど
め
ざ
る
を

得
な
い
が
、
か
く
述
べ
る
子
の
ミ
ル
が
実
際
に
は
ま
す
ま
す
議
会
制
民
主
主
義

へ
の
信
念
を
強
め
た
の
に
対
し
、
父
の
ミ
ル
は
イ
ギ
リ
ス
が
イ
ン
ド
支
配
に
お

い
て
現
地
の
実
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
方
式
を
押
し
つ
け
る
事
の
不
適
切
さ
を
『
英

領
イ
ン
ド
史
』
の
中
で
説
く
（
後
述
）
と
い
う
様
に
、
必
ず
し
も
父
の
ミ
ル
が

現
実
政
治
に
お
い
て
理
論
一
辺
倒
で
な
か
っ
た
点
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
英
領
イ
ン
ド
史
』
に
つ
い
て
子
の
ミ
ル
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
社
会
や
文
明

が
自
分
の
思
考
に
刺
激
を
与
え
、「
全
篇
を
通
じ
て
、
当
時
過
激
と
見
な
さ
れ

た
一
種
の
急
進
的
民
主
主
義
の
見
解
な
り
判
断
の
下
し
方
な
り
が
み
な
ぎ
っ
て

い
る
」
と
評
し
、「
父
の
最
大
の
著
書
の
主
題
と
な
っ
た
イ
ン
ド
と
の
関
係
で
、

父
が
す
べ
て
の
健
全
な
政
治
家
精
神
の
創
造
者
と
な
っ
た）

8
（

」
と
述
べ
て
同
書
の

評
価
の
高
さ
に
ふ
れ
て
い
る
。
同
書
刊
行
か
ら
程
な
い
一
八
一
九
年
に
東
イ
ン

ド
会
社
の
通
信
連
絡
部
門
の
補
佐
役
の
一
人
（
後
に
審
査
部
長
）
と
な
っ
た
父

ミ
ル
は
仕
事
の
合
間
を
縫
っ
て
哲
学
・
経
済
学
を
自
分
に
学
ば
せ
た
と
子
の
ミ

ル
は
回
想
す
る
が
、『
英
領
イ
ン
ド
史
』
に
お
け
る
経
済
へ
の
目
配
り
も
、
Ｊ
・

ミ
ル
が
リ
カ
ー
ド
を
親
友
と
す
る
ほ
ど
経
済
と
効
率
性
を
重
ん
じ
て
い
た
事
を

反
映
し
て
い
る
（
Ｊ
・
ミ
ル
自
身
に
も
リ
カ
ー
ド
経
済
学
を
解
説
し
た
『
経
済

学
要
綱
』
と
い
う
著
作
が
あ
る
）。

　

子
の
ミ
ル
が
提
示
す
る
Ｊ
・
ミ
ル
の
人
間
像
と
し
て
最
後
に
注
意
す
べ
き
は
、

Ｊ
・
ミ
ル
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
フ
ラ
ン
ス
で
そ
う
で
あ
っ
た
様
に
「
英
国
の
知

的
急
進
派
の
頭
目
で
あ
り
指
導
者
で
あ
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
十
八
世

紀
最
後
の
人
」
で
あ
り
「
十
八
世
紀
の
思
考
な
り
感
情
な
り
の
調
子
を
十
九
世

紀
に
持
ち
つ
づ
け
た
（
む
ろ
ん
修
正
も
改
良
も
加
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

が
）」
た
め
に
、「
全
体
と
し
て
父
の
精
神
と
現
代
の
時
代
精
神
と
の
間
に
は
い

ち
じ
る
し
い
対
立
が
見
ら
れ
」、
そ
れ
故
に
ベ
ン
サ
ム
の
名
声
に
埋
没
し
て
し

ま
い
「
当
然
受
け
て
よ
い
だ
け
に
大
き
な
」
名
声
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
評

し
て
い
る
点
で
あ
る）

9
（

。
父
ミ
ル
が
「
現
代
」
に
立
ち
遅
れ
た
点
と
は
、
理
性
や

合
理
性
の
多
寡
に
よ
っ
て
全
て
の
価
値
判
断
を
す
る
と
い
う
極
端
な
知
性
主
義

（
究
極
の
功
利
主
義
）
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
様
な
Ｊ
・
ミ
ル
の
傾
向

を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
彼
の
執
筆
の
動
機
・
意
図
・
方
法
論
を
次
に
見
て
お
き

た
い
。

（
二
）『
英
領
イ
ン
ド
史
』
の
執
筆
動
機
・
意
図
・
方
法
論

　
Ｊ
・
ミ
ル
は
同
書
の
前
書
き
で
、
イ
ン
ド
史
を
書
い
た
直
接
的
な
動
機
と
し
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て
「
こ
れ
ま
で
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
享
受
さ
れ
て
き
た
イ
ン
ド
に
つ
い
て
の
知
識

に
は
特
異
な
ま
で
に
欠
陥
が
あ
っ
た
」
事
と

）
10
（【xii

】、
東
イ
ン
ド
会
社
の
社
員

で
さ
え
も
イ
ン
ド
に
つ
い
て
か
な
り
無
知
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
を
挙
げ
て
い

る
。
駐
在
員
は
経
験
を
積
む
前
に
任
期
が
終
わ
り
、
し
か
も
勤
務
の
事
務
的
側

面
に
多
大
な
時
間
を
費
や
す
の
で
研
究
時
間
が
殆
ど
な
く
、
場
当
た
り
的
な
情

報
の
収
集
に
終
始
す
る
【
xx
〜
xxi
】。
こ
の
様
な
状
況
の
打
破
と
、
英
国
世
論

の
間
に
あ
る
イ
ン
ド
へ
の
誤
解
、
特
に
イ
ン
ド
に
は
高
度
な
文
明
が
あ
っ
た
と

か
、
イ
ン
ド
に
は
莫
大
な
富
が
あ
る
と
い
う
言
説
を
正
す
目
的
の
為
に
同
書
を

執
筆
し
た
、
と
ミ
ル
は
述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
実
は
ミ
ル
に
は
啓
蒙
を
超
え
る
政
治
的
目
的
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は

前
書
き
に
は
明
確
に
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
つ
い
て
の
「
一
般

的
考
察
」
の
中
で
明
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
真
の
文
明
度
を
確

か
め
る
事
は
、
興
味
の
為
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
の
統
治
に
携
わ
る
英
国
民
に

と
っ
て
は
最
も
高
い
実
際
的
な
重
要
性
を
持
つ
と
す
る
。
人
々
の
状
態
に
適
合

し
て
い
な
け
れ
ば
ど
ん
な
統
治
計
画
も
目
的
を
達
せ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
し
英
国
人
や
英
国
政
府
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
文
明
を
過
大
評
価
し
、
だ
が
実
際

は
そ
れ
程
で
も
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
統
治
の
為
に
と
ら
れ
る
措

置
の
め
ざ
し
た
目
的
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
事
に
な
る
か
も
知
れ
な
い

【
429
】。
こ
の
様
な
事
態
を
防
ぐ
為
に
正
し
い
判
断
材
料
を
提
供
す
る
事
が
自
分

の
目
的
で
あ
る
、
と
述
べ
た
ミ
ル
は
、
事
実
と
理
性
に
基
づ
く
東
洋
の
分
析
の

必
要
性
を
説
く
。
そ
の
様
な
分
析
の
為
の
彼
の
方
法
論
が
、
俯
瞰
・
分
類
・
比

較
で
あ
っ
た
。

　

全
篇
を
通
じ
て
Ｊ
・
ミ
ル
の
分
析
に
は
、
十
七
〜
十
九
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
の

民
主
主
義
の
深
化
と
手
を
携
え
て
強
ま
っ
た
俯
瞰
・
分
類
・
比
較
と
い
う
観
点

が
余
す
所
な
く
表
れ
て
い
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る）

11
（

。
入
手
で
き
る
限
り
の

根
拠
資
料
を
も
と
に
感
情
的
判
断
を
排
し
て
「
事
実
」
を
抽
出
し
、
個
々
の
事

実
を
知
ら
れ
て
い
る
限
り
の
類
似
の
古
今
東
西
の
事
例
と
比
較
し
て
、
当
該
事

実
が
世
界
的
に
見
て
普
遍
的
で
あ
る
か
特
殊
で
あ
る
か
と
い
う
世
界
史
的
位
置

づ
け
を
判
断
し
、
推
論
も
で
き
る
限
り
理
性
に
照
ら
し
て
行
い
、
論
理
的
結
論

を
引
き
出
す）
12
（

。
そ
の
結
論
は
当
該
事
象
が
高
度
な
文
明
の
印
な
の
か
野
蛮
の
印

な
の
か
と
い
う
判
断
を
伴
っ
て
い
た
。
ミ
ル
は
こ
の
様
な
方
法
論
で
書
い
た
自

著
に
つ
い
て
、
完
全
な
論
理
性
を
持
っ
て
真
実
を
書
け
た
と
自
負
し
て
お
り
、

ど
っ
ち
つ
か
ず
の
結
論
で
妥
協
し
な
か
っ
た
の
も
「
理
性
の
権
利
」
を
裏
切
ら

な
い
勇
気
で
も
っ
て
明
快
に
論
じ
る
避
け
が
た
い
義
務
が
あ
る
と
信
じ
た
か
ら

だ
、
と
述
べ
て
い
る
【
xxiii
〜
xxv
】。
し
か
し
自
然
科
学
の
発
達
に
呼
応
す
る
か

の
様
な
こ
の
「
明
快
な
」
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
イ
ン
ド
の
住
民
を
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と

ム
ス
リ
ム
に
截
然
と
二
分
し
、
両
共
同
体
の
文
明
度
の
優
劣
或
い
は
世
界
ラ
ン

キ
ン
グ
を
恰
も
数
直
線
上
で
可
視
化
す
る
か
の
様
な
作
業
を
通
し
て
、
明
確
で

否
定
し
よ
う
の
な
い
イ
ン
ド
の
「
再
定
義
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
事
も
注
目
さ

れ
る
。
曖
昧
さ
を
残
さ
な
い
分
、
そ
の
再
定
義
は
重
要
な
政
治
的
含
意
を
持
っ

た
が
、
こ
の
点
は
最
後
に
考
え
る
事
と
し
た
い
。

　

同
書
に
お
け
る
ミ
ル
の
も
う
一
つ
の
基
本
的
立
場
は
、
同
書
に
頻
出
す
る

「
本
性
（
本
質
）」「
法
則
」「
理
性
の
権
利
」
な
ど
の
言
葉
か
ら
窺
わ
れ
る
様
に
、

理
性
に
基
づ
き
社
会
を
科
学
的
に
分
析
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う
極
め
て
十
八
世

紀
的
な
前
提
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
と
い
う
人
間
的
な
営
み
や
異
文
化

を
「
科
学
的
な
」
理
性
の
目
で
徹
底
的
に
理
詰
め
で
分
析
し
よ
う
と
い
う
の
で
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あ
る
。
同
書
は
「
批
判
的
歴
史
」
の
書
で
あ
る
と
の
自
負
を
前
書
き
で
表
明
し

た
彼
は
、
同
書
に
お
け
る
批
判
の
種
類
は
叙
述
へ
の
批
判
と
証
拠
へ
の
批
判
の

二
種
類
で
あ
る
と
し
、
必
要
な
論
証
は
た
と
え
長
く
な
っ
て
も
省
略
せ
ず
に

行
っ
て
い
る
と
す
る
。
分
析
に
あ
た
り
彼
は
現
地
体
験
の
有
用
性
も
否
定
は
し

な
い
も
の
の
、
自
分
は
イ
ン
ド
に
行
っ
た
事
が
な
く
、
東
方
の
諸
言
語
に
つ
い

て
は
極
め
て
初
歩
的
な
知
識
し
か
な
い
が
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
経
営
陣
も
同
様

の
状
態
で
あ
っ
た
が
特
に
問
題
に
は
な
っ
て
い
な
い
、
ま
た
現
地
体
験
が
な
く

現
地
の
言
語
を
知
ら
ず
に
歴
史
を
書
い
た
成
功
例
（
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
『
ゲ
ル
マ

ニ
ア
』
等
）
も
あ
る
し
、
更
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
言
語
で
集
め
ら
れ
た
情
報
の

蓄
積
が
あ
る
事
か
ら
、
か
な
り
の
有
用
性
（u

）
13
（

tility

）
を
持
つ
著
作
を
自
分
が

イ
ン
ド
に
つ
い
て
著
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
達
し
た
、
と

述
べ
る
【
xiii
】。

　

更
に
前
書
き
に
よ
れ
ば
、
社
会
に
と
っ
て
有
用
な
イ
ン
ド
に
つ
い
て
の
本
を

自
分
が
書
け
る
と
彼
が
考
え
た
根
拠
は
、
個
々
人
の
観
察
能
力
は
極
め
て
限
定

さ
れ
て
い
る
の
で
、
広
範
な
対
象
に
つ
い
て
の
充
分
な
知
識
を
得
る
に
は
多
く

の
個
人
の
観
察
を
結
合
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
に
あ
っ
た
。
彼
は
単
な

る
観
察
や
言
語
習
得
を
、
結
合
・
区
別
・
分
類
・
判
断
・
比
較
考
量
・
推
量
・

結
論
を
引
き
出
す
事
、
つ
ま
り
哲
学
す
る
精
神
的
習
慣

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
区
別
し
た
。
後
者
こ

そ
歴
史
の
原
石
か
ら
砂
金
を
抽
出
す
る
為
の
最
も
重
要
な
能
力
な
の
で
あ
り
、

こ
の
能
力
を
駆
使
し
て
多
く
の
人
の
知
見
を
分
析
的
に
集
積
し
た
本
は
、
読
者

が
現
地
に
行
っ
て
見
聞
す
る
よ
り
も
効
率
的
に
知
識
を
得
る
事
を
可
能
に
し
、

以
て
社
会
の
知
識
の
増
大
に
貢
献
す
る
は
ず
だ
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼

は
多
く
の
証
言
に
基
づ
く
情
報
の
方
が
、
知
覚
に
頼
る
部
分
的
情
報
よ
り
も
信

憑
性
が
高
く
正
し
い
判
断
に
つ
な
が
る
と
も
述
べ
て
い
る
【
xv
】。

　

ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
概
観
は
偏
見
を
生
み
や
す
い
。
概
観
で
は
多
く
を
見
落
と

し
、
か
つ
都
合
の
よ
い
も
の
に
「
快
楽
」
を
感
じ
都
合
の
悪
い
も
の
を
「
不
快
」

故
に
素
通
り
す
る
た
め
、
客
観
的
に
判
断
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
イ
ン
ド

に
お
け
る
炯
眼
な
目
撃
者
に
な
っ
た
事
が
な
い
ま
ま
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
…
イ
ン
ド

史
の
資
料
を
消
化
し
よ
う
と
企
て
る
人
は
、
自
分
の
前
に
証
拠
を
提
示
す
る
目

撃
者
た
ち
と
の
関
係
に
お
い
て
裁
判
官
と
非
常
に
似
た
状
況
に
お
か
れ
る
。
…

証
言
の
量
が
豊
富
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
の
様
な
ケ
ー
ス
で
は
…
裁
判
官
は
自
分
の
調
査
に

よ
っ
て
、
自
分
が
情
報
を
引
き
出
し
た
個
人
達
の
ど
の
一
人
が
所
有
し
て
い
る

よ
り
も
完
全
で
正
確
な
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
知
見
を
獲
得
し
た
と
理
解
で
き
な

い
だ
ろ
う
か）
14
（

」【
xvi
〜
xvii
】
と
彼
は
問
う
。
彼
に
よ
れ
ば
自
分
自
身
に
現
地
体

験
が
な
く
て
も
、
現
地
体
験
の
あ
る
人
々
か
ら
得
た
情
報
を
総
合
す
れ
ば
当
の

情
報
提
供
者
た
ち
よ
り
も
深
く
事
柄
の
本
質
に
迫
る
事
が
で
き
る
し
、
他
方
、

感
覚
や
諸
言
語
の
習
得
に
よ
る
事
実
の
収
集
だ
け
に
専
念
す
る
人
生
は
、
真
の

知
識
や
精
神
の
力
の
獲
得
及
び
歴
史
家
の
最
も
高
い
役
割
を
果
た
す
事
と
両
立

し
な
い
。
歴
史
家
の
義
務
と
は
全
て
の
対
象
物
に
つ
い
て
原
因
・
結
果
・
自
然

の
傾
向
の
明
確
な
識
別
を
行
う
事
に
あ
り
、
従
っ
て
歴
史
家
に
本
当
に
必
要
な

の
は
人
間
の
本
性
の
法
則
、
人
間
社
会
の
原
理
、
統
治
の
仕
組
み
の
実
際
の
作

用
に
つ
い
て
の
深
い
理
解
で
あ
る
。
自
分
と
し
て
は
そ
の
様
な
資
質
を
得
る
為

に
努
力
し
て
き
た
の
で
、
こ
の
仕
事
を
不
完
全
で
も
行
っ
た
方
が
よ
い
と
考
え

た
、
と
い
う
の
が
彼
の
説
明
で
あ
っ
た
【
xix
〜
xx
】。

　

こ
の
様
に
前
書
き
に
は
、
先
ほ
ど
私
が
彼
の
方
法
論
と
し
て
挙
げ
た
俯
瞰
・

分
類
・
比
較
、
及
び
理
性
に
基
づ
き
科
学
的
に
社
会
を
分
析
で
き
る
と
い
う
事
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へ
の
信
念
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
が
、
正

し
い
判
断
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
証
言
者
の
多
数
性
（
証
言
の
量
）
を
彼
が

強
調
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
ミ
ル
が
世
論
の
無
謬
性
を
「
完
璧
に
主
張

し
た
」
論
者
で
あ
っ
た
事
と
も
関
係
す
る
。
す
な
わ
ち
彼
が
主
張
し
た
の
は
、

全
て
の
人
が
理
性
を
持
ち
個
々
に
等
し
く
均
質
的
な
存
在
で
あ
る
事
を
前
提
と

す
れ
ば
、
一
人
一
人
の
意
見
は
間
違
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
集
め
る
意
見
の
数

が
多
け
れ
ば
多
い
程
全
体
と
し
て
社
会
は
正
し
い
判
断
に
導
か
れ
る
と
い
う
事

で
あ
っ
た）
15
（

。
多
数
者
へ
の
彼
の
そ
の
様
な
深
い
信
頼
が
、
ベ
ン
サ
ム
の
場
合
と

同
様
彼
の
民
主
主
義
観
の
根
幹
を
つ
く
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
様
な
理
性
主

義
的
か
つ
、
数
量
偏
重
の
見
方
が
彼
の
ア
ジ
ア
分
析
に
も
正
に
適
用
さ
れ
て
い

る
事
に
注
目
し
た
い
。
意
見
の
多
数
性
を
偏
重
す
る
方
法
を
と
る
と
、
多
く
の

証
言
者
（
実
質
的
に
は
殆
ど
が
西
欧
人
）
が
一
致
し
て
「
野
蛮
」
と
い
う
意
見

で
あ
れ
ば
、
そ
の
文
化
は
「
野
蛮
」
と
判
断
さ
れ
る
事
に
な
る
。
ミ
ル
の
こ
の

様
な
方
法
論
は
、
多
く
の
証
言
者
が
一
致
し
て
「
偏
見
」
を
持
っ
て
い
た
ら
ど

う
な
る
か
と
い
う
証
言
の
「
質
」
の
部
分
を
等
閑
視
し
て
お
り
、
世
論
の
無
謬

性
と
い
う
考
え
方
に
つ
き
ま
と
う
「
も
し
世
論
、
つ
ま
り
多
数
者
が
間
違
っ
た

考
え
を
持
っ
て
い
た
ら
ど
う
な
る
か
」
と
い
う
民
主
主
義
の
根
源
的
問
題
に
も

通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
論
は
、
歴
史
的
に
は
、
十
七
世
紀
の
西
欧
に

出
現
し
た
数
量
的
世
界
観
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
（
註
３

の
拙
稿
参
照
）。

（
三
） 『
英
領
イ
ン
ド
史
』
が
書
か
れ
た
時
代
状
況 

│
│
東
イ
ン
ド
会
社
の
イ
ン
ド
へ
の
浸
透
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
│
│

　
Ｊ
・
ミ
ル
が
参
考
文
献
と
し
て
使
用
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
に
よ
る
イ
ン
ド

関
連
文
献
の
主
要
な
も
の
は
、
十
八
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ス
ト
た
ち
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た）

16
（

。
以
下
で
は
そ
れ
ら
の
関
連
文
献
の
性

格
や
そ
れ
ら
が
書
か
れ
た
事
情
も
含
め
て
、『
英
領
イ
ン
ド
史
』
が
書
か
れ
た

時
代
状
況
を
見
て
お
く
事
と
す
る
。

　

ま
ず
十
八
世
紀
後
半
は
ム
ガ
ル
帝
国
が
衰
退
し
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社

が
ベ
ン
ガ
ル
へ
の
支
配
を
強
化
し
た
時
期
で
あ
る
。
初
代
ベ
ン
ガ
ル
総
督
と

な
っ
た
ヘ
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ）
17
（

は
、
イ
ン
ド
に
英
国
の
法
や
制
度
を
導
入
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
英
国
議
会
委
員
会
の
報
告
に
対
し
て
イ
ン
ド
の
古
代
法
典
こ
そ

が
準
拠
す
べ
き
法
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
ベ
ン
ガ
ル
で
最
も
尊
敬
さ
れ
て
い

た
十
一
人
の
バ
ラ
モ
ン
を
集
め
、
一
七
七
三
〜
七
五
年
に
か
け
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

法
典
の
編
纂
を
行
っ
た
。
こ
の
法
典
は
一
七
七
六
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
『
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
法
典
』（A

 Code of G
entoo Law

s

）
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
法
と
し
て
は
最
初
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
紹
介
さ
れ
る
書
と
な
っ
た
。
し
か

し
こ
の
書
は
、
集
め
ら
れ
た
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
ベ
ン
ガ
ル
語
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ス

タ
ー
ニ
ー
語
で
の
説
明
を
も
と
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
ペ
ル
シ
ア
語
に
訳

さ
れ
た
も
の
を
ナ
タ
ニ
エ
ル
・
ハ
ル
ヘ
ッ
ド
が
英
訳
し
た
も
の
で
、
こ
の
様
な

翻
訳
の
経
緯
と
、
参
考
に
し
た
法
典
自
体
に
矛
盾
す
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た

為
に
、
非
常
に
分
か
り
に
く
い
翻
訳
書
と
な
っ
た
。
更
に
こ
の
書
は
、
古
代
の

法
を
イ
ン
ド
社
会
で
長
期
に
わ
た
っ
て
生
じ
た
変
化
や
発
展
を
無
視
し
て
現
代

の
法
規
範
と
し
て
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
試
み
の
産
物
で
あ
っ
た
た
め
、
現
実

の
裁
判
で
使
用
す
る
に
は
問
題
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る）
18
（

。

　

こ
の
様
な
状
況
を
目
に
し
て
、
信
頼
で
き
る
新
た
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
典
の
編

纂
を
試
み
た
の
が
東
洋
学
の
父
と
呼
ば
れ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（
一
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七
四
六
〜
一
七
九
四
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
ギ
リ
シ

ア
語
・
ラ
テ
ン
語
・
ヘ
ブ
ラ
イ
語
・
ア
ラ
ビ
ア
語
・
ペ
ル
シ
ア
語
を
学
ん
だ
が

生
活
の
為
に
弁
護
士
と
な
り
、
一
七
八
三
年
に
最
高
裁
判
事
と
し
て
カ
ル
カ
ッ

タ
へ
渡
っ
た
人
物
で
あ
る
。
一
七
八
四
年
に
彼
は
ベ
ン
ガ
ル
・
ア
ジ
ア
協
会
を

設
立
し
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
学
び
始
め
、『
マ
ヌ
法
典
』
を
英
訳
し
た
。

ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
ハ
ル
ヘ
ッ
ド
訳
に
疑
問
を
持
っ
て
始
め
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
典
の

編
纂
を
生
前
に
完
成
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
仕
事
は
コ
ー
ル
ブ
ル
ッ
ク

に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
完
成
さ
れ
た
。
こ
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
訳
し
た
『
マ
ヌ
法

典
』
と
、
ハ
ル
ヘ
ッ
ド
訳
『
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
典
』
が
Ｊ
・
ミ
ル
の
使
用
し
た
主

要
参
考
文
献
な
の
で
あ
る）

19
（

。
し
か
し
前
述
の
様
に
後
者
に
は
様
々
な
問
題
が
あ

り
、
ミ
ル
が
参
考
文
献
と
し
た
の
が
よ
か
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ハ
ル
ヘ
ッ

ド
訳
に
は
『
マ
ヌ
法
典
』
に
な
い
極
端
な
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
後
述
す

る
様
に
ミ
ル
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
の
残
虐
さ
を
例
証
す
る
に
あ
た
っ
て
、『
マ

ヌ
法
典
』
に
は
な
い
規
定
を
ハ
ル
ヘ
ッ
ド
訳
か
ら
探
し
出
し
て
引
用
し
て
い
る

様
に
見
え
る
箇
所
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

又
ミ
ル
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
訳
『
マ
ヌ
法
典
』
に
重
く
依
拠
し
て
い
た
一
方
で
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
古
代
文
明
へ
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
手
放
し
の
賞
賛
に
は
批
判
的
で

あ
っ
た
が
（
三
（
二
）
で
後
述
）、
ミ
ル
の
批
判
に
は
一
理
あ
っ
た
事
も
記
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
古
代
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
を
絶
対
視
し
そ

の
後
の
変
化
を
不
純
物
と
見
な
し
て
い
た
た
め）
20
（

、
古
代
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
文
明
の
高

度
さ
は
彼
の
そ
の
持
論
を
支
え
る
自
明
の
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
で

ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
説
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ジ
ョ
ー

ン
ズ
は
「
オ
リ
エ
ン
ト
を
真
向
か
ら
敵
で
あ
る
と
き
め
つ
け
」
る
前
時
代
の
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
と
違
っ
て
「
オ
リ
エ
ン
ト
の
文
献
資
料
を
直
接
取
り
扱
お
う

と
」
試
み
、
か
つ
オ
リ
エ
ン
ト
に
前
時
代
の
人
々
よ
り
共
感
的
で
あ
ろ
う
と
し

た
十
八
世
紀
の
新
し
い
タ
イ
プ
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
（
彼
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
は
る
か
に
科
学
的
に
オ
リ
エ
ン
ト
を
認
識
す
る
に
至
り
「
学
問
的
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
」
が
出
現
す
る
）
で
あ
り
、
十
九
世
紀
に
い
よ
い
よ
盛
ん
に
な
る
比

較
研
究
（
言
語
学
・
宗
教
学
・
歴
史
学
な
ど
）
や
、「
科
学
的
」
知
識
と
し
て

の
イ
ン
ド
史
や
、
イ
ン
ド
の
宗
教
に
関
す
る
学
問
や
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
言
語

学
の
紛
れ
も
な
い
先
駆
者
で
あ
っ
た）

21
（

。
従
っ
て
ミ
ル
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
説
を
批

判
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
文
献
学
的
研
究
か
ら
知

識
と
方
法
論
（
及
び
方
法
論
の
背
後
に
あ
る
精
神
）
の
面
で
影
響
を
受
け
て
お

り
、
彼
と
連
続
性
が
あ
っ
た
事
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

二
、�『
英
領
イ
ン
ド
史
』
の
概
要
と
射
程
、
及
び
同
書
か
ら�

引
き
出
さ
れ
る
論
点

（
一
）『
英
領
イ
ン
ド
史
』
の
概
要
と
射
程

　

本
稿
で
は
『
英
領
イ
ン
ド
史
』
の
う
ち
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
ム
ス
リ
ム
を
扱
っ
た

第
一
巻
に
焦
点
を
当
て
る
が
、
こ
の
部
分
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
た
め
、

同
書
の
全
体
像
を
簡
単
に
見
て
お
く
。

　

第
一
巻
に
含
ま
れ
るBook I

（
一
五
二
七
〜
一
七
〇
七
）
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
イ
ン
ド
と
の
交
渉
の
始
ま
り
と
進
展
を
扱
う
。
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の

変
容
や
、
会
社
の
現
地
及
び
本
国
と
の
関
わ
り
が
主
要
な
内
容
に
含
ま
れ
る
。
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ミ
ル
は
現
地
の
人
々
の
性
格
と
状
況
に
つ
い
て
充
分
説
明
す
る
事
が
後
の
展
開

の
理
解
に
必
要
だ
と
し
、Book II

で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
、Book III

で
ム
ス

リ
ム
社
会
の
歴
史
を
詳
述
す
る
。
イ
ン
ド
で
は
主
に
「
二
つ
の
人
種
」
が
い
る

と
ミ
ル
は
説
明
し
、
一
つ
は
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
人
種
」
で
「
原
住
民
」
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
「
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
の
人
種
」
で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
比
べ
る
と
数
の
上

で
は
取
る
に
足
ら
な
い
と
し
て
い
る
【
90
】。
ミ
ル
は
ム
ス
リ
ム
を
当
時
使
わ

れ
て
い
たM

ahom
edans

（
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
）
と
呼
ん
で
い
る
が
、
本
稿

で
は
引
用
を
除
き
ム
ス
リ
ム
と
表
記
す
る
。

　

本
稿
の
範
囲
外
と
な
る
そ
の
後
の
同
書
の
展
開
と
し
て
は
、
東
イ
ン
ド
会
社

が
イ
ン
ド
で
の
利
潤
を
独
占
す
る
様
に
な
っ
た
事
を
英
国
世
論
が
批
判
し

【
II
│

222
〜
223
、
235
】
次
第
に
議
会
が
東
イ
ン
ド
会
社
へ
の
統
制
を
強
め
て
い
く

過
程
【
II
│

257
、
287
、
292
】
や
、
英
仏
が
そ
れ
ぞ
れ
現
地
指
導
者
と
合
従
連
衡

し
て
抗
争
し
、
優
勢
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
が
内
陸
に
浸
透
し
て

い
く
過
程
【
II
│

194
〜
195
】、
特
に
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
英
国
の
覇
権
確
立
や
マ

ラ
ー
タ
ー
勢
力
の
動
向
な
ど
が
豊
富
な
資
料
に
基
づ
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
又

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
収
賄
や
イ
ン
ド
貧
民
へ
の
搾
取
【
II
│

216
〜
217
、

221
】、
ロ
ヒ
ラ
戦
争
の
時
の
様
な
現
地
住
民
へ
の
残
虐
行
為
が
英
国
内
で
問
題

化
し
、
東
イ
ン
ド
会
社
へ
の
規
制
に
発
展
し
た
経
緯
も
詳
述
さ
れ
、
第
二
次
マ

ラ
ー
タ
ー
戦
争
の
終
結
す
る
一
八
〇
五
年
で
分
析
は
終
わ
る
。
こ
の
様
に
同
書

は
全
体
と
し
て
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ム
ス
リ
ム
両
社
会
の
分
析
を
超
え
る
射
程

を
持
つ
文
献
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
本
稿
で
は
論
じ
な
い
が
本
稿

の
考
察
に
関
わ
っ
て
く
る
そ
の
射
程
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
部
分
を
、
主
に
第
二

巻
か
ら
幾
つ
か
抽
出
し
て
み
た
い
。
例
え
ば
以
下
の
点
で
あ
る
。

（
ア 

）
イ
ン
ド
は
昔
か
ら
貧
困
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
ド
に
は
莫

大
な
富
が
あ
る
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
人
の
思
い
込
み
が
つ
く
ら
れ
た
が
、
そ

の
原
因
は
ク
ラ
イ
ヴ
に
あ
る
【
II
│

260
】。

（
イ 

）
ハ
イ
ダ
ル
・
ア
リ
ー）
22
（

が
擡
頭
し
た
マ
イ
ソ
ー
ル
王
国
は
、
純
粋
な
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
地
域
の
政
治
が
野
蛮
で
あ
る
事
を
示
す
一
例
で
あ
る
【
II
│

271
〜

272
】。

（
ウ 

）
イ
ギ
リ
ス
人
が
英
国
法
を
絶
対
視
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
ベ
ン
ガ
ル
に

適
用
し
た
事
が
ベ
ン
ガ
ル
の
混
乱
を
招
い
た
【
II
│

298
〜
300
】。

（
エ 

）
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
は
イ
ン
ド
を
、
現
地
住
民
に
は
何
を
し
て
も

よ
い
無
法
地
帯
に
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
（
カ
ル
カ
ッ
タ
の
監
獄
）

【
II
│

100
〜
101
】
や
、
ロ
ヒ
ラ
戦
争
（
一
七
七
四
年
）
時
の
住
民
の
虐
殺
が

そ
の
例
で
あ
る
【
II
│

341
〜
342
、
350
〜
351
】。

　

こ
れ
ら
の
点
の
う
ち
（
ア
）
と
（
イ
）
は
次
節
に
関
わ
る
参
考
情
報
で
あ
る

が
、（
ウ
）
と
（
エ
）
は
直
接
関
わ
ら
な
い
た
め
後
述
す
る
機
会
が
な
い
の
で
、

一
言
し
て
お
き
た
い
。（
ウ
）
は
ミ
ル
が
理
性
の
判
断
を
普
遍
的
に
適
用
す
る

と
い
う
考
え
方
を
信
奉
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
の
政
策
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

異

文
化
地
域
に
自
国
の
法
を
現
地
の
事
情
へ
の
考
慮
も
な
く
そ
の
ま
ま
適
用
す
る

事
を
批
判
し
て
い
る
箇
所
と
見
な
す
事
が
で
き
、
冒
頭
で
述
べ
た
「
ウ
ィ
ル
ソ

ン
型
外
交
」
と
は
異
な
る
視
点
を
ミ
ル
が
持
っ
て
い
た
事
を
窺
わ
せ
る
。「
英

国
」
を
米
国
に
、「
ベ
ン
ガ
ル
」
を
イ
ラ
ク
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
読
み
替
え

る
と
、
以
下
に
引
用
す
る
ミ
ル
の
批
判
は
、
十
八
〜
二
十
一
世
紀
に
わ
た
る
英

米
の
政
治
的
な
思
考
や
手
法
の
連
続
性
を
荒
削
り
な
が
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。



ジェイムズ・ミルとアジア──『英領インド史』におけるヒンドゥー・ムスリム両社会の分析から──

127

…
非
常
に
多
く
の
英
国
人
は
英
国
法
を
、
人
間
の
本
性
自
体
の
切
迫
し
た

事
情
に
適
合
し
た
理
性
の
純
粋
な
抽
出
物
と
考
え
て
お
り
、
次
の
事
に
無

知
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
な
り
の
部
分
に
つ
い
て
英
国
法
が
恣
意
的
・

技
術
的
で
、
そ
れ
が
叶
え
る
事
が
意
図
さ
れ
て
い
る
一
般
的
な
目
的
に
う

ま
く
適
合
し
て
お
ら
ず
、
他
の
文
明
国
で
見
出
さ
れ
る
い
か
な
る
法
体
系

よ
り
も
特
異
な
点
が
多
く
、
他
の
諸
国
民
の
状
態
へ
の
適
応
能
力
に
も
乏

し
い
と
い
う
事
を
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
シ
ス
テ
ム
全
体
を
、
英
国
議

会
や
英
国
内
閣
は
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
ベ
ン
ガ
ル
に
移
植
し
た
の
だ
。
そ

し
て
自
分
達
は
イ
ン
ド
に
お
け
る
司
法
行
政
を
充
分
準
備
し
た
と
思
い
込

ん
だ
の
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
英
国
法
は
│
│
そ
れ
は
全
般
に
、
裁
判
官

の
思
慮
分
別
を
導
い
た
り
気
ま
ま
な
言
動
を
回
避
し
た
り
す
る
為
の
定
義

も
文
言
も
持
た
な
い
の
だ
が
│
│
思
想
・
行
動
様
式
・
既
存
の
権
利
の
多

様
性
に
よ
っ
て
全
く
異
な
る
場
合
の
規
則
も
ア
ナ
ロ
ジ
ー
も
提
示
し
な

か
っ
た
。
そ
し
て
管
轄
権
を
広
げ
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
法
廷
の
恣
意

的
な
形
式
へ
の
衒
学
的
で
機
械
的
な
こ
だ
わ
り
を
満
足
さ
せ
る
目
的
で
、

原
住
民
の
権
利
を
英
国
法
に
適
合
さ
せ
る
様
に
曲
げ
る
べ
く
な
さ
れ
た
そ

の
暴
力
的
な
努
力
は
、
以
前
の
法
と
司
法
の
力
の
不
完
全
さ
か
ら
そ
の
全

期
間
に
わ
た
っ
て
恐
ら
く
経
験
さ
れ
た
よ
り
も
多
く
の
不
正
義
と
抑
圧
を

生
み
出
し
、
よ
り
多
く
の
危
機
感
を
煽
っ
た
の
だ
っ
た
【
II
│

299
〜
300
】。

（
エ
）も
、
細
か
い
状
況
は
異
な
る
が
、
二
十
一
世
紀
初
頭
の
イ
ラ
ク
戦
争
や
グ

ア
ン
タ
ナ
モ
の
「
十
八
世
紀
英
国
版
」
と
も
言
う
べ
き
実
態
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

イ
ギ
リ
ス
本
国
で
民
主
主
義
や
人
権
の
思
想
が
深
化
す
る
中
で
、
植
民
地
で
は

そ
の
価
値
観
が
適
用
さ
れ
な
い
、
或
い
は
適
用
さ
せ
る
様
な
強
制
力
が
存
在
し

な
い
（
従
っ
て
適
用
し
な
く
て
も
事
実
上
許
さ
れ
る
）
空
間
が
広
が
っ
て
い
た
。

ミ
ル
は
そ
の
実
態
を
資
料
に
基
づ
い
て
客
観
的
に
伝
え
る
と
共
に
、
普
遍
的
理

性
と
政
治
的
良
識
と
い
う
両
方
の
観
点
か
ら
、
英
国
人
の
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
と
も
言
う
べ
き
態
度
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）『
英
領
イ
ン
ド
史
』
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
論
点

　

同
書
の
全
体
像
が
見
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ム
ス
リ
ム
両
社

会
に
つ
い
て
の
ミ
ル
の
叙
述
の
特
徴
を
、
本
稿
の
論
点
（
注
目
し
た
い
点
）
と

絡
め
て
予
示
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ム
ス
リ
ム
両
社
会
を
分
析
す
る
際
に
ミ
ル
が
古
今

東
西
の
例
と
の
包
括
的
な
「
比
較
」
を
行
っ
た
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
、
見

か
け
は
多
様
で
も
「
人
間
の
性
質
は
…
社
会
の
異
な
る
段
階
を
特
徴
づ
け
る
主

要
な
詳
細
に
つ
い
て
は
驚
く
ほ
ど
統
一
性
を
持
っ
て
い
る
」【
167
】
と
い
う
普

遍
性
に
注
目
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
宗
教
の
普
遍
的
な
発
展
過
程
」
に

も
言
及
し
、
そ
れ
を
基
準
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が
ど
の
位
の
発
展
段
階
に
あ
る
か

を
評
価
し
て
い
る
【
199
〜
200
】。
つ
ま
り
彼
の
俯
瞰
・
比
較
と
い
う
作
業
は
、

人
間
社
会
の
普
遍
的
発
展
過
程
と
い
う
統
一
的
な
物
差
し
で
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
。

　

第
二
に
、
彼
が
イ
ン
ド
社
会
を
、
自
明
の
事
で
あ
る
か
の
様
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

社
会
と
ム
ス
リ
ム
社
会
に
「
分
類
」
し
、
他
の
宗
教
・
言
語
集
団
に
は
殆
ど
言

及
し
て
い
な
い
事
、
ま
た
両
者
を
比
較
し
て
ム
ス
リ
ム
社
会
の
方
に
高
い
評
価

を
与
え
、
多
数
派
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
は
文
明
的
に
遅
れ
古
代
以
来
停
滞
し
た
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野
蛮
な
社
会
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
事
で
あ
る
（rude, barbarian

の
語
が

頻
出
す
る
）。
彼
は
古
代
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
の
規
定
を
も
と
に
「
現
在
」
の
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
社
会
を
批
判
し
て
お
り
、
中
世
な
ど
「
間
の
時
代
」
に
お
け
る
社
会
や

法
の
発
展
や
変
容
を
考
慮
せ
ず
に
静
態
的
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
へ
の
ミ
ル
の
評
価
の
低
さ
と
も
関
連
す
る
が
、

彼
が
カ
ー
ス
ト
制
と
社
会
（
特
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
）
の
「
専
制
」
的
構
造
を
西
欧

的
な
平
等
概
念
や
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
繰
り
返
し
批
判
し
て
い
る
事
、
ま
た

特
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
社
会
・
文
化
・
宗
教
を
無
秩
序
で
非
効
率
的
、
非
論
理
的

で
レ
ベ
ル
が
低
く
、
様
々
な
矛
盾
を
含
む
も
の
と
し
て
、
多
様
な
根
拠
を
挙
げ

つ
つ
批
判
し
て
い
る
事
で
あ
る
。utility

の
語
の
多
用
は
、
彼
が
社
会
を
有
用

性
・
効
率
性
の
観
点
か
ら
「
測
定
」
し
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。

　

第
四
に
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
の
西
欧
知
識
人
の
世
界
認
識

の
広
さ
（
一
種
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
が
成
立
し
て
お
り
、
ミ
ル
以
外
の
同
時
代

人
も
古
今
東
西
の
文
明
や
人
々
を
比
較
し
て
い
る
）
と
、
東
方
認
識
を
持
つ

人
々
の
裾
野
の
広
が
り
（
東
洋
学
者
の
み
な
ら
ず
数
学
者
や
経
済
学
者
も
こ

ぞ
っ
て
東
方
へ
の
見
方
を
論
じ
て
い
る
）、
更
に
東
方
文
化
の
熱
烈
な
賞
賛
者

と
Ｊ
・
ミ
ル
の
様
な
懐
疑
派
の
併
存
と
論
争
、
と
い
っ
た
同
時
代
的
状
況
が
彼

の
叙
述
か
ら
浮
か
び
上
が
る
事
で
あ
る
。
俯
瞰
が
押
し
進
め
ら
れ
て
世
界
空
間

を
「
俯
瞰
」
し
や
す
く
な
っ
た
結
果
、
そ
の
空
間
を
「
文
明
」
と
「
野
蛮
」
に

改
め
て
分
類
す
る

0

0

0

0

0

0

0

発
想
が
登
場
し
、「
古
代
文
明
」
と
は
実
は
そ
う
し
た
世
界

空
間
を
再
定
義
す
る

0

0

0

0

0

作
業
の
過
程
で
創
り
出
さ
れ
た
、
す
ぐ
れ
て
近
代
的
な
概

念
で
あ
る
様
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
ミ
ル
は
ア
ジ
ア
の
「
古
代
文
明
」
な
る

も
の
は
よ
く
調
べ
て
み
る
と
裏
付
け
が
な
い
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
明
快
に
否

定
し
た
。
ミ
ル
の
こ
の
議
論
を
読
む
と
、
今
日
の
我
々
に
お
い
て
も
、
幾
つ
か

の
高
度
な
「
古
代
文
明
」
が
他
と
区
別
さ
れ
る
形
で
世
界
に
実
在
し
た
と
考
え

る
の
が
学
問
的
に
適
切
な
の
か
ど
う
か
、「
古
代
文
明
」
の
一
部
は
近
代
西
欧

に
登
場
し
た
上
述
の
様
な
発
想
・
想
像
力
の
発
明
で
あ
る
と
い
う
側
面
も
否
定

で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
根
本
的
疑
問
が
生
じ
、「
古
代
文
明
圏
」
措

定
の
客
観
的
根
拠
に
つ
い
て
再
考
を
迫
ら
れ
る
。
彼
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
論
と
ム
ス

リ
ム
論
は
、
実
は
そ
う
し
た
今
日
的
な
問
題
提
起
に
つ
な
が
る
要
素
を
も
含
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ム
ス
リ
ム
両
社
会
の
分
析

　

前
節
の
論
点
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、『
英
領
イ
ン
ド
史
』
に
お
け
る
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
・
ム
ス
リ
ム
両
社
会
の
分
析
部
分
を
考
察
を
挟
み
つ
つ
見
て
い
く
が
、

巨
視
的
な
考
察
は
最
後
の
「
考
察
・
結
び
」
に
譲
る
。

（
一
）
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
│
│
各
論
│
│

〈
伝
説
・
歴
史
〉
ミ
ル
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
伝
説
は
、
不
自
然
な
出
来
事
が
途
方

も
な
い
年
月
の
流
れ
の
中
で
並
べ
ら
れ
、
時
系
列
的
に
結
び
付
け
ら
れ
て
お
ら

ず
自
然
や
理
性
の
限
界
を
超
え
て
お
り
、
信
じ
が
た
い
作
り
話
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
又
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
侵
攻
時
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
は
行
動
様
式
・
社

会
・
知
識
に
お
い
て
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
発
見
さ
れ
た
時
の
そ
れ
と
同
じ
で

あ
っ
た
事
が
ギ
リ
シ
ア
人
の
著
作
か
ら
分
か
る
と
も
述
べ
る
【
98
〜
101
】。
す

な
わ
ち
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
は
理
性
で
は
理
解
で
き
な
い
伝
説
を
持
ち
、
古
代
か
ら
近
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代
ま
で
進
歩
が
な
い
人
々
な
の
で
あ
っ
た
。
途
方
も
な
い
時
間
概
念
と
い
う
点

で
は
聖
書
の
「
創
世
記
」
も
同
じ
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
事
に
は
言
及
し
て
い

な
い
。

〈
カ
ー
ス
ト
〉
彼
は
西
欧
的
な
平
等
の
観
点
か
ら
カ
ー
ス
ト
制
を
批
判
し
た
。

彼
が
古
代
の
諸
民
族
に
も
同
様
の
身
分
制
が
あ
っ
た
事
を
詳
し
く
述
べ
、
俯

瞰
・
比
較
の
視
点
を
強
く
示
し
て
い
る
事
も
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
ア
ン
グ
ロ

サ
ク
ソ
ン
の
古
代
国
家
や
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
も
四
階
級
に
分
か
れ
て
お
り
【
108

〜
109
】、
同
様
の
制
度
は
古
代
ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
に
も
見
ら
れ
、
古
い
時
代
か

ら
ア
ジ
ア
の
ほ
ぼ
全
域
で
支
配
的
で
あ
っ
た
と
注
記
す
る
【
120
〜
121
】。

　

カ
ー
ス
ト
に
関
す
る
彼
の
説
明
や
見
解
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
訳
『
マ
ヌ
法
典
』
と

ハ
ル
ヘ
ッ
ド
訳
『
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
典
』
を
も
と
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
バ
ラ
モ

ン
は
罪
を
犯
し
て
も
生
命
や
財
産
を
脅
か
さ
れ
な
い
が
、
シ
ュ
ー
ド
ラ
に
対
し

て
は
『
マ
ヌ
法
典
』
に
差
別
的
な
扱
い
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ミ
ル
の

関
心
を
最
も
引
い
た
部
分
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ー
ド
ラ
と
「
上
位
カ
ー
ス
ト
の
女

性
と
の
姦
通
は
鉄
の
寝
台
の
上
で
焼
き
殺
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
償
わ
れ
る
。
み

じ
め
な
シ
ュ
ー
ド
ラ
へ
の
貶
め
は
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
事
に
と
ど
ま
ら
ず
、
聖

な
る
教
育
や
、
優
越
し
た
権
力
か
ら
恩
恵
を
受
け
る
機
会
に
ま
で
及
ぶ
。
バ
ラ

モ
ン
は
シ
ュ
ー
ド
ラ
の
い
る
所
で
は
ヴ
ェ
ー
ダ
を
決
し
て
読
ん
で
は
な
ら
な
い

事
に
な
っ
て
い
る
」。
四
カ
ー
ス
ト
は
基
本
的
に
は
固
定
さ
れ
て
い
る
が
、
生

活
の
必
要
性
が
生
じ
た
時
に
は
変
更
可
能
だ
と
も
ミ
ル
は
記
す
。
但
し
バ
ラ
モ

ン
は
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
や
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
に
は
な
れ
る
が
シ
ュ
ー
ド
ラ
ま
で
下
が
っ

て
は
な
ら
な
い
。
上
の
カ
ー
ス
ト
に
は
な
れ
な
い
た
め
、
シ
ュ
ー
ド
ラ
は
最
底

辺
の
ま
ま
で
あ
る
【
114
〜
118
】。
こ
の
様
な
階
層
性
に
つ
い
て
は
他
の
部
分
で

も
説
明
さ
れ
て
い
る
。

〈
政
治
〉
統
治
形
態
に
つ
い
て
も
ミ
ル
は
自
国
の
民
主
主
義
の
制
度
を
基
準
に

比
較
・
分
析
し
よ
う
と
し
た
。
ま
ず
統
治
の
頂
点
に
は
王
が
立
ち
、
諸
侯
は
王

に
直
属
す
る
。
王
は
法
に
よ
り
七
〜
八
人
の
大
臣
か
ら
成
る
評
議
会
を
選
ぶ
事

に
な
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
先
祖
が
王
の
家
来
で
あ
っ
た
高
貴
な
家
系
の
出
身

者
で
、
聖
典
に
通
暁
し
勇
敢
で
武
器
の
扱
い
に
優
れ
た
人
々
で
あ
る
。
王
は
そ

の
メ
ン
バ
ー
に
恒
常
的
に
相
談
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
方
法
は

一
人
一
人
に
個
別
に
相
談
し
最
終
的
に
王
自
身
が
決
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

宰
相
は
バ
ラ
モ
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
王
は
彼
に
相
談
す
る
。
王
の
大
権
・
義

務
は
国
の
防
衛
と
司
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
ミ
ル
は
、
社
会
は
最
初
の
段
階
で
は

指
導
者
が
裁
判
官
で
も
あ
る
が
、
社
会
が
進
歩
す
る
に
つ
れ
法
の
執
行
は
別
の

部
局
に
委
ね
ら
れ
る
様
に
な
る
、
し
か
し
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
は
こ
の
文
明
の
段
階
に

達
し
て
お
ら
ず
、
王
に
よ
る
正
義
の
執
行
は
聖
典
の
中
で
主
要
原
則
と
な
っ
て

お
り
、
時
代
を
経
て
も
こ
の
原
始
的
な
慣
行
に
は
変
化
が
導
入
さ
れ
な
か
っ
た

と
説
明
し
て
い
る
【
125
、
127
】。

　

統
治
構
造
に
関
す
る
ミ
ル
の
分
析
の
基
準
と
な
っ
た
の
は
、
近
代
民
主
主
義

国
家
の
三
権
分
立
で
あ
っ
た
。「
統
治
権
力
は
立
法
・
司
法
・
執
行
の
三
大
部

門
か
ら
構
成
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
幾
つ
か
の
権
力
が
ど
の
手
の
中
に
付
託
さ

れ
て
い
る
か
、
ど
の
様
な
状
況
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
行
使
が
制
御
さ
れ
修
正
さ

れ
て
い
る
か
を
問
う
事
が
必
須
で
あ
る
」。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
は
神
か
ら
の
完
璧

な
指
示
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
立
法
の
為
に
残
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
裁
量

の
余
地
は
聖
典
の
「
解
釈
」
で
あ
る
。
し
か
し
バ
ラ
モ
ン
は
解
釈
の
大
権
を

握
っ
て
い
る
た
め
、
立
法
権
は
事
実
上
専
ら
聖
職
者
に
属
し
て
い
る
。
他
方
、
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王
は
前
述
の
様
に
形
と
し
て
は
最
高
の
裁
判
官
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常

に
バ
ラ
モ
ン
を
正
義
の
執
行
に
お
け
る
助
言
者
と
し
て
雇
わ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
、
い
わ
ば
バ
ラ
モ
ン
の
決
定
を
実
行
に
移
す
執
行
官
で
あ
る
。
従
っ
て
バ
ラ

モ
ン
は
立
法
・
司
法
権
を
持
つ
上
に
事
実
上
執
行
権
も
握
っ
て
お
り
、
王
は
バ

ラ
モ
ン
の
道
具
以
上
の
者
で
は
な
い
と
い
う
事
に
な
る
。
し
か
し
王
は
武
力
と

歳
入
を
有
し
て
お
り
、
好
意
と
贈
り
物
の
分
配
が
で
き
る
立
場
な
の
で
、
競
合

す
る
人
々
の
妬
み
や
競
合
の
存
在
が
バ
ラ
モ
ン
に
対
す
る
王
の
大
き
な
影
響
力

に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
【
130
〜
132
】。
い
ず
れ
に
せ
よ
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
社
会
で
は
「
三
権
分
立
」
が
実
現
し
て
い
な
い
故
に
専
制
に
つ
な
が
っ

て
い
る
、
と
ミ
ル
は
示
唆
す
る
の
で
あ
っ
た
。

〈
法
〉
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
に
つ
い
て
ミ
ル
は
、
分
類
の
粗
雑
さ
、
残
虐
さ
と
報
復

規
定
、
証
言
の
扱
い
方
の
不
適
切
さ
、
文
言
と
適
用
に
お
け
る
不
正
確
さ
（
恣

意
性
）
を
理
由
に
「
半
野
蛮
」
と
見
な
し
た
。

　

ま
ず
分
類
の
粗
雑
さ
で
あ
る
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
に
お
い
て
は
民
法
・
刑
法

が
混
合
し
て
お
り
、
こ
れ
よ
り
「
粗
雑
で
欠
陥
の
あ
る
法
の
分
類
の
試
み
を
思

い
つ
く
の
は
容
易
で
は
な
い
」
と
ミ
ル
は
言
う
。
法
の
も
う
一
つ
の
分
類
は
人

と
物
の
区
別
で
、
ロ
ー
マ
法
で
も
英
国
法
で
も
基
本
原
理
で
あ
る
。
こ
の
区
別

は
英
国
法
で
は
過
度
に
粗
雑
だ
が
、
そ
れ
で
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
よ
り
は
は
る
か

に
ま
し
だ
と
彼
は
述
べ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
に
お
け
る
規
程
の
並
べ
方
に
も
論

理
性
が
な
い
と
彼
は
指
摘
す
る
【
134
〜
135
】。

　

次
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
の
残
虐
さ
と
報
復
規
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ミ
ル
が
念

頭
に
お
い
た
の
は
ベ
ン
サ
ム
の
監
獄
改
革
の
主
張
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ミ

ル
は
残
虐
さ
と
報
復
規
定
は
野
蛮
な
人
々
の
法
の
特
徴
で
あ
る
と
し
、
古
今
東

西
の
例
（
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
初
期
、
モ
ー
セ
、
エ
ジ
プ
ト
人
、
中
国
、
サ
ク

ソ
ン
と
ゲ
ル
マ
ン
の
法）

23
（

）
と
比
較
し
つ
つ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
の
残
虐
さ
の
具
体

例
を
ジ
ョ
ー
ン
ズ
訳
『
マ
ヌ
法
典
』
と
ハ
ル
ヘ
ッ
ド
訳
『
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
典
』

に
依
拠
し
て
詳
細
に
論
じ
る
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
「
現
地
の
権
力
に
よ
っ
て
実
行

さ
れ
て
い
る
残
虐
な
手
足
切
断
は
人
類
に
と
っ
て
衝
撃
的
で
あ
る
」
と
評
し
た

残
虐
な
刑
罰
の
例
を
、
ミ
ル
は
『
マ
ヌ
法
典
』
か
ら
例
え
ば
次
の
様
に
挙
げ
て

い
る
。「
全
て
の
欺
く
者
の
中
で
最
も
有
害
な
の
は
不
正
を
行
う
金
細
工
師
で

あ
る
。
王
は
剃
刀
で
彼
を
細
断
す
る
事
を
命
ず
べ
し
」（
第
九
章
二
九
二
節）
24
（

）。

「
妻
が
…
彼
女
の
主
人
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
義
務
を
実
際
に
破
っ
た
な
ら
、

王
は
よ
く
人
の
訪
れ
る
場
所
で
彼
女
を
犬
に
貪
り
食
わ
す
べ
し
。
そ
し
て
王
は

そ
の
姦
通
者
を
よ
く
熱
し
た
鉄
の
寝
台
に
寝
か
せ
、
そ
の
下
か
ら
死
刑
執
行
人

は
絶
え
ず
薪
を
投
げ
込
み
、
そ
の
罪
深
い
恥
知
ら
ず
を
そ
こ
で
焼
き
殺
す
べ

し
」（
第
八
章
三
七
一
・
三
七
二
節）
25
（

）。
報
復
に
つ
い
て
も
ミ
ル
は
古
今
東
西
の

例
と
の
比
較
で
相
対
化
し
よ
う
と
し
、
ヘ
ブ
ラ
イ
法
の
「
目
に
は
目
を
、
歯
に

は
歯
を
」
と
同
種
の
規
定
が
古
代
ロ
ー
マ
や
エ
ジ
プ
ト
に
も
あ
っ
た
事
を
指
摘

す
る
【
150
〜
153
】。

　

証
言
の
扱
い
方
の
不
適
切
さ
に
つ
い
て
は
、
ミ
ル
は
証
言
の
扱
い
方
が
中
途

半
端
な
状
態
を
「
半
野
蛮
」
と
呼
び
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
は
こ
の
状
態
に
あ
る
と

指
摘
す
る
。
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
本
来
な
ら
全
て
の
証
言
者
が
証
言
を
と
ら
れ
考

慮
さ
れ
る
は
ず
だ
が
、
過
度
の
正
確
さ
を
め
ざ
す
が
包
括
性
に
欠
け
る
〈
間

違
っ
た
洗
練
〉
の
時
代
に
は
、
問
題
の
全
体
に
で
は
な
く
一
部
に
の
み
特
定
の

ル
ー
ル
を
適
用
し
が
ち
で
あ
る
。
あ
る
階
級
が
間
違
っ
た
証
言
を
す
る
傾
向
に

あ
る
と
考
え
た
裁
判
官
は
、
そ
の
様
な
証
言
者
の
証
言
は
決
し
て
受
け
入
れ
ら
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れ
な
い
と
直
ち
に
決
め
て
し
ま
う
。
し
か
し
最
良
の
証
言
者
の
証
言
が
い
つ
も

充
分
な
量
得
ら
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
得
ら
れ
て
も
相
互
に
矛
盾
す
る
事
も
あ
り
、

か
つ
最
悪
の
証
言
者
か
ら
最
良
の
証
言
が
得
ら
れ
る
事
も
あ
る
た
め
、
あ
る
階

級
の
人
々
を
証
言
者
か
ら
排
除
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
。
更
に
証
言
者
に
ま

つ
わ
る
不
正
義
も
あ
る
と
彼
は
指
摘
す
る
。
例
え
ば
あ
る
人
が
別
の
人
を
殺
人
、

強
盗
、
姦
通
で
告
発
し
た
場
合
、
告
発
者
は
こ
れ
ら
の
罪
の
う
ち
ど
れ
か
一
つ

で
も
証
明
で
き
れ
ば
そ
れ
は
訴
え
全
体
の
証
拠
と
な
る
（
ハ
ル
ヘ
ッ
ド
訳
）。

ま
た
証
言
者
が
証
言
し
て
か
ら
七
日
以
内
に
彼
に
不
幸
が
起
き
た
場
合
、
こ
の

人
は
罰
金
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（『
マ
ヌ
法
典
』
第
八
章
）。
更
に
『
マ
ヌ
法

典
』
に
は
「
偽
証
の
直
接
の

0

0

0

奨
励
」（
傍
点
原
著
者
）
が
見
ら
れ
る
が
、
世
界

の
ど
こ
に
も
こ
れ
ほ
ど
法
的
に
愚
か
な
も
の
を
示
せ
そ
う
に
な
い
、
と
ミ
ル
は

述
べ
る
。
更
に
ミ
ル
は
神
明
裁
判
に
つ
い
て
も
他
地
域
と
比
較
し
つ
つ
詳
し
く

述
べ
る
が）
26
（

【
165
〜
168
】、
法
の
不
合
理
性
や
残
虐
性
に
つ
い
て
の
ミ
ル
の
こ
れ

ら
の
記
述
に
お
い
て
は
、
突
出
し
た
例
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
が
ハ
ル
ヘ
ッ
ド
訳

『
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
典
』
か
ら
取
ら
れ
て
お
り
、『
マ
ヌ
法
典
』
に
該
当
す
る
規
定

が
な
い
例
も
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
事
は
、
ミ
ル
が
「
残
虐
」「
半
野
蛮
」
と
い

う
結
論
に
適
合
し
や
す
い
箇
所
を
、
ハ
ル
ヘ
ッ
ド
訳
か
ら
選
択
的
に
引
用
し
が

ち
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
。

　

文
言
と
適
用
に
お
け
る
不
正
確
さ
（
恣
意
性
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
点
で
問

題
の
あ
る
英
国
法
に
比
べ
て
さ
え
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
に
は
大
き
な
欠
点
が
あ
る

と
ミ
ル
は
指
摘
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
法
の
本
文
に
お
い
て
望
ま
し
い
性
質
と

は
完
全
性
と
正
確
性
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
言
う
と
、
正
確
な
定
義
の
為
に

は
書
く
事
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
民
は
彼
ら

の
法
の
か
な
り
の
部
分
を
不
文
律
と
し
て
き
た
が
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
不

文
律
に
ま
つ
わ
る
不
確
実
さ
は
判
例
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
確
実

さ
の
程
度
は
、
最
初
か
ら
定
義
が
あ
っ
て
生
じ
る
確
実
さ
と
比
べ
る
と
は
る
か

に
劣
る
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
は
文
言
が
曖
昧
な
の
で
文
言
の
正
確
さ
す
ら
な
く
、

ま
た
司
法
を
執
行
す
る
役
割
を
果
た
す
王
は
前
例
に
制
限
さ
れ
る
に
は
あ
ま
り

に
も
強
力
で
あ
っ
た
。
故
に
司
法
が
宣
言
す
る
事
は
殆
ど
常
に
不
確
実
で
恣
意

的
で
あ
っ
た
。
更
に
司
法
手
続
き
で
は
効
率
性
、
遅
延
し
な
い
事
、
ト
ラ
ブ
ル

が
な
く
費
用
が
か
か
ら
な
い
事
が
望
ま
し
い
が
、
こ
れ
ら
の
点
で
は
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
の
シ
ス
テ
ム
は
啓
蒙
的
な
国
々
よ
り
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
、
と
（
皮

肉
を
こ
め
て
）
ミ
ル
は
述
べ
る
。
即
決
裁
判
で
遅
延
は
防
げ
、
ト
ラ
ブ
ル
や
費

用
も
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
【
169
〜
171
】。

〈
経
済
・
税
〉
ミ
ル
は
物
価
が
固
定
さ
れ
て
い
る
事
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
文
明
が

高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
証
拠
で
あ
る
と
し
て
い
る
【
139
】。
こ
こ
で
の
彼
の

判
断
基
準
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
唱
え
る
古
典
的
な
自
由
経
済
で
あ
っ
た
。
ミ

ル
は
徴
税
制
度
に
つ
い
て
も
「
望
ま
し
い
性
質
」
を
示
し
、
そ
の
普
遍
的
な
観

点
に
沿
っ
て
評
価
し
て
い
る
【
174
〜
177
】。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
が
税
を
現
物
で

取
り
立
て
る
事
に
も
ふ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
古
代
メ
キ
シ
コ
帝
国
、
ペ
ル
シ
ア
、

中
国
で
も
現
物
徴
税
で
あ
っ
た
事
に
注
目
し
て
い
る）
27
（

【
196
〜
197
】。

〈
宗
教
〉
彼
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
自
然
の
中
に
神
が
い
る

と
考
え
る
原
始
的
段
階
か
ら
始
ま
り
万
物
の
起
源
を
問
う
様
に
な
る
、
宗
教
の

普
遍
的
な
発
展
過
程
に
注
目
し
た
。
彼
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
こ
の
原
始
的
段
階

を
超
え
て
か
な
り
の
進
歩
を
遂
げ
て
い
る
と
す
る
が
、『
マ
ヌ
法
典
』
中
の
宇

宙
論
の
部
分
で
は
「
こ
れ
」
な
ど
の
指
示
語
が
曖
昧
だ
と
指
摘
す
る
【
201
〜 
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205
】。
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
・
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
・
シ
ヴ
ァ
神
の
領
域
の
明
確
な
区
分

も
な
く
、
全
て
が
緩
や
か
で
曖
昧
で
一
貫
性
が
な
く
、
文
言
も
時
に
よ
っ
て
異

な
る
意
味
に
な
る
。
ミ
ル
は
こ
こ
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
〈
野
生
的
な
虚
構
は
、

理
性
的
な
る
も
の
と
い
う
名
前
で
勿
体
を
つ
け
る
生
き
物
の
真
剣
な
言
明
と
い

う
よ
り
は
、
人
間
の
形
を
し
た
猿
の
戯
れ
の
気
ま
ぐ
れ
の
様
に
見
え
る
〉【
215

〜
216
】
と
い
う
内
容
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
を
引
く
。
こ
の
様
な
合
理
性
の
有
無
に

よ
っ
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
「
文
明
度
」
を
測
る
議
論
を
ミ
ル
は
押
し
進
め
る
。

　

ミ
ル
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
三
つ
の
神
に
つ
い
て
論
じ）
28
（

、
こ
の
宗
教
の
整
合
性

の
な
さ
に
つ
い
て
論
証
し
よ
う
と
す
る
。
ま
ず
ブ
ラ
フ
マ
ー
は
創
造
者
の
男
性

形
の
名
前
で
あ
る
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
こ
れ
を
一
つ
の
神
の
特
異
な
呼
称

で
あ
る
と
し
て
き
た
。
つ
ま
り
ブ
ラ
フ
マ
ー
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
、
シ
ヴ
ァ
と
は
神

の
行
為
の
特
異
な
諸
様
式
の
名
前
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
ミ

ル
は
こ
の
前
提
こ
そ
が
「
最
大
の
一
貫
性
の
な
さ
」
だ
と
す
る
。「
神
の
唯
一

性
と
い
う
洗
練
さ
れ
た
概
念
」
を
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
が
持
っ
て
い
る
様
で
あ
り

な
が
ら
、
唯
一
神
の
行
動
が
三
相
で
示
さ
れ
る
と
し
か
認
識
で
き
て
い
な
い
事

に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
文
献
は
ブ
ラ

フ
マ
ー
が
無
意
味
な
賛
辞
に
す
ぎ
な
い
事
を
示
し
て
お
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に

は
唯
一
神
と
い
う
「
洗
練
さ
れ
た
概
念
」
は
な
い
と
い
う
事
が
判
明
す
る
。
そ

の
証
拠
に
シ
ヴ
ァ
も
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
も
ブ
ラ
フ
マ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
と
彼
は

述
べ
る
【
230
〜
231
】。

　

そ
の
上
で
ミ
ル
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
神
話
の
寓
意
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て
も

ば
か
ば
か
し
す
ぎ
て
無
駄
だ
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
様
な
東

洋
学
者
は
純
粋
な
一
神
教
の
証
拠
を
ど
こ
に
で
も
見
出
し
て
感
心
し
て
い
る
が
、

ミ
ル
は
「
我
々
自
身
の
見
解
に
合
っ
た
意
味
を
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
神
話
に
、
或
い
は

他
の
い
か
な
る
神
話
に
も
枠
組
み
と
し
て
付
す
」
事
に
よ
っ
て）

29
（

「
そ
こ
か
ら

我
々
の
気
に
入
る
至
高
の
神
学
で
も
至
高
の
哲
学
で
も
い
か
な
る
も
の
で
も
形

づ
く
る
」
事
は
無
意
味
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
野
蛮
な
迷
信
を
寓
意
的
に

解
釈
し
よ
う
と
す
る
著
名
な
イ
ン
ド
学
者
の
中
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
の
合

理
性
や
「
洗
練
さ
れ
た
礼
拝
」
に
よ
っ
て
異
教
を
洗
練
さ
れ
た
も
の
に
し
た
様

に
、「
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
よ
り
合
理
的
で
シ
ン
プ
ル
な
教
義
」
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

を
洗
練
さ
れ
た
も
の
に
し
た
と
主
張
す
る
人
々
が
い
る
が
【
233
〜
236
】、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
神
話
を
寓
意
と
し
て
解
釈
す
る
事
に
反
対
す
る
ハ
ル
ヘ
ッ
ド
の
意
見
に

こ
そ
自
分
は
賛
成
だ
と
ミ
ル
は
示
唆
す
る
。
ハ
ル
ヘ
ッ
ド
が
反
対
し
て
い
る
の

は
、
信
徒
は
あ
く
ま
で
寓
話
と
し
て
で
は
な
く
文
字
通
り
神
の
言
葉
だ
と
考
え

て
信
仰
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
聖
典
を
寓
意
と
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
事
は
彼

ら
の
信
仰
に
欠
陥
が
あ
る
と
想
定
す
る
事
に
な
る
か
ら
だ
、
と
ミ
ル
は
説
明
す

る
【
236
註
】。

　

更
に
ミ
ル
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
宇
宙
論
は
非
科
学
的
で
あ
り
、
こ
の
宗
教
は

原
始
的
礼
拝
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
主
張
し
た
【
237
〜
238
】。
又
彼
は
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
が
人
間
の
生
贄
を
認
め
る
点
を
野
蛮
と
し
て
批
判
し
【
273
】、
山

車
に
ひ
か
れ
る
、
妻
が
夫
の
葬
儀
の
火
で
焼
か
れ
る
（
サ
テ
ィ
ー
）
等
の
例
を

挙
げ
、「
こ
の
野
蛮
な
犠
牲
」
を
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
立
法
者
た
ち
は
奨
励
し
が
ち

で
あ
っ
た
と
も
記
す
。
但
し
妻
を
焼
く
同
様
の
慣
習
は
北
方
諸
民
族
と
共
通
す

る
事
も
注
記
し
、
俯
瞰
・
比
較
ひ
い
て
は
相
対
化
も
試
み
て
い
る
【
275
】。
彼

は
道
徳
に
つ
い
て
の
知
識
が
民
族
に
よ
っ
て
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
事
に
注
目
す

る
一
方
【
277
】、
極
端
な
厳
正
さ
と
極
端
な
道
徳
的
緩
さ
を
併
せ
持
つ
「
未
開
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の
民
の
宗
教
」
の
一
般
則
に
も
注
目
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
、
厳
正
さ
を
求

め
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が
他
方
で
猥
褻
さ
を
奨
励
し
て
い
る
様
に
見
え
る
事
は
矛

盾
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
様
な
矛
盾
を
批
判
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ミ
ル
は
パ
タ
ー
ソ
ン
と
宣
教
師

ウ
ォ
ー
ド
の
文
献
を
註
で
引
用
し
て
い
る
【
279
〜
280
】。
ウ
ォ
ー
ド
は
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
を
「
地
上
で
最
も
柔
弱
で
腐
敗
し
た
人
々
」
と
批
判
し
、「
結
婚
の
誓

約
へ
の
忠
実
さ
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
間
で
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
両
性
の
交

渉
は
非
理
性
的
動
物
の
そ
れ
に
大
変
近
い
」
と
し
、
汚
ら
わ
し
い
対
話
に
ふ
け

る
か
と
思
え
ば
寡
婦
を
焼
き
殺
す
バ
ラ
モ
ン
の
生
活
に
ふ
れ
、
宗
教
と
は
言
え

な
い
と
い
う
趣
旨
の
批
判
を
し
て
い
る
。「
こ
の
異
教
の
シ
ス
テ
ム
は
神
の
完

全
性
に
つ
い
て
の
純
化
さ
れ
た
知
識
を
伝
え
ず
、
生
き
て
い
る
間
に
神
聖
さ
へ

の
動
機
を
誰
に
も
与
え
ず
、
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
人
に
慰
め
を
与
え
ず
、
死
に

ゆ
く
人
に
希
望
を
与
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
あ
ら
ゆ
る
悪
徳
を
煽
り
、
そ
の

支
持
者
た
ち
を
極
悪
の
罪
の
中
に
固
ま
ら
せ
て
い
る
」
と
ウ
ォ
ー
ド
は
述
べ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
ミ
ル
や
ウ
ォ
ー
ド
と
い
っ
た
当
時
の
西
欧
の
知
識
人
に
と
っ
て
、

宗
教
と
は
「
神
の
完
全
性
に
つ
い
て
の
純
化
し
た
知
識
や
神
聖
さ
へ
の
動
機
を

与
え
、
苦
し
む
人
に
慰
め
を
、
死
に
ゆ
く
人
に
希
望
を
与
え
る
」
も
の
で
な
く

て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
様
な
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
く
〈
普
遍

的
宗
教
の
モ
デ
ル
〉
を
基
準
に
ミ
ル
ら
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
非
難
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　

牛
を
は
じ
め
と
す
る
動
物
の
神
聖
視
も
、
人
間
へ
の
苛
酷
な
扱
い
と
矛
盾
す

る
と
ミ
ル
は
指
摘
す
る
。
但
し
、
彼
は
こ
こ
で
も
俯
瞰
・
比
較
・
相
対
化
を
試

み
る
。
同
様
の
神
聖
視
は
西
イ
ン
ド
諸
島
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
、
初
期
の
ギ
リ
シ

ア
人
・
ロ
ー
マ
人
の
間
で
も
見
ら
れ
、「
こ
の
種
の
四
足
動
物
へ
の
崇
拝
は
、

確
か
に
日
本
か
ら
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
ま
で
の
全
て
の
偶
像
崇
拝
の
諸
民
族

に
共
通
だ
っ
た
様
で
あ
る
」。
動
物
の
こ
の
様
な
神
聖
視
が
命
あ
る
も
の
へ
の

感
受
性
か
ら
来
た
の
で
は
な
い
事
は
、
同
様
の
神
聖
視
が
見
ら
れ
る
「
諸
民
族

の
野
蛮
な
性
格
か
ら
も
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ス
タ
ン
の
働
く
動
物
が
蒙
る
悪
名
高
い
過

酷
な
扱
い
か
ら
も
、
爬
虫
類
が
熱
心
に
世
話
さ
れ
餌
を
与
え
ら
れ
る
一
方
で
飢

え
や
病
気
で
絶
命
す
る
ま
ま
放
置
さ
れ
る
人
間
へ
の
冷
淡
さ
か
ら
も
、
明
ら
か

で
あ
る
」
と
ミ
ル
は
述
べ
る
。

　

更
に
ミ
ル
は
人
間
の
魂
の
目
的
地
に
つ
い
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
考
え
方
、
す

な
わ
ち
輪
廻
転
生
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
こ
の
思
想
は
世
界
的
に
古
代
か
ら
あ

る
と
す
る
研
究
を
引
き
つ
つ
、
何
に
生
ま
れ
変
わ
る
か
は
『
マ
ヌ
法
典
』
で
細

か
く
決
ま
っ
て
い
る
と
し
、
こ
の
教
義
の
弊
害
を
指
摘
す
る
。「
ど
の
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
も
自
分
の
全
行
動
は
自
分
の
運
命
の
結
果
だ
と
考
え
て
い
る
。
彼
は
恐

ら
く
自
分
の
惨
め
な
運
命
を
嘆
く
が
…
闘
う
事
な
く
諦
め
て
い
る
」。
そ
し
て

ミ
ル
は
、
来
世
の
報
酬
と
罰
の
教
義
は
人
を
徳
高
く
す
る
力
を
持
た
な
い
と
い

う
ウ
ォ
ー
ド
の
見
解
に
暗
に
賛
成
す
る
の
で
あ
る
【
281
〜
286
】。

〈
女
性
〉
東
方
諸
民
族
の
間
で
は
「
女
性
の
純
潔
性
に
過
度
の
価
値
が
お
か
れ
」、

悪
質
な
違
反
に
つ
い
て
は
残
酷
に
罰
せ
ら
れ
些
細
な
行
為
で
も
罪
と
な
る
（
男

が
巡
礼
の
場
、
森
や
茂
み
、
川
の
合
流
点
で
人
妻
と
話
す
事
が
姦
通
罪
に
問
わ

れ
る
な
ど
）
と
ミ
ル
は
指
摘
す
る
。
低
カ
ー
ス
ト
の
男
が
高
カ
ー
ス
ト
の
女
と

犯
す
罪
は
最
も
恐
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
カ
ー
ス
ト
が
離
れ
る
程
（
例
え
ば

シ
ュ
ー
ド
ラ
の
男
と
バ
ラ
モ
ン
の
女
の
姦
通
）
罪
が
重
く
な
る
と
彼
は
記
す

【
160
〜
162
】。
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女
性
の
状
況
は
社
会
の
発
展
段
階
を
示
す
最
も
決
定
的
な
基
準
で
あ
る
と
い

う
観
点
か
ら
、
ミ
ル
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
女
性
の
地
位
に
つ
い
て
更
に
考
察
す
る
。

彼
に
よ
る
と
ア
フ
リ
カ
や
他
の
「
野
蛮
な
」
諸
部
族
、
現
在
ま
で
の
タ
タ
ー
ル

人
、
カ
ル
デ
ア
や
ア
ラ
ビ
ア
の
古
代
の
住
民
、
非
文
明
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

民
族
の
間
で
も
女
性
は
家
督
相
続
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
一
方
、
女
性
自
体
は
有

用
な
財
産
で
も
あ
っ
た
の
で
花
嫁
買
取
金
と
い
う
慣
習
が
あ
っ
た
。
し
か
し

「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
間
で
よ
り
弱
い
性
﹇
女
性
﹈
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
厳

し
く
屈
辱
的
な
依
存
の
状
態
は
容
易
に
は
思
い
つ
け
な
い
」。
夫
は
常
に
神
と

し
て
妻
に
尊
敬
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
夫
は
妻
を
奴
隷
と
し
て
売
る
事
も
で
き
た
。

女
性
は
人
生
の
段
階
に
応
じ
て
父
・
夫
・
子
供
に
守
ら
れ
、
自
由
は
全
く
な
く

体
系
的
に
教
育
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
離
婚
の
殆
ど
無
限
の
権
利
は
夫
の
方
に
あ

る
一
方
、「
い
か
な
る
種
類
の
野
蛮
な
扱
い
も
、
放
棄
や
売
却
で
す
ら
、
そ
の

女
性
を
主
人
へ
の
義
務
か
ら
決
し
て
放
免
す
る
事
は
な
い
」。『
マ
ヌ
法
典
』
中

に
は
女
性
に
祭
り
や
記
念
日
に
飾
り
や
衣
服
や
食
物
を
絶
え
ず
与
え
る
様
に
と

い
う
規
定
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
尊
敬
と
優
し
さ
の
証
拠
で
は
な
く
、
恒
常
的
な

貶
め
の
裏
返
し
だ
と
ミ
ル
は
述
べ
る
。
女
性
を
閉
じ
込
め
る
習
慣
が
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
社
会
に
も
と
も
と
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ム
ス
リ
ム
と
の
接
触
の
結

果
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の

影
響
が
及
ば
な
か
っ
た
地
域
や
隔
絶
し
た
地
域
に
も
こ
の
習
慣
は
見
ら
れ
る
た

め
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
も
と
も
と
の
習
慣
で
あ
っ
た
と
ミ
ル
は
示
唆
す
る
。
ま
た

両
性
の
交
渉
に
つ
い
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
文
献
の
表
現
は
、
猥
褻
す
ぎ
て
書
き
表

せ
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
【
293
〜
303
】。

〈
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
性
格
〉
ミ
ル
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
は
物
腰
が
柔
ら
か
い
の
で
高

い
文
明
を
持
っ
て
い
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
考
え
が
ち
だ
が
そ
れ
は
誤
り
だ
と

し
、
目
撃
談
を
引
用
し
つ
つ
彼
ら
は
お
世
辞
に
長
け
て
い
る
一
方
、
他
者
の
感

情
に
鈍
感
で
、
他
者
が
苦
し
ん
で
い
て
も
放
置
す
る
と
述
べ
る
。
彼
はLe 
Couteur

の
『
イ
ン
ド
か
ら
の
手
紙
』（
一
七
九
〇
年
）
を
次
の
様
に
引
用
し

て
彼
ら
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
。「
彼
ら
は
自
分
達
よ
り
劣
っ
た
者
と
し
て
生
ま

れ
た
人
々
を
、
最
も
価
値
の
な
い
動
物
よ
り
も
更
に
下
の
生
き
物
と
見
な
し
て

い
る
。
彼
ら
は
我
々
が
鶏
を
殺
す
よ
り
も
少
な
い
良
心
の
咎
め
し
か
感
じ
ず
に

人
の
命
を
奪
う
。
牛
を
打
っ
た
り
し
た
ら
冒
瀆
だ
が
、
バ
ラ
モ
ン
は
自
分
が
認

定
す
れ
ば
人
を
処
刑
す
る
」。
し
か
し
こ
の
叙
述
を
読
ん
で
今
日
の
我
々
読
者

に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
ミ
ル
が
批
判
の
根
拠
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
と

動
物
を
截
然
と
区
別
し
て
人
間
の
命
に
圧
倒
的
に
重
い
価
値
を
お
く
考
え
方
は

西
洋
の
概
念
で
あ
っ
て
全
て
の
文
化
圏
に
当
て
は
ま
る
普
遍
的
価
値
観
で
は
な

い
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
人
間
と
動
物
の
区
別
が
曖
昧
な
文
化
圏
で
は
人
が
動

物
以
下
に
扱
わ
れ
る
事
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
つ
ま
る
と
こ
ろ

「
何
が
普
遍
的
で
何
が
普
遍
的
で
な
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
で
あ
ろ
う
。

　

更
に
ミ
ル
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
は
人
に
冷
た
く
、
臆
病
、
訴
訟
好
き）
30
（

、
無
気
力
、

怠
惰
だ
と
記
す
。
怠
惰
は
気
候
の
せ
い
に
さ
れ
て
き
た
が
、
マ
レ
ー
人
・
ア
ラ

ビ
ア
人
・
中
国
人
が
怠
惰
で
は
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
気
候
の
せ
い
で
は
な
く

野
蛮
人
の
特
徴
な
の
だ
と
彼
は
遠
回
し
に
言
う
。
ま
た
労
働
へ
の
動
機
づ
け
が

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
間
に
な
い
事
の
原
因
と
し
て
、
ひ
ど
い
政
府
に
従
属
し
て
い
て

労
働
の
果
実
が
安
泰
で
は
な
い
事
を
挙
げ
て
い
る
【
304
〜
314
】。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
性
格
に
つ
い
て
、
ミ
ル
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
イ
ン
ド
関
係
者
の

豊
富
な
証
言
を
付
録
と
し
て
付
け
、
逐
一
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
証
言
と
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は
、
一
八
〇
一
年
に
ベ
ン
ガ
ル
州
知
事
が
巡
回
裁
判
官
と
地
区
裁
判
官
た
ち
を

対
象
に
行
っ
た
イ
ギ
リ
ス
統
治
下
に
お
か
れ
た
人
々
の
状
況
に
関
す
る
調
査
、

一
七
九
七
年
に
イ
ン
ド
駐
在
経
験
の
長
い
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
グ
ラ
ン
ト）

31
（

が
東
イ
ン

ド
会
社
取
締
役
会
に
提
示
し
た
分
厚
い
論
文
「
英
国
の
ア
ジ
ア
人
臣
民
の
間
の

社
会
状
況
に
つ
い
て
の
観
察
│
│
特
に
風
紀
と
そ
の
改
善
手
段
に
関
す
る
」

（
こ
の
論
文
は
一
八
一
三
年
に
英
下
院
の
命
令
に
よ
り
印
刷
さ
れ
た
）、
ベ
ン
ガ

ル
の
判
事
補
の
ア
レ
ク
ザ
ン
ダ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
・
タ
イ
ト
ラ
ー
に
よ
る
二
巻

本
『
イ
ン
ド
の
現
在
の
政
治
的
状
態
に
関
す
る
考
察
』（
主
に
東
イ
ン
ド
会
社

の
若
手
社
員
の
指
導
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
書
か
れ
た
）、
ヘ
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ

裁
判
の
資
料
等
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
全
て
の
文
書
に
含
ま
れ
る
数
多
く
の
関
係

者
の
証
言
が
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
現
地
住
民
（
上
層
か
ら
下
層
階
級
ま
で
）
の
公

徳
心
と
あ
ら
ゆ
る
道
徳
の
欠
如
（
嘘
が
多
く
利
己
主
義
で
迷
信
深
く
怠
惰
で
あ

り
、
強
盗
・
殺
人
が
頻
発
）
を
異
口
同
音
に
告
発
し
て
い
る
事
は
、
地
域
を
内

在
的
観
点
か
ら
偏
見
な
く
見
る
事
の
重
要
性
を
自
覚
す
る
今
日
の
地
域
研
究
者

の
目
か
ら
見
て
も
衝
撃
的
で
あ
る）
32
（

。
例
え
ば
グ
ラ
ン
ト
は
「
…
騙
す
事
、
く
す

ね
る
事
、
ご
ま
か
し
、
摑
ま
せ
る
事
の
習
慣
が
あ
ま
り
に
も
普
通
な
の
で
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
は
自
分
達
が
自
然
の
悪
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
見
な
し
て
い
る
様
だ
」

と
述
べ
、
不
和
・
憎
悪
・
中
傷
等
が
は
び
こ
っ
て
い
る
と
し
、「
他
者
へ
の
感

受
性
の
欠
如
は
こ
の
人
々
の
大
変
顕
著
な
特
徴
」
と
断
言
す
る
。
更
に
グ
ラ
ン

ト
は
ク
ラ
イ
ヴ
や
ヘ
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
ら
の
言
を
引
用
し
、
こ
の
様
な
人
々
の

道
徳
的
堕
落
の
原
因
と
し
て
専
制
的
統
治
、
悪
法
、
憎
悪
を
煽
る
カ
ー
ス
ト
制

を
挙
げ
る
。
タ
イ
ト
ラ
ー
は
「
バ
ラ
モ
ン
の
間
に
は
全
般
的
な
挙
動
の
堕
落
、

そ
れ
よ
り
低
い
階
層
で
は
宗
教
的
・
道
徳
的
原
則
の
完
全
な
欠
如
が
存
在
す

る
」、「
彼
ら
の
女
性
に
対
し
て
過
酷
で
専
制
的
」
と
証
言
す
る
。
テ
イ
ン
マ
ス

卿
は
次
の
様
に
述
べ
る
。「
個
人
は
殆
ど
名
誉
の
感
覚
を
持
た
ず
、
こ
の
民
は

公
徳
心
が
完
全
に
欠
け
て
い
る
。
彼
ら
は
偽
り
が
利
点
を
伴
う
場
合
は
嘘
を
つ

く
事
に
微
塵
も
良
心
の
呵
責
を
感
じ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
も

マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
も
絶
え
ず
彼
ら
の
名
誉
と
評
判
に
つ
い
て
語
る
が
、
彼
ら
が

そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
し
て
い
る
の
は
世
間
に
対
し
て
見
せ
る
外
見
以
上
の
も
の

で
は
殆
ど
な
い
。
両
者
の
う
ち
後
者
の
方
が
こ
の
事
に
よ
り
拘
る
」。「
彼
ら
が

蒙
り
得
る
最
大
の
不
名
誉
は
…
我
々
が
言
う
と
こ
ろ
の
、
破
門
さ
れ
る
事
だ
。

こ
の
罰
は
彼
ら
の
宗
教
の
命
令
へ
の
違
反
、
或
い
は
同
じ
事
な
の
だ
が
彼
ら
の

聖
職
者
の
命
令
へ
の
違
反
に
対
し
て
科
さ
れ
る
。
嘘
を
つ
く
事
、
窃
盗
、
掠
奪
、

強
奪
、
殺
人
は
社
会
か
ら
の
追
放
に
充
分
値
す
る
犯
罪
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な

い
」。「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
あ
っ
て
は
全
て
が
自
分
自
身
に
集
中
し
て
い
る
。
自
分

自
身
の
興
味
が
彼
の
案
内
人
だ
。
野
心
は
彼
に
あ
っ
て
は
二
番
目
の
特
性
で
、

金
へ
の
愛
が
こ
の
情
熱
の
源
だ
」。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
動
物
へ
の
繊
細
さ
と
人
間

へ
の
残
虐
さ
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
者
も
お
り
、
例
え
ば
英
国
の
芸
術
家
・
作
家

で
東
イ
ン
ド
会
社
と
も
結
び
付
き
の
あ
っ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
フ
ォ
ル
ブ
ズ
は
主

に
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
の
人
々
に
つ
い
て
こ
う
語
る
。「
…
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
性
格
も

残
虐
さ
と
復
讐
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
専
制
的
統
治
の
強
い
影
響
力
が
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
に
忍
耐
を
教
え
、
彼
ら
の
想
像
力
の
冷
た
さ
が
彼
ら
に
そ
れ
を
世
界
の

ど
の
人
々
よ
り
も
よ
く
実
践
す
る
事
を
可
能
に
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。

…
し
か
し
彼
ら
は
こ
う
い
う
事
も
知
っ
て
い
る
。
そ
の
忍
耐
強
い
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

が
、
虫
の
死
に
も
身
震
い
し
、
今
言
っ
た
様
な
気
分
の
静
謐
さ
を
保
つ
彼
ら
が
、

敵
或
い
は
敵
と
彼
が
見
な
す
者
に
対
し
て
用
意
さ
れ
る
最
も
残
虐
な
拷
問
に
つ
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い
て
同
じ
位
冷
静
に
思
い
め
ぐ
ら
す
事
が
で
き
る
と
い
う
事
を
。
…
ヒ
ン
ド
ゥ

ス
タ
ン
全
土
に
わ
た
っ
て
残
虐
さ
と
抑
圧
は
貪
欲
さ
の
召
使
い
だ
」。
約
二
十

年
間
デ
カ
ン
の
「
原
住
民
」
と
親
密
な
接
触
を
持
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
宣
教
師

デ
ュ
ボ
ワ
は
バ
ラ
モ
ン
の
極
度
の
猜
疑
心
と
二
枚
舌
、
父
母
へ
の
尊
敬
の
欠
如
、

子
供
の
情
念
を
抑
制
す
る
配
慮
の
欠
如
、
堕
胎
や
嬰
児
殺
し
の
横
行
を
指
摘
す

る
。
宣
教
師
ウ
ォ
ー
ド
は
、
血
を
見
る
だ
け
で
も
震
え
上
が
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
が

数
多
く
の
血
腥
い
儀
式
を
行
う
矛
盾
を
見
て
「
こ
れ
ら
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
は
本
当

に
そ
ん
な
に
情
け
深
い
だ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
す
る
。
瀕
死
の
身
内
を
川
岸

に
引
き
ず
っ
て
い
き
冷
酷
に
死
ぬ
に
任
せ
、
自
殺
を
推
奨
し
（
生
き
埋
め
や
偶

像
を
載
せ
た
車
に
自
ら
ひ
か
れ
る
な
ど
）、
我
が
子
を
殺
し
（
ガ
ン
ジ
ス
に
捧

げ
る
な
ど
）、
寡
婦
を
焼
き
殺
す
と
い
う
残
虐
行
為
の
中
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

に
由
来
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
、
と
ウ
ォ
ー
ド
は
指
摘
す
る
【
321
〜
331
】。

〈
技
術
（
工
芸
・
建
築
・
農
業
・
手
工
業
等
）〉
工
芸
で
は
織
物
の
み
が
完
成
度

が
高
い
と
い
う
の
が
ミ
ル
の
評
価
で
あ
っ
た
。
彼
は
『
イ
ン
カ
皇
統
記
』
や
多

く
の
証
言
に
基
づ
い
て
比
較
し
つ
つ
、
文
明
の
達
成
度
と
建
築
物
の
立
派
さ
は

連
動
し
な
い
と
主
張
す
る
。
根
拠
と
し
て
は
例
え
ば
、
ゴ
シ
ッ
ク
式
の
大
聖
堂

は
文
明
の
比
較
的
低
い
段
階
で
建
て
ら
れ
た
事
を
挙
げ
る
。
又
彼
は
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
が
ア
ー
チ
の
建
設
方
法
を
ム
ス
リ
ム
の
征
服
者
か
ら
初
め
て
学
ん
だ
と

も
指
摘
す
る
。
彼
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ス
タ
ン
の
織
物
が
優
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
、

人
の
必
要
性
が
最
初
に
生
じ
る
部
門
で
あ
り
、
経
験
が
も
の
を
言
う
部
門
で
も

あ
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
活
動
的
で
な
い
性
格
に
合
っ
て
い
た
と
い
う
点
を
挙
げ

る
【
337
〜
342
】。
農
業
に
つ
い
て
は
粗
雑
さ
や
非
効
率
性
を
指
摘
し
【
346
】、
美

術
も
社
会
の
初
期
段
階
を
超
え
る
水
準
に
は
な
い
と
述
べ
る
【
354
】。
手
工
業

に
つ
い
て
は
殆
ど
の
面
で
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
は
中
国
人
に
劣
る
」
と
い
う
の
が
彼

の
評
価
で
あ
っ
た
【
361
】。

〈
著
述
（
文
学
・
歴
史
・
地
理
学
・
哲
学
等
）〉
ミ
ル
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
著
述
全

般
が
散
文
的
で
論
理
性
が
な
い
と
酷
評
す
る
。「
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
」
と
「
ラ
ー

マ
ー
ヤ
ナ
」
の
「
虚
構
」
も
「
取
る
に
足
ら
ず
子
供
じ
み
て
い
る
」。
そ
も
そ

も
「
自
然
の
正
確
な
観
察
と
全
体
の
対
称
性
が
、
洗
練
さ
れ
た
人
々
の
詩
と
呼

ぶ
の
に
必
要
」
と
考
え
る
ミ
ル
に
と
っ
て
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
詩
は
ホ
メ
ー
ロ

ス
の
詩
と
は
比
較
に
な
ら
な
か
っ
た
。「
シ
ャ
ク
ン
タ
ラ
ー
」
に
つ
い
て
も
ミ

ル
は
凡
庸
な
筋
だ
と
す
る
。
彼
は
想
像
力
の
飛
翔
は
未
開
の
人
々
に
特
有
の
も

の
と
い
う
研
究
者
の
言
葉
を
引
用
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
言
え
ば
北
欧
の
詩
が
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
、
ペ
ル
シ
ア
人
、
ア
ラ
ビ
ア
人
、
そ
の
他
の
東
方
諸
民
族
の
詩
に

極
め
て
似
て
い
る
と
す
る）
33
（

。
但
し
ペ
ル
シ
ア
と
ア
ラ
ビ
ア
の
詩
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

の
詩
よ
り
高
い
水
準
で
あ
る
事
は
疑
い
な
い
、
と
留
保
を
付
け
る
事
も
忘
れ
な

か
っ
た
【
363
〜
372
】。

　

ミ
ル
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
は
歴
史
叙
述
は
な
く
、
あ
っ
た
と
し
て
も
物
語
的
な

詩
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
「
真
実
と
本
質
」
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
【
363
】
と

す
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
「
未
来
へ
の
導
き
の
為
の
過
去
の
記
録
の
価
値
が
理

解
さ
れ
始
め
る
、
か
の
知
的
な
成
熟
点
に
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
」
か
ら
で

あ
っ
た
。
ミ
ル
に
よ
れ
ば
ム
ス
リ
ム
の
征
服
以
前
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ス
タ
ン
の
歴
史

叙
述
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
ム
ス
リ
ム
の
著
作
に
頼
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
様
な
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
学
者
は
「
マ
ハ
ー
バ
ー

ラ
タ
」
や
「
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
」
を
一
種
の
歴
史
的
記
録
と
し
て
好
意
的
に
解
釈

す
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
ら
は
歴
史
的
順
番
と
は
相
入
れ
な
い
「
奇
怪
な
産
物
」
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だ
と
ミ
ル
は
述
べ
る
【
374
〜
375
】。
続
い
て
ミ
ル
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
学
者
ウ
ィ

ル
フ
ォ
ー
ド
の
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
地
理
学
、
年
代
学
、
歴
史
の
体
系
は
全
て
同

様
に
途
方
も
な
く
ば
か
げ
て
い
る
」
と
い
う
言
も
引
く
。
更
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

は
異
な
る
分
類
の
植
物
に
同
一
名
称
を
与
え
て
い
る
と
い
う
ウ
ィ
ル
フ
ォ
ー
ド

の
指
摘
に
つ
い
て
、「
実
際
、
整
理
し
た
り
分
類
し
た
り
す
る
事
は
…
全
て
の

時
代
に
お
い
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
精
神
文
化
を
超
え
て
き
た
試
み
で
あ
る
様
に
思

わ
れ
る
」【
378
】
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
分
類
概
念

の
稚
拙
さ
が
、
彼
ら
に
対
す
る
ミ
ル
の
低
評
価
の
根
拠
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る

事
に
注
目
し
た
い
。
更
に
彼
は
『
マ
ヌ
法
典
』
の
形
而
上
学
的
な
言
葉
は
理
性

で
は
理
解
で
き
な
い
と
指
摘
し
、
こ
の
様
な
抽
象
性
は
高
度
な
能
力
の
証
拠
で

は
な
く
て
「
未
開
で
無
知
な
時
代
の
人
間
の
精
神
状
態
の
自
然
な
結
果
」
な
の

だ
と
説
明
し
た
【
381
〜
383
】。

〈
言
語
〉
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ア
ラ
ビ
ア
人
・
ト
ル
コ
人）
34
（

の
言
語
は
複
雑
な
文
法
を

持
ち
、
同
一
の
物
を
表
す
の
に
幾
つ
も
の
言
葉
が
あ
る
と
ミ
ル
は
指
摘
す
る
。

こ
の
様
な
欠
点
を
ギ
ボ
ン
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
人
は
言
語
の
「
完
璧
性
」
と
し

て
賞
賛
し
て
き
た
が
、
言
語
は
簡
潔
性
こ
そ
が
大
い
な
る
有
用
性
だ
と
す
る
言

語
学
者
も
い
る
と
し
て
、
そ
の
意
見
の
方
に
ミ
ル
は
賛
意
を
表
明
す
る
。
彼
の

考
え
に
よ
れ
ば
言
語
の
完
全
性
と
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
一
つ
だ
け
名
称
を
持
つ

事
で
あ
っ
て
、
重
複
は
欠
陥
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
正
確
さ
を
損
な
わ
ず

に
言
語
を
簡
潔
に
す
る
事
こ
そ
重
要
で
あ
っ
た
【
391
註
】。
ペ
ル
シ
ア
語
や
マ

レ
ー
語
に
も
言
及
し
つ
つ
、
彼
は
多
く
の
無
用
な
言
葉
や
文
法
規
則
が
あ
る
の

は
言
語
と
し
て
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
証
拠
で
あ
り
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
詩

に
向
い
て
い
て
耳
に
心
地
よ
い
と
い
う
の
は
「
文
明
の
証
拠
」
で
は
な
い
と
主

張
す
る
【
390
〜
393
】。
彼
に
と
っ
て
言
語
の
「
文
明
度
」
を
測
る
基
準
と
は
流

麗
さ
で
は
な
く
、
文
法
や
名
称
に
お
け
る
無
駄
の
な
い
合
理
性
で
あ
っ
た
。

〈
物
理
学
・
数
学
・
天
文
学
〉
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
こ
れ
ら
の
学
問
は
論
理
性
に
欠

け
、
稚
拙
で
あ
る
と
ミ
ル
は
論
じ
た
。『
マ
ヌ
法
典
』
に
お
け
る
、
光
に
水
は

由
来
す
る
云
々
と
い
う
の
は
単
な
る
推
測
で
し
か
な
く
、
つ
な
が
り
・
理
性
・

確
実
性
を
全
く
無
視
し
て
お
り
哲
学
や
科
学
と
い
う
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
い

と
し
、
未
開
の
精
神
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
問
う
事
な
く
し
て
決
定
す
る
恣
意
的

な
ス
タ
イ
ル
」
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
ミ
ル
は
バ
ラ
モ
ン
の
天
文
学
を
賞
賛
し

て
き
た
自
国
の
学
者
を
長
々
と
批
判
し
、
本
書
で
示
さ
れ
た
資
料
を
注
意
深
く

考
察
す
れ
ば
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
無
知
と
文
明
の
低
さ
以
外
の
結
論
は
な
い
と
す
る
。

こ
こ
で
ミ
ル
は
ラ
プ
ラ
ス
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
天
文
学
が

実
は
他
の
学
問
分
野
と
同
様
に
稚
拙
な
段
階
に
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い

る
事
を
紹
介
す
る）
35
（

【
394
〜
398
】。
イ
ン
ド
の
科
学
は
よ
り
先
進
的
な
諸
民
族
か

ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
り
【
399
、
401
、
403
註
】、
数
字
の
発
明
も
文

明
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
と
彼
は
述
べ
【
405
】、
一
般
の
教
育
水
準
の
低
さ
に

も
ふ
れ
る
【
408
〜
409
】。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
ミ
ル
が
、
民
族
の
達
成
を
見
て
そ
の
民
族
の
文
明

度
を
測
る
際
、
そ
れ
ら
の
達
成
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
目
的
が
重
要
で

あ
り
、
有
用
性
を
目
的
と
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
そ
の
民
族
の
文
明
度
が

分
か
る
と
主
張
し
た
事
で
あ
る
。「
有
用
性
（U

tility

）
が
あ
ら
ゆ
る
追
求
の

目
的
で
あ
る
ち
ょ
う
ど
そ
の
割
合
に
応
じ
て
、
我
々
は
あ
る
民ネ
ー
シ
ョ
ン族を

文
明
化
さ

れ
て
い
る
と
見
な
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
軽
蔑
す
べ
き
、
或
い
は
有
害
な
目
的

に
そ
の
発
明
の
才
が
浪
費
さ
れ
て
い
る
ち
ょ
う
ど
そ
の
割
合
に
応
じ
て
…
そ
の
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民
族
は
野
蛮
だ
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
」。
こ
の
基
準
か
ら
考
え
る
と
、
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
の
天
文
学
・
数
学
は
専
ら
占
星
術
の
為
に
発
展
し
た
が
、
占
星
術
は

「
考
え
ら
れ
る
全
て
の
営
み
の
中
で
最
も
非
理
性
的
な
も
の
の
一
つ
」
で
「
あ

る
民
族
を
最
も
間
違
い
な
く
野
蛮
だ
と
示
す
も
の
の
一
つ
」【
428
】で
あ
る
か
ら
、

占
星
術
を
目
的
と
し
て
こ
れ
ら
の
分
野
を
発
展
さ
せ
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
は
（
そ
の

分
野
の
内
容
如
何
を
判
断
す
る
以
前
に
）
野
蛮
で
あ
る
、
と
彼
は
結
論
し
た
の

で
あ
っ
た
。

（
二
）
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
│
│
総
括
│
│

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
つ
い
て
の
「
一
般
的
考
察
」
で
ミ
ル
は
様
々
な
民
族
と
の
比

較
に
よ
っ
て
、
世
界
の
中
で
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
更
に
明
確
な
文
明
的
位
置
づ
け

を
試
み
る
。
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
初
め
て
包
括
的
に
東
方

諸
民
族
と
接
触
を
持
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
の
報
告
は
賞
賛
に
あ
ふ
れ
て

い
た
が
、
最
近
で
は
事
実
の
吟
味
に
よ
っ
て
中
国
人
の
達
成
に
つ
い
て
の
冷
め

た
評
価）
36
（

が
出
て
き
た
【
430
註
】。
ヒ
ン
ド
ゥ
ス
タ
ン
に
つ
い
て
も
状
況
は
似
て

お
り
、
観
察
者
は
ム
ガ
ル
帝
国
の
宮
廷
や
建
造
物
の
壮
麗
さ
に
圧
倒
さ
れ
が
ち

で
ジ
ョ
ー
ン
ズ
ら
東
洋
学
者
も
ア
ジ
ア
の
文
明
の
高
さ
を
過
大
評
価
し
た
が
、

ギ
ボ
ン
も
含
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
「
文
明
」
理
解
に
は
不
正
確
さ
と
変
動
が

あ
り
、
前
進
し
て
い
る
全
て
の
段
階
の
民
族
（
国
民
）
に
文
明
の
語
が
適
用
さ

れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
文
明
の
尺
度
が
形
成
さ
れ
る
の
は
正
確
な
比
較
に

よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
諸
民
族
の
相
対
的
な
位
置
が
正
確
に
マ
ー

ク
さ
れ
る
。
彼
の
こ
の
様
な
議
論
は
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
、
世
界
を
俯
瞰
・
比
較
し
て
一
つ
の
物
差
し
の
上
で
自

他
の
相
対
的
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
と
い
う
、
当
時
の
西
欧
に
現
れ
た
精
神

的
態
度
を
典
型
的
な
形
で
表
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
又
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
を
賞
賛
し
が
ち
で
あ
っ
た
理
由
と
し
て
、
当
時
実
態
が
知
ら
れ
始

め
て
い
た
「
ア
メ
リ
カ
の
野
蛮
人
た
ち
と
比
較
さ
れ
た
」
か
ら
だ
と
ミ
ル
は
説

明
し
て
い
る
が
【
430
〜
435
】、
こ
れ
も
「
俯
瞰
・
比
較
」
と
い
う
時
代
精
神
の

点
か
ら
示
唆
的
で
あ
る
。

　

更
に
ミ
ル
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
実
態
は
半
野
蛮
状
態
で
あ
る
事
が
判
明
し
た
が
、

そ
れ
を
救
う
仮
説
が
す
ぐ
に
現
れ
、
か
つ
て
彼
ら
は
高
い
文
明
を
持
っ
て
い
た

が
外
国
へ
の
従
属
に
よ
っ
て
文
明
が
停
滞
し
た
と
い
う
話
が
つ
く
ら
れ
た
と
述

べ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
根
拠
の
な
い
（
と
ミ
ル
が
判
断
す
る
）
こ
の
様
な

話
【
436
〜
437
】
が
つ
く
ら
れ
た
原
因
が
、
ム
ガ
ル
帝
国
に
よ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ス
タ

ン
の
征
服
が
北
方
諸
民
族
に
よ
る
ロ
ー
マ
帝
国
の
圧
倒
と
「
愚
か
に
も
」
同
列

視
さ
れ
た
事
に
あ
っ
た
様
だ
と
彼
が
注
記
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
彼
は
次
の
様

に
論
じ
る
。
│
│
ム
ガ
ル
帝
国
に
よ
る
征
服
は
タ
タ
ー
ル
（
モ
ン
ゴ
ル
を
指
す
）

に
よ
る
中
国
支
配
（
元
朝
）
と
比
較
し
得
る
の
で
あ
っ
て
北
方
諸
民
族
に
よ
る

ロ
ー
マ
帝
国
の
圧
倒
の
事
例
と
で
は
な
い
。
ム
ガ
ル
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
宗
教
と

制
度
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
側
が
参
入
を
認
め
な
か
っ
た
事

と
、
ム
ガ
ル
が
既
に
よ
り
啓
蒙
的
な
信
仰
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
【
438
註
】

と
。
す
な
わ
ち
ミ
ル
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
が
高
度
な
古
代
文
明
を
持
っ
て
い
た
と
い

う
の
は
根
拠
な
き
説
で
あ
り
、
ム
ス
リ
ム
征
服
者
の
方
が
高
い
文
明
を
持
っ
て

い
た
と
結
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
議
論
は
、〈
イ
ン
ド
の
莫
大
な

富
と
い
う
の
は
幻
想
で
あ
る
〉
と
い
う
彼
の
主
張
（
後
出
）
と
も
通
じ
る
。
又

ミ
ル
は
一
つ
の
政
府
の
下
に
統
一
さ
れ
る
事
が
必
ず
し
も
文
明
の
証
拠
で
は
な
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い
、
と
も
い
う
。
中
華
帝
国
・
古
代
ペ
ル
シ
ア
王
国
・
オ
ス
マ
ン
帝
国
・
野
蛮

な
ロ
シ
ア
人
も
統
一
は
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
が
統
一
さ
れ
て

い
た
か
ら
と
言
っ
て
、
彼
ら
の
間
に
今
よ
り
高
い
文
明
が
か
つ
て
あ
っ
た
と
い

う
証
拠
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
【
446
】。

　

次
い
で
ミ
ル
は
バ
ラ
モ
ン
の
専
制
に
つ
い
て
論
じ
る
が
、
こ
こ
で
も
彼
は
東

洋
の
文
明
的
高
さ
を
主
張
す
る
学
者
を
批
判
し
た
。
彼
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
専
制

と
聖プ
リ
ー
ス
ト
ク
ラ
フ
ト

職
者
の
政
略
が
法
に
よ
っ
て
歯
止
め
を
か
け
ら
れ
つ
つ
相
互
に
支
え
合
っ

て
い
る
と
い
う
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
説
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
。
ミ
ル
に
よ
れ
ば
歯
止

め
を
か
け
ら
れ
た
専
制
と
い
う
の
は
専
制
で
は
な
く
、
か
つ
聖
職
者
自
身
が
法

の
作
成
者
・
解
釈
者
で
あ
り
、
両
者
が
手
を
結
ん
で
人
民
に
暴
政
を
行
っ
て
い

る
の
が
実
態
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ル
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
に

つ
い
て
も
、
専
制
と
聖プ
リ
ー
ス
ト
ク
ラ
フ
ト

職
者
の
政
略
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
場
合
よ
り
更
に
厳
し
く

歯
止
め
を
か
け
ら
れ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
事
に
も
疑
問
を
呈
し
た
。
オ
ス
マ

ン
帝
国
に
お
け
る
そ
れ
ら
二
つ
の
弊
害
は
明
ら
か
だ
と
考
え
る
ミ
ル
に
と
っ
て
、

ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
説
は
実
態
と
か
け
離
れ
た
も
の
と
映
っ
た
か
ら
で
あ
る
【
452
〜

453
】。
但
し
同
じ
専
制
で
も
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
場
合
の
方
が
ム
ス
リ
ム
の
場
合

よ
り
程
度
が
甚
だ
し
い
と
考
え
る
点
で
は
ミ
ル
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
意
見
の
違
い

は
な
か
っ
た
【
457
註
】。

　

更
に
ミ
ル
は
ム
ス
リ
ム
征
服
者
た
ち
が
イ
ン
ド
で
莫
大
な
富
を
発
見
し
た
と

い
う
説
を
否
定
し
、
イ
ン
ド
の
大
半
の
人
々
は
貧
困
の
中
に
あ
っ
た
と
し
て
次

の
様
に
論
じ
た
。
│
│
金
銀
の
玉
座
も
貧
困
を
否
定
す
る
証
拠
と
は
な
ら
ず
、

逆
に
貴
金
属
を
見
せ
び
ら
か
す
と
い
う
願
望
こ
そ
が
貧
困
や
野
蛮
な
時
代
の
決

定
的
な
証
拠
と
言
え
る
。
ア
ク
バ
ル
帝
時
代
に
漸
く
金
銀
貨
幣
が
鋳
造
さ
れ
て

出
回
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
が
銅
銭
で
あ
っ
た
事
は
、
金
銀
が
豊
富
で

あ
っ
た
と
い
う
事
が
あ
り
得
な
い
事
を
示
し
て
い
る
。
富
と
文
明
の
印
が
理
解

さ
れ
な
か
っ
た
時
代
の
旅
行
者
の
表
面
的
な
観
察
は
当
て
に
な
ら
な
い
。

　

以
下
ミ
ル
は
、
他
の
諸
民
族
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
を
比
較
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

総
じ
て
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
方
が
統
治
と
法
の
制
度
で
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
は

る
か
に
優
っ
て
い
た
。
手
工
業
（
織
物
等
）、
優
し
さ
や
弁
論
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
劣
っ
て
い
た
が
、
戦
争
技
術
・
農
業
・
男
ら
し
さ
や
勇

気
・
誠
実
さ
の
点
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
方
が
優
っ
て
い
た
と
彼
は
述
べ
る
。

次
に
同
じ
文
明
段
階
に
あ
る
（
と
彼
が
考
え
る
）
他
の
ア
ジ
ア
諸
民
族
と
の
比

較
で
あ
る
が
、
ミ
ル
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
は
中
国
人
・
ペ
ル
シ
ア
人
・
ア
ラ
ビ
ア

人
（
こ
の
三
者
は
ア
ジ
ア
の
住
民
の
大
き
な
部
分
を
占
め
、
日
本
人
・
コ
ー
チ

シ
ナ
人
・
シ
ャ
ム
人
・
ビ
ル
マ
人
・
マ
レ
ー
人
・
チ
ベ
ッ
ト
人
は
そ
の
従
属
民

族
で
あ
る
と
ミ
ル
は
位
置
づ
け
る
）
と
ほ
ぼ
同
じ
文
明
状
態
に
あ
る
と
し
、
古

代
ペ
ル
シ
ア
人
と
同
様
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
も
古
代
以
来
変
化
に
乏
し
い
と
し

た
。
彼
は
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
の
主
要
な
習
慣
の
類
似
性
に
注
目
し
、
中
国
に
関

す
る
バ
ロ
ウ
の
記
述
を
も
と
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
中
国
人
は
科
学
技
術
の
進
歩
に

つ
い
て
は
同
程
度
だ
と
し
、
統
治
と
法
で
は
中
国
の
方
が
優
っ
て
い
る
と
す
る
。

両
者
い
ず
れ
に
お
い
て
も
科
学
よ
り
技
術
の
進
歩
の
方
が
著
し
か
っ
た
が
、
機

械
の
使
用
に
つ
い
て
は
両
者
共
に
単
純
・
未
開
で
あ
り
、
美
術
に
つ
い
て
も
顕

著
な
類
似
性
が
あ
る
と
も
述
べ
る
。
ミ
ル
は
両
者
と
も
模
倣
は
巧
み
だ
が
発
明

に
欠
け
て
い
た
と
い
う
バ
ロ
ウ
の
評
価
を
引
く
。
ま
た
両
者
と
も
不
誠
実
で
卑

怯
で
情
が
な
く
、
最
高
に
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
て
他
者
に
軽
蔑
的
で
あ
り
、
人
も
家

も
不
潔
だ
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
南
ア
ジ
ア
の
人
々
（
コ
ー
チ
シ
ナ
の
中
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国
人
・
ビ
ル
マ
人
・
ア
ッ
サ
ム
人
・
シ
ャ
ム
人
）
と
文
明
に
対
し
て
は
、
ミ
ル

は
証
言
に
基
づ
い
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
ミ
ル
が
結
論
と
し
て
古
代
民
族
に
対
し
て
低
い
評
価
を
下

し
、
専
制
下
で
は
文
明
が
発
達
す
る
は
ず
も
な
い
と
示
唆
し
て
い
る
事
で
あ
る
。

こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
民
主
主
義
の
下
で
こ
そ
文
明
は
自
由
闊
達
に
発
達
す
る

と
い
う
想
定
を
ミ
ル
が
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
ミ
ル
は
、
古
代
エ
ジ

プ
ト
の
芸
術
も
学
問
も
ギ
リ
シ
ア
が
そ
の
後
達
成
し
た
も
の
に
比
べ
る
と
未
完

成
で
あ
り
、
人
間
の
知
識
の
進
歩
と
い
う
面
か
ら
見
て
凡
庸
だ
と
い
う
あ
る
人

の
見
解
を
長
々
と
引
用
し
、
次
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
古
代
の
諸
民
族
の
高
い

達
成
度
を
否
定
し
て
い
る
事
を
紹
介
す
る
が
、
ミ
ル
が
引
用
す
る
ス
ミ
ス
の
言

自
体
は
次
の
様
な
慎
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。
│
│
古
代
諸
民
族
の
中
に
科
学
の

名
に
値
す
る
何
か
が
あ
る
か
否
か
、
ア
ナ
ー
キ
ー
自
体
よ
り
も
破
壊
的
な
専
制

が
哲
学
の
成
長
を
妨
げ
た
か
否
か
と
い
う
事
は
、
証
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

拠
が
欠
如
し
て
い
る
た
め

に
正
確
に
は
決
め
が
た
い
、
と
。
こ
れ
に
対
し
て
ミ
ル
は
次
の
様
な
趣
旨
の
コ

メ
ン
ト
で
結
ん
で
い
る
。
│
│
こ
の
問
題
を
疑
念
の
状
態
に
お
い
て
お
く
事
す

ら
妥
協
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
が
言
う
様
に
「
専
制
は
…
人
間
精
神
の
進
歩
に
と
っ

て
有
害
」
な
の
だ
か
ら
、
専
制
が
支
配
的
で
あ
っ
た
東
方
に
は
古
代
文
明
な
ど

存
在
し
な
か
っ
た
に
決
ま
っ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
は
何
故
こ
の
様
な
自
明
の
結
論

を
下
す
事
を
た
め
ら
う
の
か
、
と）
37
（

【
462
〜
480
】。

（
三
）
ム
ス
リ
ム
社
会

　

ム
ス
リ
ム
関
連
で
は
ミ
ル
は
、
第
一
巻
第
四
章
で
バ
ー
ブ
ル
の
征
服
か
ら
ム

ガ
ル
帝
国
の
終
焉
（
と
彼
が
認
識
し
て
い
る
一
七
六
〇
年
の
シ
ャ
ー
・
ア
ー
ラ

ム
二
世
の
即
位
）
ま
で
の
諸
勢
力
の
攻
防
を
記
録
し
、
第
五
章
で
ム
ス
リ
ム
征

服
者
の
文
明
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
文
明
を
比
較
し
て
い
る
が
、
以
下
で
は
そ
の
第

五
章
に
注
目
す
る
。
中
世
の
ム
ス
リ
ム
の
科
学
の
水
準
は
高
い
も
の
の
彼
ら
の

最
良
の
著
述
は
翻
訳
か
ギ
リ
シ
ア
語
の
著
述
の
引
き
写
し
で
あ
る
と
評
し
た
ミ

ル
で
あ
っ
た
が
【
379
】、
ム
ス
リ
ム
は
全
体
的
に
は
物
事
の
分
類
、
平
等
概
念
、

法
と
そ
の
実
践
、
歴
史
叙
述
等
の
点
で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
よ
り
優
れ
て
い
る
と
す
る
。

　

ム
ス
リ
ム
征
服
者
は
、
彼
ら
の
文
明
の
最
高
の
状
態
に
あ
っ
た
ア
ラ
ビ
ア
人

や
ペ
ル
シ
ア
人
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
と
ミ
ル
は
記
す
。
ミ
ル
に
よ
れ
ば
ム

ス
リ
ム
支
配
の
欠
点
は
多
々
あ
る
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
統
治
を
普
遍
的
に
特
徴
づ

け
る
欠
点
ほ
ど
で
は
な
い
。
ま
ず
ム
ス
リ
ム
の
間
の
物
事
の
秩
序
は
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
の
そ
れ
に
優
越
し
て
お
り
、
ム
ス
リ
ム
の
専
制
下
で
は
全
て
の
人
は
平

等
に
扱
わ
れ
貴
族
や
特
権
階
級
は
な
く
、
低
い
身
分
の
者
で
も
最
高
位
ま
で
日

常
的
に
上
が
れ
る
能
力
主
義
で
あ
る
。
統
治
の
機
能
も
恒
常
的
に
分
業
さ
れ
て

い
る
点
で
、
個
人
が
圧
倒
的
な
権
力
を
持
つ
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
体
制
よ
り
も
優
れ
て

い
る
。
又
ム
ス
リ
ム
征
服
者
の
男
ら
し
さ
や
良
識
が
、
専
制
が
野
蛮
に
堕
す
る

事
を
防
い
で
い
た
点
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
異
な
る
。
従
っ
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
は
ム
ス

リ
ム
統
治
か
ら
得
る
も
の
が
大
き
か
っ
た
、
と
ミ
ル
は
述
べ
る
【
628
〜
635
】。

　

次
に
ミ
ル
は
法
に
つ
い
て
比
較
す
る
が
、
結
論
と
し
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
・

ム
ス
リ
ム
法
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
の
順
に
優
劣
が
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
ム

ガ
ル
帝
国
の
ム
ス
リ
ム
法
に
は
確
か
に
欠
点
は
あ
る
が
、
ロ
ー
マ
法
や
英
国
法

と
実
際
に
比
べ
る
と
、
英
国
法
や
ロ
ー
マ
法
を
賞
賛
し
が
ち
で
あ
る
人
々
が
信

じ
て
い
る
ほ
ど
そ
の
劣
等
性
は
顕
著
で
な
い
事
が
分
か
る
、
と
ミ
ル
は
述
べ
る
。

特
権
な
ど
に
は
全
民
族
に
文
明
の
全
段
階
で
一
致
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
権
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利
を
保
証
す
る
方
式
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け
と
い
う
事
が
あ
る
。
例
え
ば
個
人

の
権
利
の
正
確
な
定
義
を
与
え
る
事
や
法
の
形
式
・
分
類
の
仕
方
に
お
い
て
は

ロ
ー
マ
法
・
英
国
法
・
ム
ス
リ
ム
法
に
大
き
な
差
は
な
い
。
但
し
ム
ス
リ
ム
法

が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
法
体
系
と
比
べ
て
ど
の
位
劣
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
を
ど
の

位
超
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
論
じ
得
な
い
、
と
ミ
ル
は
言
う
【
636

〜
639
】。

　

刑
法
に
つ
い
て
は
ム
ス
リ
ム
法
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
に
近
く
、
死
刑
が
殺
人
罪

に
限
定
さ
れ
財
産
に
対
す
る
罪
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
、
近
代
西
洋

法
、
特
に
英
国
刑
法
の
残
虐
さ
を
回
避
で
き
て
い
る
と
彼
は
見
る
。
ム
ス
リ
ム

法
の
注
釈
書
の
訳
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
に
よ
る
と
、
ム
ス
リ
ム
法
廷

は
生
命
に
関
わ
ら
ぬ
全
て
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
コ
ー
ラ
ン
（
ク
ル
ア
ー
ン
）

の
言
葉
を
実
際
の
報
復
を
す
る
と
い
う
字
義
通
り
の
意
味
に
で
は
な
く
、
傷
害

に
対
す
る
正
確
な
割
合
で
の
償
い
を
さ
せ
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
そ
う
だ
、

と
ミ
ル
は
述
べ
て
こ
の
点
に
も
注
目
す
る
。
ミ
ル
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
洗
練
さ
れ

た
考
え
方
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
の
残
虐
さ
か
ら
程
遠
い
が
、
他
方
で
は
ム
ス
リ

ム
法
に
お
け
る
最
も
残
虐
な
刑
罰
は
窃
盗
と
強
盗
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
点
で
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
と
類
似
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
、
ム
ス
リ
ム
法
の
欠

陥
と
し
て
ミ
ル
が
挙
げ
た
の
が
犯
罪
の
分
類
方
法
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
盗
ん
だ

の
が
羊
で
あ
れ
牛
で
あ
れ
同
一
の
刑
罰
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
ム
ス
リ
ム
法
で
は

異
な
る
刑
罰
を
科
す
た
め
法
の
数
が
無
数
に
な
り
か
ね
な
い
。
執
行
手
続
き
に

つ
い
て
は
、
ム
ス
リ
ム
法
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
同
様
簡
便
で
あ
る
と
ミ
ル
は
指
摘

す
る
。
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
で
は
裁
判
官
の
賄
賂
受
領
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、

賄
賂
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
様
に
手
続
き
を
複
雑
に
し
て
各
段
階
で

手
数
料
を
と
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
法
廷
で
の
カ
ー
デ
ィ
ー
と
ム
フ

テ
ィ
ー
の
分
業
、
法
廷
の
公
開
性
の
原
則
に
も
彼
は
言
及
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

証
拠
に
つ
い
て
は
ム
ス
リ
ム
法
は
概
ね
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
劣
っ
て
い
な
い
が
、

女
性
の
証
言
を
男
性
の
証
言
に
劣
る
と
す
る
点
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
劣
る
。

但
し
ム
ス
リ
ム
社
会
で
は
女
性
を
知
識
や
経
験
の
取
得
か
ら
排
除
し
て
い
る
の

で
、
女
性
が
教
育
を
受
け
ら
れ
る
社
会
に
お
い
て
よ
り
も
こ
の
規
定
の
不
適
切

性
は
少
な
い
は
ず
だ
と
彼
は
考
察
す
る
。
総
じ
て
ム
ス
リ
ム
法
に
お
け
る
証
拠

に
つ
い
て
の
法
は
、
偽
証
を
美
徳
と
す
る
事
も
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
と
は
比
べ

も
の
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
優
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
ミ
ル
の
評
価
で
あ
っ
た
。

　

宗
教
に
つ
い
て
は
、「
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
の
優
越
性
は
宗
教
の
点
に
お
い
て

全
く
議
論
の
余
地
が
な
い
」。
コ
ー
ラ
ン
の
構
成
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト

教
の
聖
典
の
知
識
が
持
ち
込
ま
れ
、
そ
の
事
に
よ
っ
て
（
コ
ー
ラ
ン
の
）
書
き

手
は
彼
の
精
神
的
未
開
状
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
い
に
利
益
を
得
た
様
に
思
わ

れ
る）
38
（

、
と
ミ
ル
は
述
べ
る
。
コ
ー
ラ
ン
に
も
ば
か
ば
か
し
い
点
は
あ
る
が
、
そ

の
ば
か
ば
か
し
さ
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
聖
典
中
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
少
な
い
、
と
い

う
の
が
彼
の
意
見
で
あ
っ
た
【
639
〜
645
】。

　

行
動
様
式
の
点
で
も
「
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
の
優
越
性
は
極
め
て
顕
著
で
あ
っ

た
」
と
ミ
ル
は
述
べ
、
ム
ス
リ
ム
の
行
動
様
式
が
人
間
の
自
然
の
平
等
に
基
づ

い
て
い
る
と
高
く
評
価
す
る
。
ム
ス
リ
ム
の
方
が
儀
式
も
簡
素
化
さ
れ
て
い
る
。

気
質
の
点
で
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
が
奴
隷
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
ム
ス
リ
ム
は
荒
く

男
性
的
な
気
性
で
あ
る
た
め
「
我
々
の
半
ば
文
明
化
さ
れ
た
先
祖
」
に
似
て
お

り
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
は
支
配
し
に
く
い
相
手
だ
と
ミ
ル
は
評
す
る
。
し

か
し
道
徳
的
性
格
に
つ
い
て
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
も
ム
ス
リ
ム
も
不
誠
実
で
、
他
者
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の
感
情
に
無
関
心
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
殆
ど
変
わ
ら
な
い
、
と
彼
は
論
じ
た
。

　

ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
芸
術
面
で
は
ム
ス
リ
ム
征
服
者
は
完
成
度
の
高
い
ペ
ル
シ

ア
芸
術
を
持
ち
込
み
、
特
に
建
築
で
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
を
は
る
か
に
凌
駕
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
遜
色
な
い
【
645
〜
647
】。
又
ム
ス
リ
ム
の
間
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

に
劣
ら
ぬ
水
準
の
科
学
が
存
在
し
た
と
も
彼
は
指
摘
す
る
。
詩
に
つ
い
て
は

「
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
」
と
「
シ
ャ
ー
・
ナ
ー
メ）
39
（

」
を
比
較
す
れ
ば
、
後
者
の
方

が
内
容
も
現
実
的
で
全
て
の
点
で
優
っ
て
い
る
が
、
ム
ス
リ
ム
の
優
越
性
が
と

り
わ
け
光
る
の
は
歴
史
叙
述
で
あ
る
と
ミ
ル
は
論
じ
た
。「
我
々
の
全
て
の
知

識
は
経
験
の
上
に
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
未
来
の
導
き
の
為
に
過
去
を
記
録

す
る
事
は
叙
述
の
技
術
の
有
用
性
が
主
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
効
果
の
一
つ
で
あ

る
。
こ
の
最
も
重
要
な
文
献
の
分
野
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
は
完
全
に
欠
落
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
の
間
で
は
、
歴
史
を
構
成
す
る
技

術
が
ア
ジ
ア
の
他
の
ど
の
地
域
よ
り
も
高
い
完
成
度
に
極
め
ら
れ
て
き
た
」

【
648
】。
こ
の
様
に
ミ
ル
が
歴
史
叙
述
に
優
れ
て
い
る
ム
ス
リ
ム
を
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

に
比
べ
て
高
く
評
価
し
た
背
景
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
的
思
考
の
伝
統
に
基

づ
く
価
値
判
断
が
あ
っ
た
事
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

考
察
・
結
び

　
『
英
領
イ
ン
ド
史
』
に
お
け
る
ミ
ル
の
イ
ン
ド
理
解
は
、
俯
瞰
・
比
較
に
よ

る
科
学
的
・
客
観
的
分
析
を
め
ざ
し
な
が
ら
西
洋
的
観
点
か
ら
の
主
観
的
理
解

を
免
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
典

を
生
活
様
式
を
包
括
す
る
も
の
と
は
捉
え
ず
、
一
神
教
で
あ
り
倫
理
規
定
が
大

き
な
部
分
を
占
め
る
キ
リ
ス
ト
教
、
及
び
ロ
ー
マ
法
・
英
国
法
と
の
対
等
な
比

較
で
そ
の
文
明
度
を
「
測
定
」
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

と
ム
ス
リ
ム
の
文
明
度
を
測
る
際
に
彼
の
参
照
基
準
と
な
っ
た
の
は
、
宗
教
に

お
け
る
人
間
中
心
の
倫
理
、
社
会
的
平
等
の
概
念
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平
等
を
含

む
）、
論
理
的
な
分
類
法
及
び
定
義
、
論
理
的
整
合
性
、
合
理
性
、
有
用
性
、

そ
し
て
「
民
主
主
義
度
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
こ
そ
が
人
類
の
普
遍
的
発
展
過

程
に
必
ず
現
れ
る
も
の
と
し
て
彼
の
「
文
明
度
測
定
作
業
」
の
統
一
的
物
差
し

に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
統
一
的
物
差
し
は
目
に
見
え
ぬ
情
感
や
散
文
の

価
値
を
測
る
様
に
は
で
き
て
お
ら
ず
、
全
て
の
も
の
の
有
用
性
を
数
量
化
・
点

数
化
し
、
イ
ン
ド
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
の
神
秘
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
は
が
し
、

屋
台
骨
に
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
眼
前
に
さ
ら
け
出
し
た
。
ミ
ル
の
こ
の
精
神
は
、

欧
米
の
民
主
主
義
国
が
ア
ジ
ア
支
配
を
深
化
さ
せ
た
際
の
自
己
正
当
化
の
論
理

を
凝
縮
し
て
お
り
、
後
の
「
ウ
ィ
ル
ソ
ン
型
外
交
」
に
も
受
け
継
が
れ
た
近
代

西
欧
知
識
人
の
ア
ジ
ア
認
識
の
祖
型
を
提
示
し
て
い
る
様
に
見
え
る
。

　

ミ
ル
が
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
よ
り
は
低
い
が
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
文
明
よ
り
は
高
く
評
価
し
た
の
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
に
お
け
る
平
等

概
念
や
倫
理
性
が
西
洋
的
価
値
観
に
合
致
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た）

40
（

。

個
人
の
精
神
が
時
代
精
神
と
無
縁
に
展
開
し
得
な
い
と
す
る
な
ら
、
後
の
イ
ン

ド
支
配
に
お
い
て
ム
ス
リ
ム
に
特
権
を
与
え
た
英
国
の
政
策
が
、
こ
の
様
な
文

明
的
価
値
判
断
を
内
包
す
る
時
代
精
神
と
全
く
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
断
言
で

き
な
い
。
又
ミ
ル
の
議
論
に
お
い
て
は
、
同
じ
ム
ス
リ
ム
で
も
ア
ラ
ブ
人
と
イ

ラ
ン
人
へ
の
評
価
が
高
く
、「
専
制
的
な
」
ト
ル
コ
人
へ
の
評
価
は
目
立
っ
て

低
い
。
こ
の
低
評
価
が
英
米
と
の
深
い
関
わ
り
の
中
で
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
解
体
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さ
れ
る
百
年
後
の
政
治
的
展
開
と
符
合
す
る
の
も
、
時
代
精
神
と
の
関
わ
り
を

考
え
る
な
ら
全
く
の
偶
然
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　

こ
の
様
に
『
英
領
イ
ン
ド
史
』
に
お
い
て
は
専
制
へ
の
忌
避

0

0

0

0

0

0

と
い
う
要
素
が

極
め
て
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
専
制
へ
の
忌
避
は
、
西
欧
で
近
代
民
主
主
義

が
萌
芽
し
育
っ
て
い
く
十
七
世
紀
以
降
の
知
識
人
の
言
説
の
中
に
顕
著
に
見
ら

れ
る
要
素
で
あ
る
が
、
西
欧
で
民
主
主
義
を
育
て
た
こ
の
精
神
が
、
西
欧
人
が

ア
ジ
ア
を
見
る
際
に
は
文
明
論
的
・
侮
蔑
的
意
味
合
い
を
帯
び
た
事
を
同
書
は

例
証
す
る
。
ミ
ル
は
専
制
下
で
文
明
が
育
つ
は
ず
は
な
い
の
で
古
代
ア
ジ
ア
に

高
度
な
文
明
が
存
在
し
た
は
ず
は
な
い
と
考
え
た
。
民
主
主
義
と
文
明
を
同
一

視
す
る
こ
の
様
な
思
考
は
後
の
「
ウ
ィ
ル
ソ
ン
型
外
交
」
に
流
れ
込
み
、
今
日

ま
で
米
国
外
交
を
支
配
す
る
思
考
の
核
と
な
っ
て
い
る
。
但
し
中
に
は
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
の
様
に
、
民
主
主
義
と
文
明
を
か
く
も
単
純
に
同
一
視
し
た
り
、

決
定
論
的
に
ア
ジ
ア
を
見
る
事
を
た
め
ら
う
知
性
が
存
在
し
た
事
も
心
に
留
め

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ミ
ル
が
他
の
集
団
を
捨
象
し
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
ム
ス
リ
ム
の
み
に
住
民
を
綺

麗
に
二
分
す
る
と
い
う
イ
ン
ド
の
「
再
定
義
」
を
躊
躇
な
く
行
っ
て
い
る
事
も
、

後
に
西
欧
諸
国
が
住
民
の
截
然
た
る
人
為
的
分
類
を
行
い
つ
つ
ア
ジ
ア
を
支
配

し
、
住
民
間
に
引
か
れ
た
境
界
線
が
政
治
化
し
て
紛
争
（
イ
ン
ド
史
で
は
「
コ

ミ
ュ
ー
ナ
ル
紛
争
」）
に
発
展
し
て
い
く
過
程
を
予
兆
さ
せ
る
。
俯
瞰
・
住
民

の
分
類
・「
正
確
な
比
較
」
に
よ
っ
て
各
集
団
の
文
明
的
な
価
値
を
項
目
ご
と

に
列
挙
し
て
い
く
ミ
ル
の
精
神
は
、
サ
イ
ー
ド
が
十
八
世
紀
以
降
の
近
代
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
源
流
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
精
神
で
あ
る
が）
41
（

、
そ
の
俯
瞰
・

分
類
・
比
較
の
精
神
は
、
例
え
ば
英
国
の
国
内
で
民
主
主
義
を
生
み
出
す
前
提

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
な
っ
た
正
に
そ
の
精
神

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
も
あ
っ
た
事
に
注
目
し
た
い）
42
（

。
す
な
わ
ち
西
欧
諸

国
に
お
け
る
民
主
主
義
の
深
化
と
ア
ジ
ア
支
配

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
二
つ
の
現
象
の
同
時
進

行
は
、
偶
然
で
も
矛
盾
で
も
な
く
、
両
者
が
俯
瞰
・
分
類
・
比
較
と
い
う
同
一

0

0

の
時
代
精
神
か
ら
生
ま
れ
た
双
子
の
現
象

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
と
い
う
事
に
よ
っ
て
説
明

し
得
る
事
が
、
同
書
に
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
ミ
ル
の
考
察
の
土
台
と
な
っ
た
の
は
現
地
経
験
者
の
充
分
な
「
量
」

の
証
言
で
あ
っ
た
。
証
言
が
多
け
れ
ば
多
い
程
正
し
い
判
断
が
で
き
る
と
彼
は

信
じ
た
が
、
最
初
の
方
で
述
べ
た
様
に
偏
見
が
混
じ
っ
た
証
言
で
あ
る
場
合
に

は
、
幾
ら
証
言
を
集
積
し
て
も
偏
見
を
強
め
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
問
題
に
自

覚
的
で
な
い
事
が
彼
の
議
論
の
欠
陥
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
今
日
の

我
々
に
と
っ
て
例
え
ば
ミ
ル
が
紹
介
す
る
、
前
述
の
現
地
住
民
の
公
徳
心
と
道

徳
の
欠
如
に
つ
い
て
の
西
欧
人
の
異
口
同
音
の
告
発
は
根
も
葉
も
な
い
「
偏

見
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
や
は
り
真
実
の
一
端
な
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。

こ
れ
ら
は
そ
れ
な
り
の
見
識
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
実
務
家
の
証
言
で
、
量
も
多

く
内
容
も
共
通
し
て
お
り
、
ム
ガ
ル
帝
国
末
期
の
政
治
の
崩
壊
が
生
み
出
し
た

現
地
社
会
の
退
廃
ぶ
り
を
伝
え
る
生
々
し
い
内
容
を
含
ん
で
い
て
容
易
に
は
斥

け
得
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
現
地
住
民
に
つ
い
て
の
西
欧
人

の
こ
の
種
の
証
言
を
、
例
え
ば
サ
イ
ー
ド
は
顧
慮
す
る
事
な
く
無
視
す
る
か
、

或
い
は
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
押
し
込
め
て
一
括
処

理
し
て
し
ま
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
植
民
地
独
立
後
、〈
現
地
住
民
の

あ
く
ど
さ
〉
と
い
っ
た
歴
史
像
は
植
民
地
支
配
の
被
害
者
像
と
し
て
は
ふ
さ
わ

し
く
な
い
た
め
、
こ
の
種
の
証
言
は
現
地
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
中
で
抹
消
さ
れ
、

敢
え
て
光
を
当
て
ら
れ
る
事
は
少
な
か
っ
た
。
だ
が
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
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偏
見
と
し
て
片
付
け
き
れ
な
い
、
か
つ
植
民
地
支
配
の
「
哀
れ
な
」
被
害
者
像

と
は
矛
盾
す
る
住
民
像
を
提
示
す
る
、
現
地
に
と
っ
て
は
不
都
合
と
も
言
え
る

か
な
り
の
量
の
同
時
代
証
言
を
、
脱
植
民
地
後
の
〈
政
治
性
を
排
し
た
ア
ジ
ア

研
究
〉
の
中
で
い
か
に
解
釈
す
べ
き
か
。
こ
う
し
た
〈
ポ
ス
ト
・
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
〉
の
課
題
を
も
、
ミ
ル
の
議
論
は
鋭
く
今
日
の
我
々
に
提
起
す
る
の
で

あ
る
。

註（
1
） Jam

es M
ill, T

he H
istory of British India, 3 V

ols, London, 1817 (N
ew
 Y
ork: 

Cam
bridge U

niversity Press, 2010). 

本
稿
で
は
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
と
の
区
別
が
明
ら
か

な
場
合
は
単
に
「
ミ
ル
」
と
記
す
事
も
あ
る
。
ま
た
本
稿
で
「
英
領
イ
ン
ド
」
と
訳
し
た

も
の
は
時
期
的
に
、
英
国
が
直
接
支
配
し
た
イ
ン
ド
帝
国
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
な
お

H
indus

の
語
は
文
脈
に
よ
っ
て
は
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
人
」
と
も
言
え
る
様
な
民
族
に
近
い

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
あ
る
用
法
で
も
使
わ
れ
て
い
る
た
め
、
大
半
を
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
」
で

は
な
く
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
」
と
訳
す
。

（
2
） 

エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
著
、
板
垣
雄
三
・
杉
田
英
明
監
修
、
今
沢
紀
子
訳
『
オ
リ
エ

ン
タ
リ
ズ
ム
』
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
、
二
二
〇
頁
。

（
3
） 

森
ま
り
子
「
民
主
主
義
の
『
西
欧
的
』
起
源
に
つ
い
て
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部

紀
要
』
第
五
六
号
、
跡
見
学
園
女
子
大
学
、
二
〇
二
一
年
三
月
刊
行
予
定
。

（
4
） 

Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
著
、
原
彬
久
訳
『
危
機
の
二
十
年
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
六
年
（
原
著

一
九
三
九
年
）、
六
七
〜
六
九
頁
な
ど
。
ハ
ン
ス
・
Ｊ
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
著
、
星
野
昭
吉
・

高
木
有
訳
『
科
学
的
人
間
と
権
力
政
治
』
作
品
社
、
二
〇
一
八
年
（
原
著
一
九
四
六
年
）、

第
三
章
な
ど
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
外
交
と
十
八
世
紀
西
欧
の
政
治
思
想
と
の
関
連
に
つ
い
て
詳

し
く
は
、
前
註
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） 

関
嘉
彦
「
ベ
ン
サ
ム
と
ミ
ル
の
社
会
思
想
」、
関
嘉
彦
責
任
編
集
『
ベ
ン
サ
ム　
Ｊ
・

Ｓ
・
ミ
ル
』（
世
界
の
名
著
49
）
所
収
、
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
年
、
二
一
・
三
七
頁
。

（
6
） 

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
著
、
朱
牟
田
夏
雄
訳
『
ミ
ル
自
伝
』
岩
波
文
庫
、
一
九
六
八
年
、
九
八

〜
一
〇
一
頁
。

（
7
） 

同
上
書
、
一
四
二
・
一
四
五
頁
。

（
8
） 

同
上
書
、
三
一
・
一
七
九
頁
。

（
9
） 

同
上
書
、
一
七
八
〜
一
七
九
頁
。

（
10
） 

以
下
『
英
領
イ
ン
ド
史
』
第
一
巻
の
頁
数
を
【
３

】
の
様
に
適
宜
示
す
。
第
一
巻
以
外

の
巻
の
場
合
の
み
【
II
│

３

】
の
様
に
ロ
ー
マ
数
字
で
巻
数
を
記
す
。

（
11
） 

俯
瞰
・
分
類
・
比
較
に
つ
い
て
詳
し
く
は
前
出
の
拙
稿
を
参
照
。

（
12
） 

比
較
を
行
う
際
に
ミ
ル
が
使
用
し
た
世
界
の
他
の
様
々
な
地
域
に
関
す
る
文
献
に
は
次

の
も
の
が
含
ま
れ
る
（
書
誌
情
報
は
省
略
）。
ギ
ボ
ン
著
『
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
史
』、
ヒ
ュ
ー

ム
著
『
英
国
史
』、
シ
ャ
ル
ダ
ン
著
『
ペ
ル
シ
ア
見
聞
記
』、
ケ
ン
ペ
ル
著
『
日
本
誌
』、
バ

ロ
ウ
『
中
国
旅
行
』（Barrow

, T
ravels in China

）、
イ
ン
カ
・
ガ
ル
シ
ラ
ー
ソ
・
デ
・

ラ
・
ヴ
ェ
ー
ガ
著
『
イ
ン
カ
皇
統
記
』
な
ど
。

（
13
） 

以
下utility

の
語
は
多
用
さ
れ
て
い
る
。「
有
用
性
」
と
訳
す
。

（
14
） 

以
下
引
用
文
中
の
傍
点
は
、
断
ら
な
い
限
り
引
用
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
15
） 

世
論
の
無
謬
性
に
関
す
る
Ｊ
・
ミ
ル
の
言
葉
は
カ
ー
が
引
用
し
て
い
る
。
カ
ー
、
前
掲
書
、

六
四
頁
。
多
数
者
へ
の
同
様
の
信
頼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
に
も
見
ら
れ
る
。

（
16
） 

サ
イ
ー
ド
、
前
掲
書
、
七
八
〜
七
九
頁
。

（
17
） 

一
七
三
二
〜
一
八
一
八
。
初
代
ベ
ン
ガ
ル
総
督
（
一
七
七
四
〜
八
五
）。
ロ
ヒ
ラ
戦
争
、

第
一
次
マ
ラ
ー
タ
ー
戦
争
、
第
二
次
マ
イ
ソ
ー
ル
戦
争
な
ど
の
責
任
者
と
し
て
、
イ
ン
ド

に
お
け
る
英
国
支
配
を
推
し
進
め
た
（
柳
澤
悠
執
筆
「
ヘ
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
」
項
、
辛
島

昇
ほ
か
監
修
『
南
ア
ジ
ア
を
知
る
事
典
』
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
、
七
二
二
頁
）。

（
18
） 

水
島
司
「
第
八
章　

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
イ
ン
ド
支
配
」、
小
谷
汪
之
編
『
南
ア

ジ
ア
史
２

』
所
収
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
三
〇
六
〜
三
一
〇
頁
。

（
19
） W

illiam
 Jones, Institute of H

indu L
aw
: or, the O

rdinances of M
enu, 
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Calcutta/London, 1796.  N
athaniel Brassey H

alhed, A
 Code of G

entoo Law
s, 

or, O
rdinations of the pundits: from

 a Persian translation, m
ade from

 the 
original w

ritten in the Sanskrit Language, London, 1776.

（
20
） 

水
島
、
前
掲
論
文
、
三
一
一
頁
。

（
21
） 

サ
イ
ー
ド
、
前
掲
書
、
二
二
・
一
二
一
〜
一
二
二
・
七
六
・
七
八
頁
。

（
22
） 

一
七
二
二
〜
一
七
八
二
。
英
国
に
よ
る
直
接
支
配
直
前
ま
で
マ
イ
ソ
ー
ル
を
約
二
十
年

間
に
わ
た
っ
て
支
配
し
た
ム
ス
リ
ム
王
。
一
七
四
九
年
マ
イ
ソ
ー
ル
王
の
下
で
義
勇
兵
と

し
て
活
躍
、
一
七
六
〇
〜
八
二
年
に
実
質
上
マ
イ
ソ
ー
ル
王
国
を
支
配
し
、
ハ
イ
ダ
ラ
ー

バ
ー
ド
の
ニ
ザ
ー
ム
及
び
マ
ラ
ー
タ
ー
と
対
抗
す
る
。
更
に
二
度
に
わ
た
っ
て
英
軍
の
侵

略
に
抗
し
た
（
マ
イ
ソ
ー
ル
戦
争
）（
重
松
伸
司
執
筆
「
ハ
イ
ダ
ル
・
ア
リ
ー
」
項
、
前
掲

『
南
ア
ジ
ア
を
知
る
事
典
』、
五
九
五
頁
）。

（
23
） 

サ
ク
ソ
ン
と
ゲ
ル
マ
ン
の
「
我
々
の
祖
先
」
は
刑
罰
の
穏
健
さ
（
死
罪
と
せ
ず
罰
金
が

多
い
）
で
最
も
突
出
し
て
い
る
が
、
窃
盗
の
場
合
は
彼
ら
の
法
は
非
人
道
的
で
あ
っ
た
と

ミ
ル
は
述
べ
て
い
る
【
150
〜
151
】。
な
お
ミ
ル
自
身
に
も
監
獄
改
革
の
論
考
が
あ
る
。J. 

M
ill, 

“Prisons and Prison D
iscipline,

” 1823, T
erence Ball ed., Jam

es M
ill: 

Political W
ritings, Cam

bridge: Cam
bridge U

niversity Press, 1992, pp.197-
224.

（
24
） 「
す
べ
て
の
棘
の
中
で
最
も
罪
深
い
、
不
正
を
働
く
金
細
工
師
を
王
は
剃
刀
で
ば
ら
ば
ら

に
切
断
さ
せ
る
べ
し
」（
渡
瀬
信
之
訳
注
『
マ
ヌ
法
典
』
平
凡
社
、
二
〇
一
三
年
、
三
四
九

頁
）。

（
25
） 「
親
族
お
よ
び
﹇
自
分
の
﹈
資
質
を
鼻
に
か
け
て
夫
を
蔑
ろ
に
す
る
﹇
他
の
男
と
交
わ
る
﹈

妻
を
、
王
は
大
勢
の
人
の
集
ま
る
場
所
で
犬
に
噛
み
つ
か
せ
る
べ
し
」「﹇
彼
女
と
交
わ
っ

た
﹈
罪
深
い
男
を
熱
し
た
鉄
の
寝
台
の
上
で
焼
か
せ
る
べ
し
。
薪
が
﹇
寝
台
の
﹈
上
に
積

み
上
げ
ら
れ
、
そ
の
上
で
罪
人
は
焼
か
れ
る
べ
し
」（
同
上
書
、
二
九
九
頁
）。

（
26
） 

こ
こ
で
Ｊ
・
ミ
ル
は
神
明
裁
判
は
日
本
で
も
見
ら
れ
る
と
し
、
根
拠
資
料
と
し
て
ケ
ン

ペ
ル
の
『
日
本
誌
』
を
挙
げ
る
【
169
】。

（
27
） 

シ
ャ
ル
ダ
ン
著
『
ペ
ル
シ
ア
見
聞
記
』
や
、Barrow

, T
ravels in China

等
を
参
照

し
て
い
る
。

（
28
） 

ミ
ル
は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
第
九
の
受
肉
か
つ
最
後
の
顕
現
が
ブ
ッ
ダ
で
あ
る
と
説
明
し

て
お
り
、
仏
教
が
東
方
で
支
配
的
に
な
っ
た
経
緯
を
説
明
し
て
い
る
【
223
】。
又
コ
ー
ル
ブ

ル
ッ
ク
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
の
複
数
の
文
献
を
も
と
に
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
と
シ
ヴ
ァ

神
を
そ
れ
ぞ
れ
信
じ
る
人
々
が
分
派
に
分
か
れ
て
い
る
と
も
記
す
【
226
註
】。
な
お
三
つ
の

神
の
中
で
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
と
シ
ヴ
ァ
神
に
人
気
が
集
ま
り
、
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
の
位
置
づ
け

が
曖
昧
で
あ
る
事
は
今
日
の
研
究
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
（
上
村
勝
彦
執
筆
「
ブ
ラ
フ

マ
ー
」
項
、
前
掲
『
南
ア
ジ
ア
を
知
る
事
典
』
七
〇
六
〜
七
〇
七
頁
）。

（
29
） 

ミ
ル
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
を
寓
話
化
す
る
人
々
が
非
難
さ
れ
得
る
な
ら
、
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
神
話
を
寓
話
化
し
て
無
理
に
整
合
性
を
確
保
す
る
事
は
お
か
し
い
、
と
い
う
趣

旨
の
事
を
付
け
加
え
て
い
る
【
234
〜
235
】。

（
30
） 

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
「
訴
訟
好
き
」
の
性
格
に
つ
い
て
も
ミ
ル
は
個
人
的
見
解
と
し
て
で
は

な
く
、「
ほ
ぼ
全
て
の
証
言
者
」
が
言
っ
て
い
る
事
と
し
て
提
示
し
て
い
る
【
310
】。

（
31
） Charles Grant

（
一
七
四
六
〜
一
八
二
三
）
は
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
で
出
世
し
、

後
に
国
会
議
員
も
務
め
た
英
国
の
政
治
家
。

（
32
） 

こ
れ
ら
の
実
務
経
験
者
の
膨
大
な
証
言
は
、
サ
イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
の

中
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
33
） 

北
欧
の
文
明
度
に
対
す
る
ミ
ル
の
評
価
は
低
い
が
、
北
欧
神
話
と
違
っ
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

に
は
合
理
的
な
倫
理
規
定
が
な
い
と
も
彼
は
述
べ
る
【
388
】。
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で

水
準
が
高
く
な
か
っ
た
北
欧
で
さ
え
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
よ
り
は
合
理
的
な
文
化
を
持
っ
て
い

た
と
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

（
34
） 

ミ
ル
は
、
ト
ル
コ
人
に
つ
い
て
は
「
全
般
に
洗
練
さ
れ
た
人
種
で
は
な
い
」
と
付
言
し

て
お
り
【
390
】、
同
じ
ム
ス
リ
ム
で
も
ア
ラ
ブ
人
や
イ
ラ
ン
人
に
比
べ
て
低
く
評
価
し
て
い

る
。

（
35
） 

天
文
学
は
ま
ず
興
味
を
持
ち
や
す
い
の
と
対
象
物
の
数
が
少
な
い
の
で
未
開
の
人
々
が
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最
初
に
育
み
や
す
い
分
野
だ
と
ス
ミ
ス
は
述
べ
て
い
る
、
と
ミ
ル
は
記
す
【
397
〜
398
】。

A
dam
 Sm
ith, 

“The H
istory of A

stronom
y,

” Essays on Philosophical Subjects 
(T
he G

lasgow
 E
dition of the W

orks and Correspondence of A
dam
 Sm
ith, 

III), O
xford: Clarendon Press, 1980.

（
36
） 

バ
ロ
ウ
の
著
作
な
ど
で
あ
る
。

（
37
） 

ミ
ル
は
実
際
に
は
こ
の
様
に
直
接
的
な
表
現
は
と
ら
ず
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
あ
る
言
い
回

し
で
婉
曲
に
表
現
し
て
い
る
。

（
38
） 

イ
ス
ラ
ー
ム
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
対
す
る
優
越
性
の
根
拠
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス

ト
教
聖
典
の
影
響
の
有
無
を
挙
げ
て
い
る
点
は
偏
見
と
言
え
よ
う
し
、
ク
ル
ア
ー
ン
に
「
書

き
手
」
を
想
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
当
時
の
典
型
的
な
偏
見
で
あ
る
。
ム
ス
リ
ム
は
ク
ル

ア
ー
ン
を
ム
ハ
ン
マ
ド
の
作
品
で
は
な
く
、
神
自
身
の
言
葉
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

（
39
） 

作
者
の
フ
ィ
ル
ダ
ウ
ス
ィ
ー
（
九
三
五
〜
一
〇
二
五
）
は
サ
ー
マ
ー
ン
朝
、
ガ
ズ
ナ
朝

期
の
ペ
ル
シ
ア
詩
人
。
特
に
ガ
ズ
ナ
朝
は
北
イ
ン
ド
に
あ
り
、
ム
ガ
ル
帝
国
も
ペ
ル
シ
ア

語
を
行
政
・
文
化
の
言
語
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ミ
ル
は
「
シ
ャ
ー
・
ナ
ー
メ
」
を
ヒ
ン

ド
ゥ
ス
タ
ン
の
ム
ス
リ
ム
征
服
者
た
ち
の
間
で
生
み
出
さ
れ
た
文
学
作
品
【
648
】
と
捉
え

た
の
で
あ
る
。

（
40
） 

他
方
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
や
ロ
シ
ア
の
人
々
を
、
西
欧
人
と
し
て
の
ミ
ル
が
下
に

見
て
い
る
事
も
注
目
さ
れ
る
。

（
41
） 「
以
上
述
べ
て
き
た
四
つ
の
要
素
│
│
拡
大
、
歴
史
的
対
決
、
共
感
、
分
類
│
│
が
、
近

代
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
特
有
の
知
的
・
制
度
的
構
造
が
拠
っ
て
立
つ
十
八
世
紀
的
思
想
の

諸
源
流
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
見
て
ゆ
く
と
お
り
、
こ
れ
ら
な
く
し
て
は
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
は
出
現
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
…
つ
ま
り
近
代
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
十
八

世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
な
か
の
、
こ
れ
ら
世
俗
化
を
促
進
す
る
諸
要
素
に
由
来
す
る
も

の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
」（
サ
イ
ー
ド
、
前
掲
書
、
一
二
三
〜
一
二
四
頁
）。

（
42
） 

詳
し
く
は
、
森
、
前
掲
論
文
を
参
照
。

（
本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
度
跡
見
学
園
女
子
大
学
留
学
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
端
で
あ
る
）


