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こ
ん
に
ち
の
日
本
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、「
奴
隷
」
や
「
奴
隷
制
」「
奴
隷
交
易
」
と
い
う
言
葉
は
時
間
的
に

も
、
空
間
的
に
も
、
ど
こ
か
遠
く
の
こ
と
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
。
人
に
よ
っ
て
は
空
想
や
妄
想
の
な
か
の
も
の
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
肯
定
的
に
捉
え
る
場
合
は
多
く
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
否

定
的
に
、
と
き
に
嫌
悪
感
、
あ
る
い
は
背
徳
感
を
伴
い
な
が
ら
そ
れ
ら
を
想
起
す
る
人
が
大
多
数
だ
ろ
う
。

　

場
所
を
変
え
る
と
、
こ
の
地
球
上
の
多
く
の
地
域
や
国
で
そ
れ
ら
は
よ
り
強
い
忌
避
感
や
嫌
悪
感
の
対
象
と
な
る
。

二
〇
一
二
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
小
学
校
で
発
生
し
た
「
奴
隷
算
数
問
題
」
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

ア
ト
ラ
ン
タ
市
郊
外
の
あ
る
小
学
校
教
諭
が
児
童
に
課
し
た
文
章
題
の
宿
題
二
〇
問
に
端
を
発
し
、
全
米
を
巻
き
込
む

議
論
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
何
が
問
題
に
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
文
章
題
に
奴
隷
が
登
場
し
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
は
た
と

え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
木
に
五
六
個
の
オ
レ
ン
ジ
が
な
っ
て
い
ま
す
。
も
し
八
人
の
奴
隷
が
そ
れ
ら
を

同
じ
数
だ
け
摘
む
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
奴
隷
は
何
個
の
オ
レ
ン
ジ
を
摘
む
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
」、「
も
し

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
が
一
日
に
二
度
叩
か
れ
る
と
し
た
ら
、
一
週
間
で
何
度
叩
か
れ
る
で
し
ょ
う
か
」。
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問
題
文
中
の
「
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
」
が
、
元
奴
隷
の
奴
隷
制
廃
止
運
動
家
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ダ
グ
ラ
ス
（
？
─
一
八
九

五
年
（
を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
た
。
学
校
が
調
査
に
乗
り
出
し
、
こ
の
教
諭
は
「
個
人
的
な
理
由
」
で

辞
職
し
た
。
彼
は
算
数
の
例
題
に
奴
隷
を
登
場
さ
せ
た
の
を
契
機
に
職
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
類
似
の
事
件
は
全
米
各

地
で
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
容
易
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
に
生
き
る
ア
フ
リ
カ
系
ア

メ
リ
カ
人
が
祖
先
探
し
を
す
る
な
か
で
奴
隷
交
易
や
奴
隷
制
の
歴
史
と
向
き
合
う
ド
ラ
マ
『
ル
ー
ツ
』（
一
九
七
七
年
放

映
（
が
一
種
の
社
会
的
現
象
と
な
り
、
現
在
で
も
繰
り
返
し
放
映
さ
れ
た
り
、
自
由
黒
人
ソ
ロ
モ
ン
・
ノ
ー
サ
ッ
プ
に

よ
る
一
八
五
三
年
発
表
の
自
伝
を
基
に
し
て
制
作
さ
れ
た
二
〇
一
四
年
公
開
の
『
そ
れ
で
も
夜
は
明
け
る
』
が
ア
カ
デ

ミ
ー
賞
を
獲
得
し
た
の
を
好
例
に
、
人
種
問
題
と
深
く
関
連
し
な
が
ら
、
合
衆
国
で
は
奴
隷
問
題
へ
の
関
心
は
非
常
に

高
く
、
常
に
敏
感
な
問
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

　

別
の
事
例
を
挙
げ
よ
う
。
合
衆
国
と
は
何
か
と
対
極
的
に
見
ら
れ
が
ち
な
ア
ラ
ブ
諸
国
も
、
奴
隷
問
題
へ
の
繊
細
さ

に
つ
い
て
は
大
差
な
い
場
合
が
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
湾
岸
へ
文
献
調
査
に
初
め
て
出
か
け
た
と
き
の
こ
と
は
、
い
ま
で
も

鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
文
書
館
に
関
す
る
確
た
る
情
報
も
伝
手
も
な
か
っ
た
私
は
、
調
査
を
始
め
る
前
に
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
見
つ
け
た
現
地
の
研
究
者
と
海
外
の
研
究
者
と
を
結
び
つ
け
る
地
元
Ｎ
Ｇ
Ｏ
団
体
の
役
員
と
面
会
し
た
。

「
奴
隷
交
易
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
」
と
ま
ず
自
己
紹
介
を
し
た
と
こ
ろ
、
即
座
に
彼
は
「
そ
れ
を
文
書
館
で
は
絶
対

に
言
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
厳
し
く
と
が
め
た
。
私
は
、
自
分
の
立
場
が
あ
る
特
定
の
見
方
に
基
づ
い
て
奴
隷
制
や
奴

隷
交
易
を
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
よ
り
広
い
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
、
そ
う
し
た
見
方
を

相
対
化
し
た
い
の
だ
と
説
明
を
加
え
た
が
、
彼
は
ま
っ
た
く
耳
を
貸
さ
な
か
っ
た
。
と
に
か
く
、
奴
隷
に
か
か
わ
る
問

題
を
調
査
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
文
書
館
は
私
に
調
査
許
可
を
出
さ
な
い
だ
ろ
う
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
文
書
館
や
政
府
に
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と
っ
て
、「
奴
隷
」
は
自
分
た
ち
の
過
去
に
は
存
在
し
な
い
も
の
な
の
だ
と
彼
は
続
け
た
。
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
大
げ

さ
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
合
衆
国
の
書
店
で
奴
隷
関
係
の
書
籍
を
見
つ
け
る
の
は
非
常
に

た
や
す
い
が
、
湾
岸
諸
国
で
は
至
難
の
業
だ
。
と
は
い
え
、
こ
の
地
域
に
奴
隷
交
易
や
奴
隷
制
が
存
在
し
て
い
た
事
実

を
否
定
す
る
研
究
者
は
ま
ず
い
な
い
。

　

結
局
、
文
書
館
で
の
調
査
は
無
事
に
行
え
、
そ
の
あ
と
、
同
じ
国
の
別
の
町

─
そ
こ
は
海
上
交
易
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
結
節
点
に
あ
り
、
奴
隷
の
流
入
も
文
書
か
ら
確
認
で
き
る

─
で
交
易
一
般
に
関
す
る
調
査
も
し
た
。
こ
こ
で
も

う
ひ
と
つ
印
象
的
な
経
験
を
し
た
。
現
地
で
で
き
た
友
人
に
ふ
と
、「
昔
、
こ
の
町
に
は
奴
隷
が
結
構
い
た
の
」
と
何

気
な
く
聞
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ま
で
笑
顔
だ
っ
た
表
情
が
素
に
戻
り
、「
い
や
、
奴
隷
な
ん
て
い
た
こ
と
が
な
い
よ
」

と
彼
は
返
答
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
答
え
の
素
っ
気
無
さ
と
表
情
の
変
わ
り
よ
う
に
、
私
は
話
題
を
急
旋
回
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。

　

上
の
ふ
た
つ
の
事
例
を
比
較
す
れ
ば
、
議
論
は
い
く
ら
で
も
尽
き
な
い
。
た
だ
、
私
が
こ
こ
で
い
い
た
い
の
は
、
奴

隷
に
関
す
る
問
題
は
世
界
中
で
い
ま
だ
非
常
に
繊
細
な
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
奴
隷
と

い
う
言
葉
に
世
界
中
は
き
わ
め
て
敏
感
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
が
「
性
奴
隷
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ

れ
た
際
の
国
際
社
会
の
反
応
は
そ
の
好
例
だ
し
、
二
〇
一
五
年
に
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
」
が
奴
隷
制
を
復
活

さ
せ
た
と
い
う
報
道
が
非
常
な
驚
き
と
反
感
と
を
も
っ
て
世
界
中
で
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
も
よ
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
、
そ
こ
で
名
指
し
さ
れ
る
奴
隷
制
と
か
奴
隷
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
実
態

と
し
て
い
か
な
る
も
の
か
を
ま
ず
吟
味
し
た
人
は
ど
れ
だ
け
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
過
敏
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
は
少
な
か
ら

ぬ
場
合
、
ま
ず
「
奴
隷
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
そ
の
言
葉
が
指
し
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示
す
具
体
的
な
内
容
そ
の
も
の
を
落
ち
着
い
て
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、「
奴
隷
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
イ
ン
パ
ク
ト
に

私
た
ち
は
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
奴
隷
」
と
い
う
言
葉
は
そ
れ
ほ
ど
に
強
い
力
を
も
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
何
も
い
ま
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
一
九
六
〇
年
代
、
国
際
連
合
の
経
済
社
会
理
事
会
の
席
上

で
、
当
時
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
で
行
わ
れ
て
い
た
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
や
そ
れ
に
追
従
す
る
政
策
を
と
っ
て
い
た
南
部

ア
フ
リ
カ
諸
国
の
諸
政
策
を
、「
奴
隷
制
の
目
に
余
る
事
例
」
と
し
て
タ
ン
ザ
ニ
ア
代
表
が
糾
弾
し
た
の
は
そ
の
ほ
ん

の
一
例
で
あ
る
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
世
界
中
で
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
う
し
た
奴
隷
に
対
す
る
一
種
の
拒
絶
反
応
は
一
体
、

ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
解
答
と
し
て
予
期
さ
れ
る
の
は
、
人
間
の
本
質
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
想
定
さ
れ

る
「
道モ

ラ
ル徳
」
や
感
情
に
そ
う
し
た
反
応
の
原
因
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。「
奴
隷
制
は
道
徳
に
反
す
る
」
と
か
、「
奴
隷

制
は
人
間
に
と
っ
て
感
情
的
に
受
け
付
け
な
い
も
の
な
の
だ
」、「
人
が
人
を
売
る
な
ん
て
、
想
像
す
ら
し
た
く
な
い
」

な
ど
な
ど
。
実
際
に
、
読
者
の
多
く
は
こ
う
し
た
答
え
に
一
定
の
安
堵
を
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
二
一
世
紀

を
生
き
る
私
た
ち
の
想
起
す
る
「
道
徳
」
が
通
時
代
的
に
、
つ
ま
り
、
人
類
の
歴
史
を
通
し
て
、
い
つ
で
も
通
用
す
る

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
私
た
ち
が
あ
る
出
来
事
や
事
物
に
直
面
し
て
抱
く
感
情
と
、
時
代
も
場
所
も
離
れ
た
人
び
と
の

そ
れ
と
の
あ
い
だ
に
違
い
が
な
い
と
す
る
前
提
は
正
し
い
の
か
。
も
し
も
道
徳
が
通
時
代
的
で
、
人
間
の
あ
る
も
の
ご

と
に
対
し
て
抱
く
感
情
が
時
代
や
場
所
に
よ
っ
て
変
化
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
で
は
、
な
ぜ
奴
隷
制
や
奴
隷
交

易
が
長
い
時
間
に
亘
っ
て
存
在
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
奴
隷
交
易
は
少
な
く
と
も
紀
元
前
二
三
〇
〇
年
頃
の
メ
ソ
ポ

タ
ミ
ア
の
粘
土
板
碑
文
に
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
と
さ
れ
る
。
奴
隷
制
や
奴
隷
交
易
は
、
地
球
上
の
多
く
の
社
会
で

大
き
な
反
感
も
呼
ば
ず
、
き
わ
め
て
長
い
時
間
に
亘
っ
て
ほ
ぼ
途
切
れ
る
こ
と
な
く
存
在
し
て
き
た
。
そ
れ
な
の
に
、
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そ
れ
ら
は
一
八
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
次
々
と
廃
止
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
急
激
な
変
化
の
な
か
に
、
こ

ん
に
ち
奴
隷
に
向
け
ら
れ
て
い
る
世
界
規
模
で
通
底
す
る
感
情
を
読
み
解
く
手
が
か
り
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
問
題
に
向
き
合
う
必
要
が
出
て
く
る
。
な
ぜ
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
ど
う

し
て
地
球
上
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で

─
奴
隷
制
や
奴
隷
交
易
が
存
続
し
て
き
た
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
時
間
に
比
し

て

─
あ
っ
と
い
う
間
に
、
そ
れ
ら
が
少
な
く
と
も
法
的
に
廃
止
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
ん
に
ち
を
生
き

る
私
た
ち
は
そ
う
し
た
過
去
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

2
　
世
界
史
的
共
通
体
験
と
し
て
の
奴
隷
廃
止
─
本
書
の
目
的

国
民
国
家
史
の
な
か
の
奴
隷
廃
止
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
の
奴
隷
廃
止

　

本
書
の
目
的
は
、
奴
隷
制
や
奴
隷
交
易
の
廃
止
（
以
下
、
特
に
区
別
す
る
必
要
の
な
い
限
り
、
双
方
を
含
め
て
奴
隷
廃
止
と

呼
ぶ
（
を
ひ
と
つ
の
世
界
史
的
な
共
通
体
験
と
し
て
再
考
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
一
国
史
と
い
う
大
き
な
障
壁
を
乗
り
越
え
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
奴
隷
廃
止
は
そ
れ
ぞ
れ

の
国
の
来
歴
を
語
る
国
民
国
家
史
の
な
か
に
深
く
埋
め
込
ま
れ
、
そ
の
国
が
誇
る
べ
き
ひ
と
つ
の
大
き
な
達
成
と
し
て

好
意
的
に
描
写
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
多
く
の

場
合
、
ヒ
ー
ロ
ー
が
い
る
。
た
と
え
ば
、「
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ
ン
カ
ン
」
と
聞
け
ば
、
読
者
の
多
く
は
「
奴
隷
解
放

宣
言
」
と
い
う
単
語
が
頭
に
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
で
あ
れ
ば
、
日
本
で
は
そ
れ
ほ
ど
知
名
度
は
高
く
な
い
が
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
（
一
七
五
九
─
一
八
三
三
年
（
を
筆
頭
に
奴
隷
廃
止
に
尽
力
し
た
「
聖セ

イ

ン

ツ

人
た
ち
」
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と
呼
ば
れ
る
人
び
と
が
い
る
。
タ
イ
で
あ
れ
ば
、
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
王
（
ラ
ー
マ
五
世
、
一
八
五
三
─
一
九
一
〇
年
（

で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
国
家
史
の
な
か
で
非
常
に
人
気
の
あ
る
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち
で
あ
り
、
奴
隷
廃
止
は
ま

さ
に
彼
ら
「
聖
人
君
子
」
の
面
目
躍
如
た
る
輝
か
し
い
功
績
と
し
て
描
か
れ
る
。

　

あ
る
い
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
に
お
け
る
奴
隷
制
廃
止
は
タ
ン
ズ
ィ
マ
ー
ト
改
革
の
一
環
と
し
て
描
か
れ
、
明
治
政
府
に

よ
る
芸
娼
妓
解
放
令
は
明
治
維
新
の
一
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
の
奴
隷
制
廃
止
も
チ
ャ
ク
リ

ー
改
革
の
一
端
で
あ
り
、
こ
う
し
た
改
革
は
、
そ
れ
ら
の
国
々
に
お
け
る
近
代
化
の
幕
開
け
で
あ
っ
た
。
奴
隷
廃
止
は

こ
の
文
脈
の
な
か
で
重
要
な
ひ
と
コ
マ
と
し
て
意
味
を
付
与
さ
れ
る
。
旧
態
依
然
と
し
た
古
い
秩
序
を
打
破
し
、
多
く

の
国
民
が
希
求
し
て
き
た
「
新
た
な
時
代
」
が
到
来
す
る
の
と
引
き
換
え
に
し
て
奴
隷
廃
止
が
あ
っ
た
の
だ
と
理
解
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
虐
げ
ら
れ
て
き
た
人
び
と
が
解
放
さ
れ
、「
自
由
」
を
獲
得
す
る
の
と
同
時
並
行
し
て
、

彼
ら
を
含
め
た
「
国
民
」
が
創
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
記
念
式
典
や
像
の
建
立
、
博
物

館
で
の
展
示
、
そ
し
て
学
校
教
育
の
場
で
も
繰
り
返
さ
れ
、「
国
民
」
の
こ
こ
ろ
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
く
。

　

一
例
を
挙
げ
よ
う
。
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
郊
外
の
ナ
コ
ー
ン
・
パ
ト
ム
に
タ
イ
蝋
人
形
館
が
あ
る
。
蝋
人
形
と
は
い
う

も
の
の
、
現
地
の
暑
さ
で
は
蝋
が
溶
け
て
し
ま
う
と
い
う
理
由
で
、
シ
リ
コ
ン
で
作
ら
れ
て
い
る
。
人
形
館
に
入
る
と

ま
ず
、
王
族
の
人
形
が
訪
問
者
を
迎
え
て
く
れ
る
。
そ
の
後
、
順
路
に
従
え
ば
、
高
僧
の
人
形
な
ど
が
陳
列
さ
れ
て
い

る
が
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
例
の
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
の
奴
隷
制
廃
止
に
関
す
る
一
連
の
人
形
群
で
あ
る
。
関
連
の

展
示
は
ふ
た
て
に
分
か
れ
、
ま
ず
、
正
装
で
玉
座
に
鎮
座
す
る
王
の
前
に
半
裸
の
人
び
と
が
ひ
れ
伏
し
た
光
景
が
示
さ

れ
る
（
図
1
（。
こ
れ
は
、
王
自
ら
が
奴
隷
た
ち
に
奴
隷
制
廃
止
を
布
告
す
る
場
面
で
あ
る
。
次
に
、
別
の
人
形
群
が

奴
隷
の
暮
ら
し
を
説
明
す
る
。
実
は
、
最
初
の
場
面
は
、
こ
の
王
が
バ
ン
コ
ク
に
建
て
た
ア
ナ
ン
タ
サ
マ
ー
コ
ム
宮
殿
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の
天
井
フ
レ
ス
コ
画
と
同
じ
構
図
で
あ
る
。
こ
の
宮
殿
は
、
の
ち
の
一
九
三
二
年
立
憲
革
命
に
よ
っ
て
国
会
議
事
堂
と

し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
を
も
つ
が
、
元
来
は
迎
賓
館
と
し
て
の
用
途
を
意
図
し
て
い
た
と
も
い
わ
れ
る
。

王
は
そ
の
フ
レ
ス
コ
画
を
誰
に
見
せ
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
博
物
館
は
学
校
遠
足
の
格
好
の

ス
ポ
ッ
ト
の
よ
う
で
、
私
が
館
を
出
る
頃
に
は
、
元
気
い
っ
ぱ
い
の
子
供
た
ち
が
リ
ア
ル
す
ぎ
る
蝋
人
形
に
ぎ
ょ
っ
と

し
た
表
情
を
見
せ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
わ
い
わ
い
と
展
示
場
に
繰
り
出
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
奴
隷
廃
止
は
国
民
の
物
語
の
な
か
の
ひ
と
コ
マ
と
し
て
、
現
在
に
生
き
る
国
民
に
と
っ
て
切
り
離
さ

れ
る
べ
き
不
可
逆
的
な
過
去
と
し
て
、
様
々
な
場
面
で
表
象
さ
れ
る
。
そ

う
や
っ
て
国
民
国
家
史
の
な
か
に
深
く
埋
め
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
枠

組
み
を
超
え
た
ス
ケ
ー
ル
で
奴
隷
廃
止
の
問
題
を
捉
え
る
こ
と
が
難
し
く

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
問
題
を
一
国
史
の
な
か
だ
け

に
留
め
て
い
て
は
、
先
に
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
各
国
や
地
域
に
お
け
る

廃
止
が
一
九
世
紀
を
中
心
と
し
た
そ
の
前
後
の
時
期
に
集
中
し
て
い
る
こ

と
を
十
分
に
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
奴
隷
制
廃
止

の
問
題
は
、
地
球
を
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
く
。

　
世
界
的
共
通
体
験
と
世
界
史
的
共
通
体
験

　

奴
隷
廃
止
を
、
人
間
が
作
り
出
し
た
仕
組
み
を
人
間
自
ら
が
そ
の
意
思

図 1　タイ蠟人形館の奴隷解放に関する展示
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に
よ
っ
て
廃
止
し
、
か
つ
、
そ
れ
が
特
定
の
集
団
に
留
ま
ら
ず
、
地
球
規
模
で
生
じ
た
現
象
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
そ
れ

は
人
類
に
と
っ
て
、
そ
の
歴
史
上
、
初
め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
人
類
の
地
球
規
模

で
の
共
通
体
験
と
し
て
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
、
コ
レ
ラ
な
ど
の
疫
病
や
天
災
、
異
常
気
象
な
ど
が
あ
る
。
近
年
の
環
境
史

の
目
覚
ま
し
い
展
開
は
、
そ
の
方
面
か
ら
の
地
球
の
一
体
性
を
如
実
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る（2
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
奴
隷

廃
止
は
き
わ
め
て
人
為
的
な
世
界
的
共
通
体
験
で
あ
っ
た
。
わ
ず
か
百
数
十
年
の
あ
い
だ
に
、
そ
れ
ま
で
各
地
で
連
綿

と
続
い
て
き
た
交
易
や
制
度
が
地
球
規
模
で
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
偶
発
的
に
世
界
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら

で
発
生
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
連
関
し
て
い
た
。
こ
の
人
類
史
上
初
の
体
験
は
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
奴
隷
制
や
奴
隷
交
易
を
少
な
く
と
も
法
的
に
容
認
す
る
社
会
は
、
こ
ん
に
ち
ほ
と

ん
ど
存
在
し
な
い
。
そ
の
よ
う
に
書
け
ば
、
一
見
、
こ
の
世
界
的
共
通
体
験
は
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
で
結
べ
そ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
私
は
こ
の
共
通
体
験
が
法
的
な
廃
止
の
実
現
を
も
っ
て
終
止
符

を
打
つ
も
の
で
は
な
く
、
こ
ん
に
ち
に
生
き
る
私
た
ち
を
取
り
巻
く
状
況
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え

て
い
る
。
本
書
で
は
、
そ
の
意
味
で
奴
隷
廃
止
を
世
界
史
的
共
通
体
験
と
し
て
捉
え
た
い
。
つ
ま
り
、
本
書
で
い
う
世0

界
史
的

0

0

0

共
通
体
験
と
は
、
奴
隷
廃
止
と
い
う
世
界
的

0

0

0

共
通
体
験
に
至
る
過
程
に
留
ま
ら
ず
、
共
通
体
験
を
得
た
の
ち
の

世
界
の
変
貌
も
含
ん
で
い
る
。

単
数
形
か
、
複
数
形
か

　

奴
隷
廃
止
が
人
間

0

0

の
意
思
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
書
い
た
。
こ
こ
で
の
人
間

0

0

と
は
単
数
形
、
複
数
形
、
ど
ち
ら
な
の

だ
ろ
う
か
。
単
数
形
な
ら
ば
、
人
間
と
は
一
枚
岩
の
も
の
で
、
何
ら
か
の
共
通
し
た
意
思
や
認
識

─
た
と
え
ば
、



9 ─ 2　世界史的共通体験としての奴隷廃止

「
奴
隷
制
は
良
心
に
基
づ
け
ば
絶
対
に
認
め
ら
れ
な
い
制
度
で
あ
る
」─
が
人
間
に
は
本
質
的
に
備
わ
っ
て
い
て
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
奴
隷
廃
止
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
含
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
あ
る
特
定
の

人
物
や
集
団
が
、
各
地
の
奴
隷
廃
止
を
導
い
た
と
い
う
こ
と
も
意
図
で
き
る
。
他
方
で
、
複
数
形
な
ら
ば
、
多
様
な
人

間
が
い
る
こ
と
を
念
頭
に
、
奴
隷
廃
止
に
つ
い
て
の
行
為
主
体
と
そ
の
思
惑
の
多
様
性
へ
と
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
に

な
る
。
本
書
の
立
場
は
後
者
で
あ
る
。
人
間
を
一
枚
岩
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
本
質
主
義
に
身
を
置
き
か
ね
な
い
。
単

数
形
で
捉
え
な
が
ら
議
論
す
る
別
の
方
法
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
い
ま
の
私
に
は
で
き
な
い
。

　

ま
た
、
廃
止
の
連
関
は
ド
ミ
ノ
倒
し
の
よ
う
に
、
あ
る
廃
止
が
別
の
廃
止
に
一
方
向
的
に
作
用
を
及
ぼ
す
類
の
も
の

で
も
な
い
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
社
会
で
廃
止
を
主
導
し
た
主
体
は
多
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
個
別
性
を

有
す
る
各
社
会
の
枠
組
み
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
廃
止
が
繰
り
ひ
ろ
げ
る
独
自
の
展
開
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
ら
に
こ
そ
、
一
国
史
な
ど
の
枠
組
み
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
厚
い
蓄
積
が
あ
る
。
本
書
は
、
確
か
に
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
目
指
す
の
だ
が
、
そ
れ
は
よ
り
小
さ
な
単
位
を
対
象
と
し
た
研
究
蓄
積
を
無
視
す
る
こ
と
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
描
く
作
業
は
、
そ
れ
ら
の
力
を
借
り
る
こ
と
な
く
し
て
は
で
き
な
い
作

業
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
事
例
を
た
だ
集
め
た
だ
け
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
で
は
な
く
、
一
国
史
な
ど
の
枠
組
み
で
は
個
別
的
に
見
え
る
廃
止
が
、
別
の
個
別
的
に
見
え
る
廃
止
と
ど
こ
で
、

い
か
に
つ
な
が
り
あ
っ
て
い
た
の
か
に
注
目
し
な
が
ら
事
例
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
書
の
重
要
な
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
多
様
な
意
思
や
意
図
を
も
ち
、
活
動
す
る
空
間
も
多
様
な
主
体
た
ち
が
、
ど
の
よ

う
に
交
錯
し
、
そ
の
よ
う
な
多
様
性
の
も
と
、
ど
の
よ
う
に
世
界
的
共
通
体
験
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
プ

ロ
セ
ス
に
自
ず
と
定
め
ら
れ
て
い
く
。
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定
義
す
る
こ
と
の
限
界（

（
（

　

先
の
単
数
形
か
複
数
形
か
と
い
う
問
い
を
、
廃
止
の
対
象
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
投
げ
か
け
た
い
。
つ
ま
り
、
世
界
各

地
の
奴
隷
制
、
あ
る
い
は
奴
隷
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
は
、
時
代
・
地
域
を
超
え
て
何
ら
か
の
共
通
性
を
有
す
る
、
つ
ま

り
単
数
形
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
対
象
だ
ろ
う
か
。
そ
う
な
ら
ば
、
奴
隷
制
や
奴
隷
に
関
す
る
普
遍
的
な
定
義
は
可
能
だ

ろ
う
。
他
方
、
共
通
性
を
抽
出
で
き
な
い
場
合
、
奴
隷
と
い
う
共
通
の
語
彙
が
充
て
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ

の
実
態
は
十
把
一
絡
げ
に
し
て
理
解
で
き
な
い
多
様
性
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、

本
書
は
後
者
の
立
場
を
と
る
。
奴
隷
制
や
奴
隷
の
実
態
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
ブ
ル
ボ
ン
朝
の
ル
イ
一
四
世
治
世

期
に
成
立
し
、
ア
フ
リ
カ
黒
人
の
使
用
方
法
な
ど
を
事
細
か
に
規
定
す
る
「
黒
人
法
典（（
（

」
や
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
朝
期
の
法

が
後
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
三
印
法
典
』
内
の
「
タ
ー
ト
法
」
の
よ
う
に
法
制
化
さ
れ
た
場
合
も
あ
れ
ば
、
イ
ン
ド
洋

各
地
の
奴
隷
制
の
よ
う
に
慣
習
法
的
に
存
在
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
奴
隷
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
で
果
た
し

た
役
割
も
異
な
る
。
単
純
労
働
力
と
し
て
の
役
割
が
重
視
さ
れ
る
社
会
も
あ
れ
ば
、
所
有
者
の
社
会
的
地
位
や
財
力
、

権
力
を
誇
示
す
る
た
め
の
威
信
財
と
し
て
奴
隷
が
用
い
ら
れ
る
社
会
も
あ
る
。
奴
隷
を
人
身
供
儀
に
用
い
る
社
会
も
あ

れ
ば
、
所
有
者
に
よ
る
生
殺
与
奪
を
厳
し
く
制
限
す
る
社
会
も
あ
る
。
解
放
率
が
高
い
社
会
も
あ
れ
ば
、
低
い
社
会
も

あ
る
。
加
え
て
、
奴
隷
が
奴
隷
を
所
有
す
る
事
態
も
、
世
界
規
模
で
見
れ
ば
決
し
て
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
果
た

し
て
、
こ
う
し
た
多
様
性
を
、
あ
る
一
個
の
定
義
の
な
か
に
詰
め
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

奴
隷
の
定
義
は
多
く
の
研
究
者
が
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
い
ま
だ
に
十
分
な
合
意
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

読
者
は
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
だ
ろ
う
か
。
想
定
で
き
る
ひ
と
つ
の
答
え
は
、「
自
由
」
と
の
対
比
を
踏
ま
え
た
定
義
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だ
ろ
う
。
一
般
に
、
解
放
さ
れ
た
奴
隷
は
「
自
由
」
を
獲
得
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
自
由
対

奴
隷
」
と
い
う
図
式
は
成
り
立
ち
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
洋
周
辺
や
ア
ジ
ア
の
諸
言
語
で
「
奴
隷
」
を
意
味

す
る
単
語
を
並
べ
て
い
く
と
、
そ
こ
で
見
え
て
く
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
そ
れ
ら
の
語
彙
が
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
本
来
的

に
「
自
由
」
の
対
義
語
で
は
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
多
様
性
で
あ
る
。
福
沢
諭
吉
が
英
語
のfreedom

を
日
本
語
で
「
自
由
」
と
翻
訳
し
た
の
を
好
例
と
し
て
、
特
に

ア
ジ
ア
諸
言
語
に
お
い
て
、「
自
由
」
と
は
近
代
以
降
に
輸
入
さ
れ
た
新
た
な
概
念
に
基
づ
く
語
彙
で
あ
っ
た（（
（

。
他
方

で
、「
奴
隷
」
と
し
て
指
し
示
さ
れ
る
人
び
と
は
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
現
代
タ
イ
語
で
「
自

由
」
に
相
当
す
る
語
は
「
イ
ツ
ァ
ラ
フ
ァ
ッ
プ
」
で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
本
来
、「
偉
大
で
あ
る
」
と
い
う
状
態
を
意

味
す
る
。
タ
ネ
ト
・
ア
フ
ォ
ン
ス
ワ
ン
に
よ
れ
ば
、
タ
イ
社
会
に
お
い
て
奴
隷
と
自
由
の
対
義
語
関
係
が
定
着
す
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
奴
隷
制
が
廃
止
さ
れ
、
不
平
等
条
約
撤
廃
の
運
動
が
展
開
さ
れ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
が
勃
興
す
る
時
代
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
宣
教
師
ら
の
影
響
を
受
け
、
よ
う
や
く
イ
ツ
ァ
ラ
フ
ァ
ッ
プ
は
奴
隷
の
対

義
語
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。

一
九
二
六
年
国
際
連
盟
奴
隷
条
約
に
お
け
る
定
義（

（
（

　

奴
隷
の
普
遍
的
な
定
義
は
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
確
立
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
、
あ

る
い
は
南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
事
例
を
念
頭
に
試
み
ら
れ
て
き
た
定
義
が
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
洋
周
辺
諸
社
会
の
事
例

に
必
ず
し
も
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
ん
に
ち
の
多
く
の
研
究
者
が
認
め
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
多
く
の
場
合
、

一
九
二
六
年
に
国
際
連
盟
で
批
准
さ
れ
た
通
称
奴
隷
条
約
の
第
一
条
を
引
い
て
、
一
応
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。
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「
奴
隷
制
度
と
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
所
有
権
に
伴
う
一
部
ま
た
は
全
部
の
機
能
が
行
使
さ
れ
る
個
人
の
地
位
ま
た
は

状
態
を
い
う（（
（

」。

　

こ
の
定
義
は
読
め
ば
読
む
ほ
ど
わ
か
ら
な
く
な
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
い
う
「
所
有
権
」
が
含
意
す
る
も
の
は
、

世
界
中
ど
こ
で
も
同
じ
だ
ろ
う
か
。
所
有
の
概
念
範
囲
の
広
さ
と
多
様
性
と
は
、
す
で
に
様
々
に
議
論
さ
れ
て
き
た（（
（

。

そ
れ
ら
を
傍
に
置
き
、
仮
に
時
間
と
空
間
の
制
約
を
超
え
て
、
人
間
社
会
に
普
遍
的
に
共
有
さ
れ
る
所
有
権
概
念
が
あ

っ
た
と
し
て
、
で
は
、
個
人
の
「
状
態
」
は
所
有
権
の
範
囲
な
の
か
。

　

上
の
定
義
は
国
際
社
会
な
る
場
所
で
最
初
に
承
認
さ
れ
た
奴
隷
の
定
義
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
決
着
が
つ
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
そ
の
後
、
様
々
な
個
人
や
集
団
が
自
ら
の
非
難
す
る
対
象
を
よ
り
強
く
糾
弾
し
よ
う
と
「
奴
隷
」
と
い
う
言

葉
で
そ
れ
を
呼
ん
で
、
奴
隷
の
概
念
を
操
作
し
て
き
た
。
先
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
を
奴
隷
制
と
呼
ぶ
の
も
そ
の
一
例
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
こ
の
繊
細
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
有
用
で
も
あ
る
「
奴
隷
」
と
い
う
単
語
に
対
し

て
、
は
じ
め
か
ら
包
括
的
な
定
義
を
与
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
定
義
の
問
題
に
議
論
を
拘
泥
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
定
義
を
し
て
本
書
の
対
象
を
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
本
来
視
野
に
入
っ
て
い
る
は
ず

の
対
象
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
る
。
ど
ち
ら
も
本
書
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

　

む
し
ろ
、
各
言
語
の
多
様
な
語
彙
に
等
し
く
「
奴
隷
」
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
い
き
、
そ
れ
ら
が
置
換
可
能
で

同
質
の
も
の
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
そ
れ
ら
が
廃
止
さ
れ
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
あ
ら
か
じ
め
定
義
を
定
め
、
個
々
の
「
奴
隷
制
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
の
定
義
に
合
致
す
る
か
を
確
認
し

た
り
、
個
々
の
事
例
か
ら
定
義
を
導
き
出
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
「
奴
隷
制
」
が
括
弧
の
外
れ
た
奴
隷
制

と
し
て
見
な
さ
れ
、
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
が
世
界
的
共
通
体
験
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
な
る
新
た
な
状
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況
を
引
き
起
こ
す
の
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
、
そ
れ
ら
に
本
書
は
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

3
　
本
書
の
方
法
論

連
関
す
る
世
界
史（

（
（

　

本
書
の
目
指
す
と
こ
ろ
を
、
方
法
論
に
関
連
さ
せ
て
も
う
少
し
具
体
的
に
説
明
し
た
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ

ー
に
お
け
る
ふ
た
つ
の
大
き
な
方
法
論
的
柱
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、「
比
較
」
と
「
連
関
」
で
あ

る
。
本
書
が
採
用
す
る
の
は
、
基
本
的
に
は
後
者
で
あ
る
。
方
法
論
と
し
て
の
「
連
関
」
は
、
近
年
で
は
「
ト
ラ
ン
ス

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
な
ど
に
細
分
化
し
出
し
て
い
る
。

　
「
連
関
」
と
は
そ
の
よ
う
に
方
法
論
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
歴
史
を
考
え
よ
う
と
す
る
際
に
き
っ
か

け
と
な
っ
て
く
れ
る
現
象
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
象
と
し
て
の
「
連
関
」
を
考
え
て
み
る
と
、「
接
続
性
」
と

「
共
時
性
」
の
ふ
た
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
浮
上
す
る
。「
接
続
性
」
と
は
、
実
際
に
人
び
と
の
あ
い
だ
で
行
わ
れ
る
有

形
・
無
形
の
交
換
や
収
奪
に
よ
っ
て
、
人
び
と
が
連
関
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
方
、「
共
時
性
」
と
は
、
た
と
え

ば
自
然
災
害
な
ど
が
そ
の
好
例
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
出
来
事
を
共
有
す
る
こ
と
で
生
じ
る
連
関
で
あ
る
。
こ
れ

か
ら
論
じ
る
世
界
史
的
な
共
通
体
験
と
し
て
の
奴
隷
廃
止
は
、
双
方
の
連
関
の
産
物
と
い
え
よ
う
。
個
々
の
廃
止
が
接

続
す
る
こ
と
で
共
時
性
が
醸
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
過
程
こ
そ
が
さ
ら
な
る
接
続
性
を
促
進
し
て

い
く
。
次
に
、
こ
の
ふ
た
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
、
本
書
の
な
か
で
の
焦
点
を
も
う
少
し
明
ら
か
に
し
た
い
。
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接
続
性

─「
想
像
力
」
が
つ
な
ぐ
世
界（

（1
（

　

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
連
関
と
は
、
多
く
の
場
合
、
接
続
性
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
。
接
続

性
は
物
質
的
な
交
換
と
し
て
想
起
さ
れ
や
す
い
が
、
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
。
接
続
性
に
関
し
て
本
書
の
鍵
に
な
る
の
は
、

自
己
か
ら
他
者
へ
投
げ
か
け
ら
れ
る
「
想
像
力
」
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
自
己
と
他
者
と
を
区
別
し
た
り
、
そ
の
距
離

を
測
ろ
う
と
す
る
想
像
力
で
あ
り
、
同
時
に
、
自
己
と
他
者
を
つ
な
い
だ
り
、
重
ね
合
わ
せ
た
り
す
る
想
像
力
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
自
己
と
他
者
と
は
、
単
数
形
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
複
数
形
の
場
合
も
あ
る
。

　
「
他
者
」
や
「
他
者
性
」
は
、
奴
隷
制
を
成
り
立
た
せ
る
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
多
く
の
研
究
で
挙
げ
ら

れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
奴
隷
が
他
者
、
あ
る
い
は
外
部
者
と
し
て
ホ
ス
ト
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
続

け
る
こ
と
が
、
奴
隷
制
の
成
立
・
維
持
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る（（（
（

。
た
だ
し
、
こ
の
見
解
に
は
、
ア
フ
リ
カ
史

や
イ
ン
ド
洋
海
域
史
、
東
南
ア
ジ
ア
史
の
立
場
か
ら
反
論
が
唱
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
対
象
と
す
る
社
会
で
は
、

奴
隷
は
ホ
ス
ト
社
会
に
同
化
さ
せ
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
と
指
摘
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
社
会
で
も
、
奴
隷
化

の
契
機
に
お
い
て
は
他
者
性
が
重
要
な
要
素
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
あ
い
だ
で

は
、
同
じ
宗
教
を
信
仰
す
る
者
を
奴
隷
に
す
る
こ
と
は
、
心
理
的
に
も
、
法
的
に
も
避
け
ら
れ
て
き
た
。
と
は
い
え
、

奴
隷
は
常
に
別
社
会
か
ら
連
れ
て
こ
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
同
一
社
会
の
内
部
で
も
、
奴
隷
が
誕
生
す
る
契
機
は
あ

る
。
懲
罰
や
債
務
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
の
社
会
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
規
則
に
外
れ
た
り
、
履
行
す
べ
き
約
束
を

履
行
で
き
な
か
っ
た
り
と
い
う
規
範
か
ら
の
逸
脱
者
は
、
そ
の
社
会
に
お
い
て
一
種
の
他
者
と
し
て
想
起
さ
れ
、
奴
隷

化
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
他
者
性
と
は
想
像
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
奴
隷
制
の
発
生
や
維
持
、

奴
隷
化
に
他
者
性
が
大
き
な
貢
献
を
し
て
き
た
な
ら
ば
、
奴
隷
廃
止
が
な
さ
れ
る
う
え
で
は
、
誰
か
を
自
己
と
は
ま
っ



15 ─ （　本書の方法論

た
く
か
け
離
れ
た
他
者
と
し
て
想
起
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
誰
か
を
自
己
と
同
一
の
分
類
の
な
か
に
想
起
す
る
想
像

力
が
重
要
だ
っ
た
と
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
本
書
で
扱
う
事
例
か
ら
は
、
自
己
と
複
数
の
他
者
の
塊
と
し
て
の
世
界
と
の
距
離
を
測
ろ
う
と
す
る
想
像
力

も
見
出
せ
そ
う
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
奴
隷
廃
止
が
本
格
化
す
る
一
九
世
紀
は
、
い
わ
ゆ
る
国
際
社
会
と

い
う
も
の
が
地
球
規
模
に
拡
大
し
て
い
く
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ

に
ふ
さ
わ
し
い
と
認
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
奴
隷
廃
止
は
そ
の
重
要
な
条
件
と
な
っ
た
。
国
際
社
会
の
内
側
に
い
る

人
び
と
に
と
っ
て
、
な
ぜ
奴
隷
廃
止
が
そ
の
外
側
に
い
る
誰
か
を
そ
こ
に
受
け
入
れ
る
重
要
な
条
件
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
問
題
は
特
に
第
（
章
後
半
の
焦
点
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
想
像
力
だ
け
を
頼
り
に
し
て
奴
隷
廃
止
の

歴
史
を
書
き
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
書
で
は
そ
こ
か
し
こ
で
登
場
す
る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。

共
時
性

─
一
九
世
紀
の
大
い
な
る
矛
盾（

（1
（

　

共
時
性
な
る
も
の
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
接
続
性
を
媒
介
に
作
り
出
さ
れ
て
い
く
点
に
加
え
、
奴
隷
廃
止
が
世
界
的

共
通
体
験
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
い
く
時
代
、
そ
れ
と
相
矛
盾
す
る
よ
う
な
別
の
共
時
的
現
象
が
並
行
し
て
い
た
こ
と

は
無
視
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
熱
帯
や
亜
熱
帯
の
地
域
を
中
心
と
し
た
労
働
力
需
要
の
著
し
い
増
加
で
あ
る
。

イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
議
論
す
る
よ
う
な
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
論
に
基
づ
け
ば
、
こ
の
時
期
、
世

界
は
よ
り
一
体
化
し
、
ヒ
ト
や
モ
ノ
の
流
通
量
が
増
大
す
る
と
同
時
に
、
生
活
の
均
質
化
に
よ
っ
て
「
世
界
商
品
」
の

需
要
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
。
砂
糖
や
コ
ー
ヒ
ー
、
香
辛
料
や
茶
は
、
ど
れ
も
そ
の
生
産
に
奴
隷
や
そ
れ
に
類
似
し
た

立
場
の
人
び
と
が
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
、
生
産
量
が
爆
発
的
に
増
加
し
た
世
界
商
品
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
す
る
旺
盛
な
消
費
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
砂
糖
の

消
費
量
は
一
八
〇
〇
年
代
に
は
三
億
重
量
ポ
ン
ド
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
が
、
一
八
五
二
年
に
は
そ
の
三
倍
強
の
一
〇
億
重

量
ポ
ン
ド
に
達
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
植
民
地
化
が
世
界
の
各
地
で
進
展
し
、
そ
の
支
配
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
建
設
も
各
地
で

喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
鉄
道
の
敷
設
や
港
湾
の
整
備
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
よ
り
多
く
の
労
働
力
が
、

よ
り
集
約
的
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
多
く
の
場
所
に
お
い
て
、
労
働
力
需
要
を
そ
れ
ま
で
満
た
し
て
き
た

の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
奴
隷
た
ち
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
奴
隷
廃
止
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

労
働
力
需
要
が
奴
隷
廃
止
後
も
各
地
で
継
続
・
増
大
し
て
い
た
の
は
疑
い
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
英
領
東
ア
フ
リ
カ
に

敷
設
さ
れ
た
ウ
ガ
ン
ダ
鉄
道
に
は
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
〇
二
年
ま
で
の
あ
い
だ
、
四
万
人
近
く
の
労
働
者
が
は
る
ば

る
イ
ン
ド
亜
大
陸
か
ら
投
入
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
労
働
力
需
要
の
増
加
と
、
そ
れ
ま
で
の
労
働
力
供
給
・
維
持
を
担
っ
て
い
た
奴
隷
交
易
・
奴
隷
制
の
廃
止
と
は

大
い
な
る
矛
盾
を
形
成
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
指
摘
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
念
頭
に
置
け
ば
、
あ
ま

り
意
味
の
な
い
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
奴
隷
制
は
経
済
的
な
効
率
が
悪
く
、
自
由

意
思
を
も
つ
賃
金
労
働
者
の
ほ
う
が
よ
り
効
率
が
高
か
っ
た
ゆ
え
に
、
奴
隷
制
が
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以
来
、
奴
隷
制
反
対
の
立
場
か
ら
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
有
力
な
言
説
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
経
済
効
率
の
観
点
か
ら
は
、
奴
隷
制
が
消
滅
す
る
の
は
あ
る
種
の
必
然
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
見
解
に
は
多
様
な
反
論
が
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、
事
実
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
最
後
ま
で
奴
隷
制
廃

止
に
反
対
し
た
の
は
奴
隷
を
用
い
る
西
イ
ン
ド
諸
島
の
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
影
響
下
に
身
を
置
い
た
議
員
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た
ち
で
あ
っ
た
（
第
（
章
参
照
（。
経
済
的
な
効
率
を
重
ん
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
彼
ら
は
い
ち
早
く
奴
隷
廃
止
に
転

じ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
奴
隷
制
廃
止
が
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
と
っ
て
経
済
的
な
自
殺
行
為
で
あ

っ
た
と
す
る
研
究
も
、
実
証
研
究
の
精
度
が
上
が
っ
て
い
る
現
在
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
奴
隷
制

を
廃
止
し
た
こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
植
民
地
産
農
作
物
は
国
際
的
競
争
力
を
大
き
く
減
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
奴
隷
は
、
家
事
な
ど
の
仕
事
を
担
う
家
内
奴
隷
を
好
例
に
、
ど
こ
に
お
い
て
も
経
済
的
な
利
益
の
た
め

に
所
有
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
社
会
で
奴
隷
は
単
な
る
労
働
力
以
外
の
価
値
も
も
っ
て
い
た
。
奴
隷
が

も
つ
単
純
労
働
力
を
超
え
た
機
能
の
多
様
性
と
、
そ
う
し
た
奴
隷
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
で
長
い
時
間
に
亘
っ
て
存
在
し

て
き
た
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
奴
隷
制
を
労
働
の
一
形
態
と
し
か
捉
え
ず
、
廃
止
の
意
義
を
制
度
的
移
行
の
な
か
に
落

と
し
込
め
て
し
ま
う
こ
と
で
、
多
く
の
問
題
が
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
飢
饉

や
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
で
生
存
が
難
し
く
な
っ
た
個
人
に
対
し
て
、
奴
隷
制
は
生
存
可
能
性
を
高
め
さ
え
し
て
き
た
。
つ

ま
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
自
分
を
奴
隷
と
し
て
所
有
し
て
く
れ
る
人
が
見
つ
か
れ
ば
、
そ
れ
は
多
く
の

場
合
、
衣
食
住
の
確
保
を
意
味
し
、
生
命
の
危
機
か
ら
は
少
な
く
と
も
脱
し
た
の
と
同
然
だ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
負
債

の
返
済
が
困
難
な
人
物
が
返
済
の
代
わ
り
に
奴
隷
と
な
る
事
例
は
、
と
り
わ
け
東
南
ア
ジ
ア
で
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。

奴
隷
交
易
や
奴
隷
制
が
そ
う
し
た
セ
ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
の
機
能
を
あ
る
社
会
に
お
い
て
果
た
し
て
き
た
と
す
れ
ば
、

奴
隷
廃
止
は
そ
の
社
会
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

奴
隷
と
い
う
の
は
そ
の
所
有
者
の
言
い
な
り
に
な
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
一
般
に
は
流
布
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
多

く
の
場
合
、
歴
史
的
な
実
態
か
ら
き
わ
め
て
大
き
く
か
け
離
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は
、
奴
隷
は

確
か
に
所
有
者
の
財
産
で
あ
り
、
そ
れ
は
家
畜
と
同
じ
く
「
声
を
発
す
る
財
産
」
で
あ
っ
た
も
の
の
、
所
有
者
は
奴
隷
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の
衣
食
住
に
責
任
を
有
し
、
人
間
と
し
て
の
最
低
限
の
生
活
を
保
障
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
生
殺
与
奪
の
権
利
は
も
ち

ろ
ん
な
く
、
過
度
の
懲
罰
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
支
配
す
る
社
会
の
み
な
ら
ず
、
世
界
中
の
多
く
の

社
会
で
は
、
奴
隷
の
衣
食
住
を
満
た
す
こ
と
は
所
有
者
の
い
わ
ば
義
務
で
あ
り
、
そ
れ
を
怠
れ
ば
社
会
的
な
地
位
は
著

し
く
低
下
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
中
東
や
ア
フ
リ
カ
大
陸
東
部
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
あ
い
だ
で
は
、
み

ず
か
ら
の
家
で
生
ま
れ
た
奴
隷
を
売
却
す
る
こ
と
は
大
変
な
不
名
誉
と
さ
れ
て
い
た
。
奴
隷
と
は
、
所
有
者
が
養
い
、

立
派
な
人
間
に
育
て
る
べ
き
対
象
と
し
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
対
象
を
売
却
す
る
行
為

は
、
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
な
要
請
を
無
視
し
、
所
有
者
に
課
せ
ら
れ
た
暗
黙
裡
の
義
務
を
放
棄
す
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
そ
の
所
有
者
の
社
会
的
な
地
位
、
名
声
、
名
誉
を
大
き
く
傷
つ
け
る
に
十
分
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
、
奴
隷
制
と
は
、
私
た
ち
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
裏
腹
に
、
多
く
の
場
合
、
現
実
の
社
会
に
深
く
根
差
し
、

と
き
に
奴
隷
と
な
る
人
び
と
の
生
存
の
問
題
に
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
、
非
常
に
長
い
時
間
を
ま
た
い
で
存
在
し
て
き

た
制
度
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
奴
隷
制
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
や
合
衆
国
の
場
合
、
表
に
裏
に
大
衆
の
サ
ポ
ー
ト
が
奴
隷
廃
止
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
（
第

2
章
、
第
（
章
参
照
（。
た
と
え
ば
、
後
者
で
は
、「
地
下
鉄
道
」
と
呼
ば
れ
る
援
助
組
織
が
逃
亡
奴
隷
の
逃
避
行
を
支

え
た
が
、
そ
れ
は
非
合
法
な
行
為
と
も
な
る
。
彼
ら
の
運
動
に
内
包
さ
れ
る
熱
狂
的
な
情
熱
は
、
単
に
労
働
制
度
の
移

行
に
廃
止
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
収
れ
ん
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
た
ち
ま
ち
視
界
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
彼
ら

は
そ
ん
な
に
も
懸
命
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
れ
ば
、
解
放
さ
れ
た
奴
隷
た
ち
が
自
ら
の
身
を
置
く

労
働
市
場
に
い
ず
れ
流
入
す
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
十
分
に
想
定
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
に
そ
れ
は
現
実
の
も
の
と



19 ─ （　本書の方法論

な
る
。
奴
隷
廃
止
に
賛
成
し
て
い
た
労
働
者
た
ち
は
元
奴
隷
た
ち
と
労
働
市
場
で
競
合
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
過
程

で
、
屈
折
し
た
形
で
白
人
意
識
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
、
世
界
規
模
で
大
い
な
る
矛
盾
が
進
行
し
て
い
た
。
こ
の
矛
盾
も
ま
た
奴
隷
廃
止
と
共
時

的
な
現
象
で
あ
る
な
ら
ば
、
廃
止
の
問
題
そ
れ
だ
け
を
取
り
出
し
、
一
種
の
無
菌
状
態
の
な
か
で
そ
の
展
開
を
追
う
の

で
は
な
く
、
双
方
の
相
克
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
奴
隷
制
や
奴
隷
交
易
が
廃
止
さ
れ
て
い
っ
た
の

か
、
つ
ま
り
、
奴
隷
廃
止
が
、
こ
の
大
い
な
る
矛
盾
を
形
成
す
る
も
う
片
方
の
諸
問
題
と
ど
の
よ
う
な
相
互
作
用
を
生

み
出
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
立
ち
向
か
う
必
要
が
出
て
く
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
本
書
を
奴
隷
廃
止
が
達
成
さ
れ

た
時
点
で
終
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
奴
隷
廃
止
を
世
界
史
的
共
通
体
験
と
し
て
叙
述
す
る
た
め
に
は
、
奴
隷
廃
止
後
、

大
い
な
る
矛
盾
が
い
か
な
る
世
界
を
育
ん
で
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
（
第
（
章
、

終
章
（。

関
連
す
る
既
往
研
究
と
本
書
の
構
成（

（1
（

　

既
存
の
研
究
と
の
対
比
の
な
か
で
本
書
の
位
置
づ
け
を
も
う
少
し
確
か
な
も
の
に
し
て
か
ら
、
序
章
を
終
え
た
い
。

世
界
各
地
の
奴
隷
廃
止
に
関
す
る
研
究
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
し
か
し
、
地
球
規
模
で
こ
の
問
題
を
考
え
よ
う
と

す
る
研
究
の
数
は
い
ま
だ
そ
う
多
く
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
奴
隷
制
廃
止
が
一
国
史
に
お
い

て
与
え
ら
れ
て
き
た
地
位
の
高
さ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
一
国
史
の
枠
組
み
を
乗
り
越
え
て
こ
の
問
題
を
捉
え

よ
う
と
す
る
試
み
が
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
九
三
年
に
出
さ
れ
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ク
ラ
イ
ン
編
集

の
『
鎖
を
壊
す
こ
と

─
近
代
ア
フ
リ
カ
と
ア
ジ
ア
の
奴
隷
制
、
拘
束
、
そ
し
て
解
放
』
は
そ
の
嚆
矢
で
あ
る
。
ク
ラ
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イ
ン
は
そ
の
序
文
で
奴
隷
解
放
の
世
界
史
を
提
唱
し
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
各
地
の
奴
隷
制
廃
止
に
関
す
る
各
論
を
収

録
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
類
書
の
論
文
集
が
複
数
、
刊
行
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
で
取
り
扱
わ
れ
る
事
例

は
、
ク
ラ
イ
ン
の
提
唱
に
反
し
て
環
大
西
洋
地
域
に
偏
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
環
イ
ン
ド
洋
地
域
に
関
す
る
奴
隷
研

究
が
進
展
し
て
お
り
、
従
来
の
大
西
洋
中
心
の
奴
隷
理
解
に
一
石
を
投
じ
て
い
る
。
こ
の
分
野
で
も
奴
隷
廃
止
の
問
題

を
扱
う
論
文
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
今
度
は
対
象
と
す
る
事
例
が
環
イ
ン
ド
洋
地
域
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
。 

　

奴
隷
廃
止
の
世
界
的
共
通
体
験
に
お
い
て
、
大
西
洋
を
股
に
か
け
た
交
流
が
果
た
し
た
役
割
が
き
わ
め
て
大
き
い
の

は
確
か
で
あ
る
（
第
1
章
、
第
2
章
（。
西
洋
世
界
の
奴
隷
制
と
廃
止
に
関
し
て
多
く
の
著
作
が
あ
る
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・

デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ア
メ
リ
カ
の
ク
エ
イ
カ
ー
た
ち
が
イ
ギ
リ
ス
の
廃
止
論
者
に
影
響
を
与

え
、
イ
ギ
リ
ス
の
廃
止
論
者
が
ア
メ
リ
カ
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
ア
メ
リ
カ
の
廃
止
論
者
が
ブ
ラ
ジ
ル
の
改
革
者
た
ち
に

影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る（（1
（

」。
大
筋
で
は
間
違
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
の
視
座
を
環
大
西
洋
地
域
だ
け
に
留
め
る

こ
と
に
は
賛
同
し
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
連
関
が
ま
さ
に
地
球
規
模
で
進
展
し
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し
、

彼
の
指
摘
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
果
た
し
て
彼
の
言
葉
に
続
き
を
書
き
足
せ
ば
事
が
足
り
る
の
だ
ろ

う
か
。

　

ま
た
、
本
書
は
ホ
ワ
ー
ド
・
テ
ン
パ
リ
ー
の
次
の
言
及
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
。
環
大
西
洋
地
域
の
み
な
ら
ず
、

ア
フ
リ
カ
大
陸
や
英
領
イ
ン
ド
の
事
例
を
含
ん
だ
論
文
集
を
編
纂
し
た
彼
は
、
奴
隷
制
廃
止
を
「
異
論
は
あ
れ
ど
、
歴

史
を
通
し
て
の
人
道
主
義
の
最
高
の
到
達
で
あ
る
」
と
評
価
す
る（（1
（

。
こ
れ
を
皮
肉
で
は
な
く
、
文
字
通
り
に
受
け
止
め

る
べ
き
な
ら
ば
、
こ
れ
に
は
大
い
に
異
論
が
あ
る
。
結
果
だ
け
を
眺
め
れ
ば
、
こ
の
評
価
に
首
肯
で
き
そ
う
に
思
え
る
。

確
か
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
民
衆
の
大
規
模
な
請
願
運
動
に
後
押
し
さ
れ
て
、
議
会
が
奴
隷
交
易
廃
止
の
決
議
を
し
て
以
降
、
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世
界
の
各
地
で
奴
隷
制
や
奴
隷
交
易
が
廃
止
さ
れ
て
い
っ
た
。
彼
が
専
門
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
（
帝
国
（
史
の
文
脈
で
は
、

人
道
主
義
的
な
主
張
や
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
動
を
起
こ
し
た
人
び
と
の
貢
献
が
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
し
、
現
代
イ
ギ

リ
ス
で
は
奴
隷
廃
止
の
歴
史
的
意
義
は
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
奴
隷
廃
止
が
世
界
史
的
な
共
通
体
験
に
な
っ

て
い
く
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
追
っ
て
い
け
ば
、
す
ぐ
に
テ
ン
パ
ー
リ
ー
の
評
価
に
首
肯
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
。
た
と

え
ば
、
一
八
六
〇
年
代
以
降
に
本
格
化
す
る
英
王
立
海
軍
に
よ
る
ア
フ
リ
カ
大
陸
東
部
沿
岸
沖
で
の
奴
隷
交
易
監
視
活

動
は
、
目
覚
ま
し
い
成
果
を
挙
げ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
奴
隷
を
積
ん
だ
ダ
ウ
船
も
、
積
ん
で
い
な
い
ダ
ウ
船
も
見
境

な
く
拿
捕
、
破
壊
し
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
事
実
、
こ
の
監
視
活
動
に
参
加
し
た
あ
る
艦
長
は
回
想
録
の
な

か
で
、
自
分
た
ち
の
無
差
別
な
拿
捕
や
破
壊
が
王
立
海
軍
の
規
定
に
基
づ
い
た
報
奨
金
目
当
て
の
行
為
で
あ
っ
た
こ
と

を
認
め
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
奴
隷
交
易
監
視
活
動
と
人
道
主
義
と
は
い
か
に
整
合
す
る
の
だ
ろ
う
か
（
第
（

章
参
照
（。
ま
た
、
明
治
政
府
に
よ
る
芸
娼
妓
解
放
令
の
布
告
の
過
程
を
観
察
す
れ
ば
、
そ
こ
に
人
道
主
義
的
立
場
が

貫
か
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
こ
と
も
同
じ
く
容
易
で
は
な
い
（
第
（
章
参
照
（。

　

テ
ン
パ
ー
リ
ー
の
指
摘
と
そ
れ
へ
の
異
論
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
時
点

の
人
道
主
義
が
対
象
と
す
る
範
囲
と
現
代
の
私
た
ち
が
理
解
す
る
そ
の
対
象
範
囲
の
相
違
を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は

じ
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
傾
聴
に
値
す
る
批
判
だ
が
、
こ
の
ふ
た
つ
が
ま
っ
た
く
何
の
接
点
も
な
い
別
の
も
の
同

士
で
あ
る
と
想
定
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
双
方
が
何
ら
か
の
関
係
性
の
な
か
に
あ
る
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
だ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
、
や
は
り
、
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
十
分
に
意

識
的
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
奴
隷
廃
止
に
込
め
ら
れ
た
意
思
や
意
図
は
時
代
の
進
展
と
と
も
に
、
ま
た
多
様
な
人
び
と

が
そ
こ
に
関
与
す
る
な
か
で
多
様
化
し
て
い
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
本
書
で
は
注
意
深
く
観
察
し
て
い
き
た
い
。
も
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し
も
そ
う
し
た
変
化
や
多
様
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
人
道
主
義
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
意
思
や
意
図
が
あ
る
社
会
に

お
け
る
奴
隷
廃
止
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
た
事
例
が
集
積
さ
れ
れ
ば
、
奴
隷
廃
止
と
い
う
世
界
的
共
通
体
験
の
功
績
を

人
道
主
義
だ
け
に
容
易
に
捧
げ
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
ま
た
、
人
道
主
義
が
こ
の
世
界
的
共
通
体
験
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
の
な
ら
ば
、
廃
止
後
の
世
界
に
も
そ
の
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
果
た
し
て
ど
う

だ
ろ
う
か
。
こ
ん
に
ち
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
こ
の
世
界
的
共
通
体
験
か
ら
延
び
る
ど
の
よ
う
な
延
長
線
上
に
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
を
単
純
に
ひ
と
こ
と
で
ま
と
め
る
こ
と
も
私
に
は
で
き
な
い
。
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

そ
の
答
え
は
奴
隷
廃
止
を
世
界
史
的
共
通
体
験
と
し
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
叙
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
出
し
え
な

い
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
ろ
そ
ろ
本
論
に
移
ろ
う
。

（
1
（　Jean A

llain, Slavery in International Law
: O

f H
um

an E
xploitation and T

raffi
cking, Leiden: M

artinus N
i- 

jhoff, 201（, pp. 1（（-1（1.; A
dolf Leo O

ppenheim
, A

ncient M
esopotam

ia: Portrait of a D
ead Civilization, rev. 

Erica Reiner, Chicago: U
niversity of Chicago Press, 1（（（, p. 2（2.; Jack Goody, 

“Slavery in T
im

e and Space,

” 
in Jam

es L. W
atson 

（ed.

（, A
sian and A

frican System
s of Slavery, Berkeley: U

niversity of California Press, 
1（（0, p. 1（.; https://abcnew

s.go.com
/blogs/headlines/2012/01/teacher-w

ho-assigned-m
ath-hom

ew
ork- 

w
ith-slavery-questions-resigns; https://w

w
w

.riverfronttim
es.com

/new
sblog/201（/12/0（/m

issouri-school-
investigating-slave-trade-hom

ew
ork-assignm

ent; http://nypost.com
/201（/02/22/m

idtow
n-teacher-includes-

questions-about-slavery-in-elem
entary-school-m

ath-hom
ew

ork/

（
最
終
確
認
日
二
〇
二
〇
年
九
月
二
六
日
（。

（
2
（　

近
年
の
日
本
語
に
よ
る
環
境
史
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
池
谷
和
信
編
『
地
球
環
境
史
か
ら
の
問
い

─
ヒ
ト
と
自
然
の
共

生
と
は
何
か
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
水
島
司
編
『
環
境
と
歴
史
学

─
歴
史
研
究
の
新
地
平
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
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〇
年
を
参
照
。

（
（
（　T

hanet A
phornsuvan, 

“Slavery and M
odernity: Freedom

 in the M
aking of M

odern Siam
,

” in A
nthony 

Reid 

（ed.

（, A
sian Freedom

s: T
he Idea of Freedom

 in E
ast and Southeast A

sia, Cam
bridge: Cam

bridge U
. 

P., 1（（（.
（
（
（　

黒
人
法
典
と
そ
の
も
と
で
の
奴
隷
使
用
の
具
体
的
な
実
態
に
つ
い
て
は
、
浜
忠
雄
『
ハ
イ
チ
革
命
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
』
北

海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
八
年
、
一
四
─
三
四
頁
（
同
、
三
〇
三
─
三
〇
七
頁
に
は
黒
人
法
典
の
抄
訳
が
収
録
（、
小

川
了
『
奴
隷
商
人
ソ
ニ
エ

─
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
奴
隷
交
易
と
ア
フ
リ
カ
社
会
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
六
五
─

七
六
頁
、
浜
忠
雄
『
カ
リ
ブ
か
ら
の
問
い

─
ハ
イ
チ
革
命
と
近
代
世
界
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
三
九
─
四
五
頁
を

参
照
。

（
（
（　

現
代
日
本
語
に
お
け
る
「
自
由
」
は
、
福
沢
諭
吉
が
『
西
洋
事
情
』
初
編
（
一
八
六
六
年
刊
行
（
の
な
か
で
、
そ
の
翻
訳

に
腐
心
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
以
降
、
自
由
民
権
運
動
な
ど
の
展
開
の
な
か
で
、
そ
の
意
味
内
容
と
と
も
に
、

徐
々
に
浸
透
し
て
い
っ
た
（
小
堀
桂
一
郎
『
日
本
人
の
「
自
由
」
の
歴
史

─「
大
宝
律
令
」
か
ら
「
明
六
雑
誌
」
ま
で
』
文

藝
春
秋
、
二
〇
一
〇
年
、
王
暁
雨
「
近
代
日
中
に
お
け
る
翻
訳
事
業
と
思
想
受
容

─「
自
由
」
を
実
例
と
し
て
」『
関
西
大

学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
四
八
、
二
〇
一
五
年
、
一
七
六
─
一
八
一
頁
（。
た
だ
し
、freedom

を
「
自
由
」
と
訳
し
た
の

は
福
沢
が
最
初
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
最
初
の
本
格
的
な
英
和
辞
典
と
し
て
知
ら
れ
る
堀
達
之
介
編
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞

書
』（
一
八
六
二
年
刊
行
（
で
は
す
で
にfree
を
「
自
由
ナ
ル
。
應
真
ナ
ル
。
易
キ
。
障
ナ
キ
」
と
訳
語
が
宛
て
ら
れ
て
い

る
し
（
堀
達
之
介
編
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
江
戸
、
一
八
六
二
年
、
三
一
五
頁
（、
オ
ラ
ン
ダ
語
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
ラ
テ

ン
語
の
翻
訳
に
際
し
て
「
自
由
」
の
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
（
柳
父
章
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、

一
八
〇
頁
（。
ま
た
、
中
国
に
お
け
る
近
代
的
「
自
由
」
概
念
の
流
入
と
訳
語
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
王
「
近
代
日
中
に
お
け

る
翻
訳
事
業
と
思
想
受
容
」、
一
八
一
─
一
八
六
頁
を
参
照
。

（
（
（　Jean A

llain and K
evin Bales, 

“Slavery and its D
efinition,

” Queenʼs U
niversity Belfast Law

 Research Pa- 
per N

o. 12-0（, 2012, p. （.; Gw
yn Cam

pbell, 

“Introduction: Slavery and O
ther Form

s of U
nfree Labour in 
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the Indian O

cean W
orld,

” in Gw
yn Cam

pbell 

（ed.

（, T
he Structure of Slavery in Indian O

cean A
frica and 

A
sia, London: Frank Cass, 200（.; J. E. Penner, 

“The Concept of Property and the Concept of Slavery,

” in 
Jean A

llein 

（ed.

（, T
he Legal U

nderstanding of Slavery: From
 the H

istorical to the Contem
porary, O

xford: 
O

xford U
. P., 2012.; Jam

es L. W
atson, 

“Introduction: Slavery as an Institution: O
pen and Closed System

,

” in 
W

atson （ed.

（, A
sian and A

frican System
s of Slavery.

（
（
（　

訳
文
は
、
松
井
芳
郎
・
薬
師
寺
公
夫
・
坂
元
茂
樹
・
小
畑
郁
・
徳
川
信
治
編
『
国
際
人
権
条
約
・
宣
言
集
』
東
信
堂
、
第

三
版
、
二
〇
〇
五
年
、
三
一
九
頁
を
使
用
し
た
。

（
（
（　

こ
こ
で
は
、
三
浦
徹
・
岸
本
美
緒
・
関
本
照
夫
編
『
比
較
史
の
ア
ジ
ア

─
所
有
・
契
約
・
市
場
・
公
正
』
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
四
年
を
挙
げ
て
お
く
。
と
り
わ
け
、
同
書
収
録
の
岸
本
美
緒
「
土
地
を
売
る
こ
と
、
人
を
売
る
こ
と

─

「
所
有
」
を
め
ぐ
る
比
較
の
試
み
」
を
参
照
。
ま
た
、
大
庭
健
・
鷲
田
清
一
編
『
所
有
の
エ
チ
カ
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇

〇
〇
年
も
参
照
。

（
（
（　Jam

es Belich, John D
arw

in and Chris W
ickham

, 

“Introduction: Prospect of Global H
istory,

” in Jam
es 

Belich, John D
arw

in, M
argret Frenz and Chris W

ickham
 

（eds.

（, T
he Prospect of G

lobal H
istory, O

xford: 
O

xford U
. P., 201（, pp. （, 10-20.; Sebastian Conrad, W

hat is G
lobal H

istory, Princeton: Princeton U
. P., 201（, 

pp. （（-（1.; Patrick O
ʼBrien, 

“Historiographical T
raditions and M

odern Im
peratives for the Restoration of 

Global H
istory,

” Journal of G
lobal H

istory 1-1, 200（, pp. （-（.; D
iego O

lstein, T
hinking H

istory G
lobally, 

Palgrave M
acm

illan, 201（, pp. 11, 1（-1（.; 
秋
田
茂
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
挑
戦
と
西
洋
史
研
究
」『
パ
ブ
リ

ッ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
五
、
二
〇
〇
八
年
、
三
六
頁
。
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
一
例
と
し
て
、
シ
ェ
ル
ド

ン
・
ギ
ャ
ロ
ン
「
日
本
史
の
立
場
か
ら
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
書
く
」
羽
田
正
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
の
可
能
性
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
。

（
10
（　Cam

pbell, 

“Introduction,

” pp. xv-xviii, Suzanne M
iers and Igor K

opytoff, 

“Introduction,

” in Suzanne M
iers 

and Igor K
opytoff 

（eds.

（, Slavery in A
frica: H

istorical and A
nthropological Perspectives, M

adison: T
he 
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U

niversity of W
isconsin Press, 1（（（, pp. 1（-2（.; A

nthony Reid, 

“ʻSlavery so Gentleʼ: A
 Fluid Spectrum

 of 
Southeast A

sian Conditions of Bondage,

” in N
oel Lenski and Catherine M

. Cam
eron 

（eds.

（, W
hat is A

 
Slave Society?: T

he Practice of Slavery in G
lobal Perspective, Cam

bridge: Cam
bridge U

. P., 201（, pp. （22-
（2（.; W

atson, 

“Introduction,

” pp. （-（.
（
11
（　

た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
ク
ロ
ウ
ド
・
メ
イ
ヤ
ス
の
議
論
な
ど
を
援
用
し
な
が
ら
、
所
有
者
の
圧
倒
的
な
権
威

に
よ
っ
て
、
社
会
的
な
死
を
宣
告
さ
れ
た
存
在
と
し
て
奴
隷
を
位
置
づ
け
た
オ
ル
ラ
ン
ド
・
パ
タ
ー
ソ
ン
の
議
論
は
広
く
知

ら
れ
て
い
る
（
オ
ル
ラ
ン
ド
・
パ
タ
ー
ソ
ン
著
、
奥
田
曉
子
訳
『
世
界
の
奴
隷
制
の
歴
史
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
九

五
─
一
八
一
頁
（。
ま
た
、M

oses I. Finley, 

“Slavery,

” in International E
ncyclopedia of the Social Sciences, 

V
ol. 1（, N

ew
 Y

ork: M
acm

illan, 1（（（, pp. （0（-（1（

で
言
及
さ
れ
る
他
者
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