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浜

忠
雄

は
じ
め
に

近
年
、
海
外
に
お
け
る
ハ
イ
チ
革
命
研
究
は
目
覚
ま
し
い
進
展
を
見
せ
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
三
月

ま
で
に
出
版
さ
れ
披
見
し
得
た
も
の
に
限
っ
て
も
、
ハ
イ
チ
革
命
あ
る
い
は
ト
ゥ
サ
ン
・
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
を
タ
イ
ト

ル
に
含
む
も
の
が
二
五
冊
、
そ
の
他
の
関
連
文
献
が
約
三
〇
冊
と
い
う
多
く
を
数
え
る
。
そ
れ
ら
は
、
専
門
的
な
モ
ノ
グ

ラ
フ
ィ
ー
、
共
同
研
究
や
論
文
集
を
は
じ
め
、
史
料
集
、
小
説
や
戯
曲
か
ら
平
易
な
通
史
や
教
科
書
副
読
本
に
い
た
る
ま

で
、
じ
つ
に
多
彩
で
あ
る
。

お
よ
そ
三
五
年
前
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
黒
人
奴
隷
制
廃
止
論
争
を
追
跡
す
る
延
長
上
で
ハ
イ
チ
革
命
に
関
す
る
研
究

を
始
め
た
頃
に
参
照
で
き
た
の
は
、
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
島
出
身
で
「
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ァ
ノ
ン
と
並
ぶ
カ
リ
ブ
が
生
ん
だ
最
大

の
思
想
家
」
と
評
さ
れ
た
シ
リ
ル
・
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
ロ
バ
ー
ト
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
古
典
的
名
著
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
コ
バ
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ン
―
―
ト
ゥ
サ
ン
・
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
と
ハ
イ
チ
革
命
』（
初
版
一
九
三
八
年
、
第
二
版
一
九
六
三
年
）（
１
）、
マ
ル
テ

ィ
ニ
ク
出
身
の
詩
人
で
「
ネ
グ
リ
チ
ュ
ー
ド
」
の
主
唱
者
と
な
り
、
一
九
四
五
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で
の
長
き
に
わ
た

っ
て
フ
ラ
ン
ス
海
外
県
マ
ル
テ
ィ
ニ
ク
の
首
府
フ
ォ
ー
ル
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
の
市
長
を
勤
め
た
エ
メ
・
セ
ゼ
ー
ル
の

『
ト
ゥ
サ
ン
・
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
―
―
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
植
民
地
問
題
』（
一
九
六
二
年
）（
２
）、
カ
リ
ブ
海
地
域
を
専
門

と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
家
ト
マ
ス
・
Ｏ
・
オ
ッ
ト
の
『
ハ
イ
チ
革
命
、
一
七
八
九－

一
八
〇
四
年
』（
一
九
七
三

年
）（
３
）な
ど
数
冊
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
顧
み
れ
ば
、
ま
こ
と
に
隔
世
の
感
が
あ
る
。

ひ
と
頃
ま
で
、
ハ
イ
チ
革
命
は
ま
っ
た
く
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
歴
史
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
革

命
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
並
ぶ
（
あ
る
い
は
、「
超
え
る
」
と
す
る
論
者
も
い
る
）
一
八
世
紀
の
三
大
革
命
の
一
つ
と

位
置
づ
け
ら
れ
て
、
近
代
世
界
史
上
の
意
義
が
力
説
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
マ
ル
セ
ル
・
ド

リ
ニ
ー
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
南
北
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
反
乱
と
革
命
』（
二
〇
〇
四
年
）（
４
）に
お
い
て
、
一
七
七
三
年
か

ら
一
八
〇
二
年
ま
で
を
「
諸
革
命
の
時
代
」
と
す
る
が
、
そ
の
諸
革
命
の
「
三
つ
の
極
」
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、
ア
メ
リ

カ
独
立
革
命
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
そ
し
て
「
反
奴
隷
制
革
命
の
震
央
」
と
な
っ
た
ハ
イ
チ
革
命
で
あ
る
。

近
年
の
ハ
イ
チ
革
命
研
究
の
特
徴
は
、「
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ハ
イ
チ
」
と
い
っ
た
一
対
一
の
対
面
関
係
に
と
ど
ま
ら

ず
、「
大
西
洋
史
」
あ
る
い
は
「
大
西
洋
世
界
」
と
い
う
概
念
に
よ
る
広
い
視
野
で
の
分
析
、
さ
ら
に
は
脱
植
民
地
化
や

普
遍
的
自
由
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
と
い
っ
た
長
期
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
の
研
究
へ
と
深
化
し
て
き
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
は
、
こ
れ
ま
で
の
拙
著（
５
）で
ま
と
め
て
き
た
ハ
イ
チ
革
命
理
解
を
よ
り
豊
か
に

し
、
あ
る
い
は
部
分
的
な
修
正
を
迫
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
主
と
し
て
最
近
一
〇
年
間
に
出
た
海
外
の
文
献
を
手
が
か
り
に
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
取
り
上
げ
て
ハ
イ
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チ
革
命
の
近
代
世
界
史
上
の
意
味
を
再
考
す
る
。

一

な
ぜ
「
ハ
イ
チ
」
と
い
う
国
名
な
の
か

ハ
イ
チ
革
命
を
手
が
け
て
久
し
い
が
、
長
ら
く
謎
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
ハ
イ
チ
と
い
う
国
名（
６
）で

あ
る
。
ハ
イ
チ
の
国
名
が
公
式
に
使
わ
れ
た
の
は
一
八
〇
四
年
一
月
一
日
の
独
立
宣
言
が
最
初
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
れ
が
イ
ス
パ
ニ
ョ
ラ
島
の
先
住
民
で
あ
る
タ
イ
ノ
・
ア
ラ
ワ
ク
人
の
言
葉
で
「
山
の
多
い
土
地
」
と
い
う
意
味
で
あ
る

こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
。
問
題
は
、
旧
宗
主
国
フ
ラ
ン
ス
に
由
来
す
る
言
葉
で
は
な
く
、
国
民
の
圧
倒
的
大
多
数
を
占
め

る
黒
人
た
ち
に
と
っ
て
の
故
地
で
あ
る
ア
フ
リ
カ
に
由
来
す
る
言
葉
で
も
な
く
、
ス
ペ
イ
ン
領
時
代
の
一
六
世
紀
中
葉
に

は
す
で
に
絶
滅
さ
せ
ら
れ
独
立
の
時
点
で
は
ほ
ぼ
皆
無
と
な
っ
て
い
た
先
住
民
の
言
葉
を
国
名
と
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
ま

た
、
そ
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
な
に
か
、
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
筆
者
は
こ
の
点
に
触
れ
た
研
究
を
披
見
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
よ
う
や
く
本
格
的
な
論
文
を
読
む
こ
と
が
で

き
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ゲ
ッ
ガ
ス
の
「
ハ
イ
チ
の
命
名
」（
二
〇
〇
二
年
）（
７
）で
あ
る
。
ゲ
ッ
ガ
ス

は
、
ハ
イ
チ
と
い
う
地
名
が
植
民
地
時
代
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
史
料
や
文
献
で
確
認
し
た
う
え
で（
８
）、
一

つ
の
解
釈
を
提
示
す
る
。
そ
の
解
釈
と
は
、
建
国
者
た
ち
は
、
先
住
民
の
タ
イ
ノ
人
を
ス
ペ
イ
ン
の
「
征
服
者
」
に
よ
っ

て
滅
ぼ
さ
れ
た
イ
ン
カ
の
末
裔
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
タ
イ
ノ
人
に
よ
る
地
名
を
国
名
と
す
る
こ
と
で
、「
帝
国
主
義
を

告
発
し
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
と
『
新
世
界
の
復
讐
』
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

壮
大
な
歴
史
の
ロ
マ
ン
を
感
じ
さ
せ
る
刺
激
的
な
解
釈
で
あ
る
。
考
古
学
的
研
究
で
は
、
た
し
か
に
、
タ
イ
ノ
人
は
ア
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ン
デ
ス
地
域
か
ら
の
移
住
者
と
さ
れ
て
い
る（
９
）。

筆
者
は
『
カ
リ
ブ
か
ら
の
問
い
』
に
お
い
て
、「
建
国
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
国
名
が
採
用
さ
れ
た
経
緯
は
詳
ら
か
で
は

な
い
」
と
断
っ
た
う
え
で
、「
先
住
民
の
言
葉
が
国
名
と
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
の
『
深
さ
』
を
読
み
取
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ハ
イ
チ
人
は
、
自
ら
の
尊
厳
の
み
な
ら
ず
、
絶
滅
さ
せ
ら
れ
た
先
住
民
の
尊
厳
を
も
、
そ
の
建
国
の
大
義
と
し
た
の
で
あ

る
」（
１０
）と
書
い
た
が
、
ゲ
ッ
ガ
ス
の
解
釈
は
筆
者
の
理
解
を
補
強
す
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
ゲ
ッ
ガ
ス
は
当
時
の
ハ
イ
チ
人
が
そ
の
国
名
に
よ
っ
て
「
帝
国
主
義
の
告
発
」
や
「
レ
ジ
ス

タ
ン
ス
」
や
「
新
世
界
の
復
讐
」
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
史
料
を
示
し
て
い
な
い
。

だ
が
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
独
立
後
に
初
代
元
首
（
総
督
）
と
な
っ
た
ジ
ャ
ン＝

ジ
ャ
ッ
ク

・
デ
サ
リ
ー
ヌ
の
言
葉
で
あ
る
。
彼
は
一
八
〇
四
年
一
月
一
日
の
独
立
宣
言
に
先
立
っ
て
「
ハ
イ
チ
の
人
民
」
に
向
け
て

ア
ピ
ー
ル
を
発
し
た
が
、
そ
こ
で
は
「『
自
由
を
、
し
か
ら
ず
ば
死
を
』。
こ
の
神
聖
な
る
言
葉
を
戦
い
と
合
同
の
合
図
と

し
よ
う
。
隣
国
と
は
平
和
を
。
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
名
は
呪
わ
れ
る
よ
う
に
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
永
久
の
憎
悪
を
。
こ
れ
が

我
々
の
叫
び
で
あ
る
」
と
い
っ
た
激
し
い
弾
劾
の
言
葉
が
連
ね
ら
れ
、
け
っ
し
て
長
く
は
な
い
文
章
の
な
か
に
「
復
讐
」

と
い
う
言
葉
が
五
回
出
て
く
る
の
で
あ
る（
１１
）。
ま
た
デ
サ
リ
ー
ヌ
は
、
一
八
〇
四
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
独
立
後カ

の
ハ
イ
チ
に
残
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
殺
害
を
命
じ
た
が
、
四
月
八
日
に
は
「
我
々
は
〔
フ
ラ
ン
ス
人
が
行
っ
た
〕
食

ニ

バ

ル

人
行
為
に
報
復
し
た
。
戦
争
に
は
戦
争
を
。
犯
罪
に
は
犯
罪
を
。
残
虐
行
為
に
は
残
虐
行
為
を
。
私
は
私
の
国
土
を
救
っ

た
。
私
は
ア
メ
リ
カ
の
復
讐
を
果
た
し
た
の
だ
」（
１２
）と
述
べ
た
と
い
う
。
ロ
ラ
ン
・
デ
ュ
ボ
ワ
が
そ
の
著
『
新
世
界
の
復

讐
者
―
―
ハ
イ
チ
革
命
物
語
』（
二
〇
〇
四
年
）（
１３
）に
与
え
た
タ
イ
ト
ル
は
、
デ
サ
リ
ー
ヌ
の
こ
の
言
葉
に
依
っ
て
い
る
。

も
と
よ
り
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
し
て
も
、
デ
サ
リ
ー
ヌ
が
ハ
イ
チ
と
い
う
国
名
に
「
新
世
界
の
復
讐
」
を
含
意
さ
せ

ハイチ革命再考011



て
い
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
新
国
家
の
建
国
を
「
新
世
界
の
復
讐
」
と
み
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

推
察
で
き
よ
う
。

次
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
ト
ゥ
サ
ン
・
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
が
ハ
イ
チ
革
命
の
さ
な
か
の
一
七
九
三
年
八
月
二
九
日
に

発
し
た
次
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。

同
胞
、
友
人
諸
君
。
私
は
ト
ゥ
サ
ン
・
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
私
の
名
前
は
た
ぶ
ん
諸
君
も
よ
く
知
っ
て

い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
私
は
復
讐
に
着
手
し
た
。
私
は
自
由
と
平
等
が
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
に
君
臨
す
る
こ
と
を
望
ん
で

い
る
。
私
は
そ
の
実
現
の
た
め
に
働
く
。
同
胞
諸
君
。
我
ら
の
も
と
に
結
集
し
、
同
じ
大
義
の
た
め
に
と
も
に
闘
お

う
で
は
な
い
か（
１４
）。

さ
ら
に
、
時
代
は
�
る
が
、「
新
世
界
の
復
讐
」
と
い
う
言
葉
か
ら
思
い
当
た
る
の
に
、
ハ
イ
チ
革
命
が
勃
発
す
る
前

に
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
次
の
二
つ
の
文
章
が
あ
る
。

一
つ
は
、
ル
イ＝

セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
メ
ル
シ
エ
の
『
二
四
四
〇
年
―
―
鉄
人
が
語
る
稀
代
の
夢
』（
一
七
七
一
年
）
で

あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
ル
イ
一
五
世
時
代
の
男
が
西
暦
二
四
四
〇
年
の
パ
リ
に
迷
い
込
ん
だ
と
い
う
設
定
で
、
絶
対
王
政

下
の
諸
制
度
か
ら
解
放
さ
れ
た
架
空
の
未
来
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
二
二
章
「
風
変
わ
り
な
記
念
碑
」
に
は
次

の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

そ
の
広
場
を
出
よ
う
と
し
た
と
き
、
右
手
の
方
角
に
、
大
き
な
石
台
に
上
が
っ
た
一
人
の
黒
人
の
像
が
あ
る
の
が
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見
え
た
。
帽
子
を
被
ら
ず
手
を
高
々
と
差
し
伸
べ
た
そ
の
黒
人
は
、
人
を
刺
す
よ
う
な
目
付
き
で
、
じ
つ
に
堂
々
と

し
て
い
た
。
石
台
の
回
り
に
は
杖
〔
王
権
の
象
徴
〕
の
破
片
が
散
乱
し
て
い
た
。
石
台
に
は
「
新
世
界
の
復
讐
」
と

い
う
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
私
は
驚
き
と
も
喜
び
と
も
つ
か
ぬ
叫
び
声
を
挙
げ
た
の
だ
っ
た
。

自
然
は
つ
い
に
、
こ
の
驚
く
べ
き
人
間
、
不
死
身
の
人
間
を
創
っ
た
の
だ
。
彼
は
、
残
酷
き
わ
ま
り
な
く
、
長

く
、
そ
し
て
こ
の
上
な
く
侮
辱
的
な
専
制
か
ら
世
界
を
解
放
し
た
。
彼
は
同
胞
の
鉄
鎖
を
打
ち
砕
い
た
の
だ
。
彼
ら

は
時
効
に
か
か
る
こ
と
の
な
い
権
利
を
回
復
し
た
。
け
だ
し
、
そ
れ
は
自
然
に
由
来
す
る
権
利
だ
っ
た
の
で
あ

る（
１５
）。

『
二
四
四
〇
年
』
に
描
か
れ
る
の
は
、
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
監
獄
や
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
が
廃
墟
と
な
り
絶
対
王
政
も
消
滅

し
た
パ
リ
と
フ
ラ
ン
ス
だ
が
、
そ
こ
で
は
も
う
黒
人
奴
隷
制
も
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の

な�

く�

な�

り�

方�

で
あ
る
。
メ
ル
シ
エ
に
あ
っ
て
は
、
黒
人
奴
隷
制
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
君
主
が
な
す
善
政
に
よ
る
も
の
で
も

な
け
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
衆
の
力
に
よ
る
も
の
で
も
な
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
黒
人
奴
隷
が
輩
出
し
た
「
不
死
身
の
人
間
」

に
よ
る
「
新
世
界
の
復
讐
」
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
思
い
当
た
る
の
は
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ト
マ
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
レ
ナ
ー
ル
の
『
東
西
両
イ
ン

ド
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
建
設
と
通
商
に
関
す
る
哲
学
的
・
政
治
的
歴
史
』（
初
版
一
七
七
〇
年
）
で
あ
る
。

『
両
イ
ン
ド
史
』
と
略
称
さ
れ
る
こ
の
大
著
は
、
ド
ゥ
ニ
・
デ
ィ
ド
ロ
を
は
じ
め
多
く
の
協
力
執
筆
者
を
得
て
、
大
航
海

時
代
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
植
民
地
主
義
的
膨
張
の
過
程
を
網
羅
的
か
つ
批
判
的
に
叙
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
第
二
（
ま
た
は
植
民
地
）
の
百
科
全
書
」
と
さ
れ
る
も
の
だ
が
、「
奴
隷
制
の
起
源
と
発
展
、
奴
隷
制
正
当
化
の
根
拠
、
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こ
れ
へ
の
反
論
」
の
章
に
は
、
黒
人
奴
隷
制
の
廃
止
を
予
見
し
唱
道
し
た
一
節
が
あ
る
。
初
版
に
は
な
い
も
の
で
、
ま

た
、
第
二
版
（
一
七
七
四
年
）
と
第
三
版
（
一
七
八
〇
年
）
と
で
は
文
章
が
異
な
る
の
で
、
そ
の
両
方
か
ら
引
用
す
る
。

こ
の
偉
人
、
人
類
へ
の
自
然
の
賜
物
た
る
そ
の
人
は
何
処
に
。
け
っ
し
て
ク
ラ
ッ
ス
ス
に
ま
み
え
る
こ
と
の
な
い

新
し
い
ス
パ
ル
タ
ク
ス
は
何
処
に
。（
第
二
版
）（
１６
）

こ
の
偉
人
、
悩
み
多
き
、
抑
圧
さ
れ
、
虐
げ
ら
れ
し
子
ら
へ
の
自
然
の
賜
物
た
る
そ
の
人
は
何
処
に
。
そ
の
人
は

何
処
に
。
そ
の
人
は
現
れ
る
だ
ろ
う
。
け
っ
し
て
疑
う
ま
い
。
そ
の
人
は
姿
を
現
わ
し
聖
な
る
自
由
の
旗
を
押
し
立

て
る
だ
ろ
う
。
尊
ぶ
べ
き
そ
の
合
図
は
同
じ
不
幸
に
悩
む
人
々
を
糾
合
す
る
だ
ろ
う
。
旧
世
界
は
新
世
界
に
喝
采
を

寄
せ
る
だ
ろ
う
。
人
類
の
諸
権
利
を
再
建
し
た
英
雄
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
祝
福
さ
れ
、
そ
の
栄
光
の
た
め
の
記
念
碑

が
建
て
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、「
黒
人
法
典
」
は
消
滅
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
勝
利
者
た
ち
が

復
讐
す
る
こ
と
し
か
考
え
な
い
と
し
た
な
ら
、
彼
ら
が
作
る
「
白
人
法
典
」
は
恐
ろ
し
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
第
三
版
）（
１７
）

メ
ル
シ
エ
の
『
二
四
四
〇
年
』
は
、
そ
の
副
題
「
鉄
人
が
語
る
稀
代
の
夢
」
が
示
す
よ
う
に
、「
ユ
ー
ク
ロ
ニ
ー

U
−chronie

」、
つ
ま
り
「
あ
り
得
な
い
時
」
の
物
語
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
両
イ
ン
ド
史
』
に
お
け
る
「
新
し
い

ス
パ
ル
タ
ク
ス
」
は
、「
け
っ
し
て
ク
ラ
ッ
ス
ス
に
ま
み
え
る
こ
と
の
な
い
」、
つ
ま
り
ロ
ー
マ
共
和
政
末
期
に
剣
闘
士
奴

隷
の
反
乱
を
指
揮
し
た
歴
史
上
の
ス
パ
ル
タ
ク
ス
と
は
違
っ
て
勝
利
す
る
ス
パ
ル
タ
ク
ス
で
あ
り
、
し
か
も
「
あ
り
得
べ

き
」
あ
る
い
は
「
あ
ら
ま
ほ
し
き
」
人
物
と
し
て
、
期
待
と
確
信
を
込
め
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
両
イ
ン
ド
史
』
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は
、
ま
た
、
植
民
地
の
独
立
が
不
可
避
で
あ
り
不
可
欠
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
。

ハ
イ
チ
と
い
う
国
名
に
関
す
る
ゲ
ッ
ガ
ス
の
解
釈
に
立
っ
て
、
こ
れ
を
敷
衍
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
―
―「
コ
ロ
ン
ブ
ス
」
を
起
点
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
植
民
地
支
配
、
そ
の
結
果
と
し
て
起
っ
た
歴
史
上
最

大
規
模
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
、
こ
れ
ま
た
歴
史
上
未
曾
有
の
大
陸
間
移
動
と
な
り
想
像
を
絶
す
る
地
獄
絵
で
あ
っ
た
大
西
洋

黒
人
奴
隷
貿
易
、
レ
イ
シ
ズ
ム
と
む
き
だ
し
の
暴
力
に
よ
っ
て
人
間
を
管
理
し
抑
圧
す
る
最
悪
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
奴

隷
制
度
に
対
す
る
「
復
讐
」
を
成
し
と
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
メ
ル
シ
エ
と
レ
ナ
ー
ル
に
よ
る
予
見
や
期
待
を
現
実
の
も

の
に
し
た
の
が
ハ
イ
チ
革
命
で
あ
る
。

二
「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
」―
―
ハ
イ
チ
革
命
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て

ハ
イ
チ
史
、
と
り
わ
け
ハ
イ
チ
革
命
研
究
に
は
特
別
の
困
難
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
利
用
で
き
る
史
料
に
大
き
な
制
約
が

あ
る
こ
と
で
あ
り
、
な
に
よ
り
も
決
定
的
な
の
は
、
革
命
を
担
っ
た
数
多
の
黒
人
奴
隷
た
ち
が
書
き
残
し
た
史
料
が
得
ら

れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
身
の
言
葉
を
文
字
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、「
サ
バ
ル
タ
ン
は
語

る
こ
と
が
で
き
る
か
」（
ガ
ヤ
ト
リ
・
チ
ャ
ク
ラ
ヴ
ォ
ル
テ
ィ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
）
の
顰
に
倣
え
ば
、「
黒
人
奴
隷
た
ち
は
語

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ハ
イ
チ
革
命
研
究
に
は
初
歩
的
・
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
す
ら
未
解

明
の
も
の
も
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
。

史
料
上
の
制
約
を
如
実
に
示
す
の
が
、
通
常
、
ハ
イ
チ
革
命
の
発
端
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式

C
érém

onie
du

B
ois

C
aïm

an

」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
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従
来
の
多
く
の
文
献
で
書
か
れ
る
「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
」
と
は
、
一
七
九
一
年
八
月
一
四
日
に
カ
イ
マ
ン
森
で
ヴ
ー

ド
ゥ
ー
の
儀
式
が
行
わ
れ
、
そ
の
な
か
で
一
斉
蜂
起
の
た
め
の
意
志
統
一
が
な
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
筆
者
も

そ
の
よ
う
な
理
解
を
繰
り
返
し
書
い
て
き
た
し（
１８
）、
そ
れ
は
今
で
も
支
配
的
な
理
解
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
最

新
刊
の
『
カ
リ
ブ
文
化
辞
典
』（
二
〇
〇
九
年
）
に
あ
る
「
カ
イ
マ
ン
森
」
の
項
目
を
挙
げ
る
。

一
七
九
一
年
八
月
一
四
日
に
ル
ノ
ル
マ
ン
所
有
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
、
よ
り
正
確
に
は
ハ
イ
チ
の
北
部
平
原

の
モ
ル
ヌ
・
ル
ー
ジ
ュ
に
あ
る
カ
イ
マ
ン
森
の
な
か
で
、
奴
隷
た
ち
に
よ
る
重
要
な
集
ま
り
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に

は
、
ラ
ン
ベ
、
ポ
ー
ル
・
マ
ル
ゴ
、
ア
キ
ュ
ル
、
プ
チ
・
タ
ン
ス
、
リ
モ
ナ
ー
ド
、
カ
ル
テ
ィ
エ
・
モ
ラ
ン
、
モ
ル

ヌ
・
ル
ー
ジ
ュ
、
プ
レ
ー
ヌ
・
デ
ュ
・
ノ
ー
ル
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
や
っ
て
き
た
奴
隷
た
ち
が
集
ま
っ
た
。

そ
し
て
、
一
斉
蜂
起
の
打
ち
合
わ
せ
が
行
わ
れ
た
。
血
に
よ
る
誓
い
を
立
て
た
後
、
ウ
ン
ガ
ン
〔
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
の
男

性
神
官
〕
で
あ
る
ブ
ク
マ
ン
は
、
そ
の
地
域
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
二
〇
〇
人
の
代
表
者
に
向
か
っ
て
聖
な
る
蜂

起
を
起
す
よ
う
勧
説
し
た
。
雷
が
轟
く
な
か
、
女
性
神
官
が
大
包
丁
を
振
り
回
し
な
が
ら
踊
り
、
そ
の
包
丁
を
黒
豚

の
喉
元
に
突
き
刺
し
た
。
蜂
起
し
た
者
た
ち
は
、
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
の
身
振
り
で
ブ
ク
マ
ン
に
従
う
こ
と
を
誓
約
し
た
。

蜂
起
は
プ
レ
ー
ヌ
・
デ
ュ
・
ノ
ー
ル
、
プ
チ
・
タ
ン
ス
、
カ
ル
テ
ィ
エ
・
モ
ラ
ン
、
リ
モ
ナ
ー
ド
へ
と
拡
が
っ
て
い

っ
た
。
そ
の
蜂
起
の
と
き
に
ブ
ク
マ
ン
は
死
ん
だ
。
そ
れ
以
来
、
彼
は
伝
説
的
な
人
物
と
な
っ
た（
１９
）。

だ
が
、
か
ね
て
か
ら
、「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
」
の
実
在
を
疑
問
視
す
る
研
究
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ガ
ブ
リ
エ
ル

・
ド
ゥ
ビ
ヤ
ン
は
「
大
が
か
り
な
陰
謀
と
し
て
八
月
一
四
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
信
じ
る
に
た
る
証
拠
は
な
い
」（
２０
）
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と
し
、
レ
オ
ン＝

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ホ
フ
マ
ン
は
「
そ
ん
な
儀
式
は
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
に
な
っ
て
作
り
あ
げ
ら
れ
た
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
」（
２１
）と
断
定
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
・
Ｅ
・
フ
ィ
ッ
ク
は
『
ハ
イ
チ
の
形
成
―
―
下
か
ら
の
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
革
命
』（
一

九
九
〇
年
）
に
お
い
て
、
八
月
一
四
日
の
「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
」
は
実
在
し
た
し
、
そ
れ
は
一
斉
蜂
起
の
た
め
の
ヴ
ー

ド
ゥ
ー
の
集
ま
り
だ
っ
た
、
と
結
論
し
て
い
る（
２２
）。
ま
た
、
セ
ゼ
ー
ル
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
」
の

実
在
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
日
付
を
八
月
二
二
日
と
し
て
い
る（
２３
）。

事
柄
は
「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
」
に
参
加
し
た
黒
人
奴
隷
た
ち
の
証
言
が
あ
れ
ば
確
定
で
き
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
が
得

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
史
料
上
の
制
約
が
あ
る
な
か
で
、
こ
の
問
題
に
本
格
的
に
切
り
込
ん
だ
の
が
ゲ
ッ
ガ

ス
の
「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
」
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
一
九
九
一
年
のC

hem
insC

ritiques

誌
に
掲
載
さ
れ
た
の
が
初

出
だ
が
、
筆
者
未
見
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
出
た
ラ
エ
ネ
ッ
ク
・
ユ
ル
ボ
ン
編
の
論
文
集
『
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
の
奴
隷

蜂
起
、
一
七
九
一
年
八
月
二
二－

二
三
日
』（
２４
）で
は
じ
め
て
読
む
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
。

ゲ
ッ
ガ
ス
は
、「
ハ
イ
チ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
創
造
す
る
う
え
で
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
重
要
性
を
持
つ
出
来
事
」
で

あ
る
「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
」
を
史
実
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。カ

イ
マ
ン
森
の
儀
式
は
実
際
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
書
か
れ
て
き
た
こ
と
の
多
く
は
信
頼
で
き
な

い
。
ど
の
記
述
も
正
し
い
日
付
を
与
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
多
く
の
記
述
は
場
所
に
つ
い
て
も
混
乱
し
て

い
る
。
そ
こ
で
起
こ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
記
述
は
正
し
い
と
は
思
え
な
い
。
一
七
九
一
年
の
蜂
起
に
お
け
る
こ
の
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儀
式
の
役
割
に
つ
い
て
は
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

大
部
分
の
歴
史
家
は
、
儀
式
が
プ
レ
ー
ヌ
・
デ
ュ
・
ノ
ー
ル
郡
に
位
置
す
る
ル
ノ
ル
マ
ン
・
ド
ゥ
・
メ
ズ
ィ
所
有

の
砂
糖
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
た
は
そ
の
近
く
の
モ
ル
ヌ
・
ル
ー
ジ
ュ
の
山
で
行
わ
れ
た
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
大

部
分
の
歴
史
家
は
、
そ
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
毒
を
用
い
た
魔
術
師
と
し
て
名
高
い
マ
カ
ン
ダ
ル
が
奴
隷
と
し
て

働
い
て
い
た
場
所
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
域
で
は
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
が
頻
発
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
示
唆
し
て

き
た
。
多
く
の
歴
史
家
は
儀
式
の
日
付
と
し
て
八
月
一
四
日
を
挙
げ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
や
セ
ゼ

ー
ル
は
八
月
二
二
日
と
し
て
い
る（
２５
）。

ゲ
ッ
ガ
ス
が
依
拠
し
た
史
料
は
、
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
北
部
に
在
住
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
軍
人
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ダ
ル
マ
が

一
七
九
三
年
か
ら
九
四
年
に
か
け
て
書
い
た
と
推
定
さ
れ
、
一
八
一
四
年
に
出
版
さ
れ
た
『
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
革
命
史
』

（A
ntoine

D
alm

as,H
istoire

de
la

révolution
de

Saint−D
om

ingue,Paris,1814.

筆
者
未
見
）
で
あ
る
。
ゲ
ッ
ガ
ス

は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

ダ
ル
マ
の
証
言
は
日
付
と
場
所
の
問
題
に
関
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
だ
。
ダ
ル
マ
は
二
つ
の
別
々
の
集
ま
り

が
あ
っ
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
一
つ
は
八
月
一
四
日
に
ル
ノ
ル
マ
ン
所
有
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
行
わ
れ
て

蜂
起
の
計
画
が
練
ら
れ
た
も
の
。
も
う
一
つ
は
蜂
起
を
実
行
に
移
す
前
に
シ
ョ
ワ
ズ
ー
ル
侯
爵
所
有
の
プ
ラ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
の
カ
イ
マ
ン
と
呼
ば
れ
た
森
の
未
耕
地
の
な
か
で
多
数
の
黒
人
が
集
ま
っ
て
行
わ
れ
た
祝
祭
と
犠
牲
の
儀
式

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
と
言
わ
れ
る
の
は
、
モ
ル
ヌ
・
ル
ー
ジ
ュ
に
あ
る
ル
ノ
ル
マ
ン
所
有
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の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
か
ら
東
へ
約
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
平
野
、
今

で
も
カ
イ
マ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
場
所
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
シ
ョ
ワ
ズ
ー
ル
侯
爵
所
有
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
は
ル
ノ
ル
マ
ン
・
ド
ゥ
・
メ
ズ
ィ
所
有
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
同
じ
よ
う
に
大
き
な
も
の
だ
っ
た
が
、
プ
チ
・

タ
ン
ス
郡
、
つ
ま
り
、
北
部
の
主
邑
カ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
セ
〔
現
在
の
カ
パ
イ
シ
ア
ン
〕
と
有
名
な
ガ
リ
フ
ェ
侯
爵
が

所
有
し
た
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
し
た
の
で
あ
る（
２６
）。

で
は
、「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
」
が
行
わ
れ
た
の
は
何
日
な
の
か
。
ゲ
ッ
ガ
ス
は
、
八
月
一
四
日
に
ル
ノ
ル
マ
ン
所
有

の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
行
わ
れ
た
集
ま
り
か
ら
一
週
間
後
の
八
月
二
一
日
の
夜
、
つ
ま
り
八
月
二
二
日
の
夜
に
決
行
さ

れ
た
一
斉
蜂
起
の
前
日
と
推
定
す
る
。
八
月
一
四
日
も
二
一
日
も
日
曜
日
で
あ
り
、
法
律
上
は
労
働
が
免
除
さ
れ
た
た
め

奴
隷
た
ち
が
集
ま
り
や
す
い
日
だ
っ
た
と
す
る（
２７
）。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
の
重
要
性
は
過
大
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
ル
ノ
ル
マ
ン
所
有
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で

行
わ
れ
た
集
ま
り
と
混
同
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
一
七
九
一
年
の
蜂
起
を
考
え
る
う
え
で
は
、〔
蜂
起
の
計
画
が
練

ら
れ
た
〕
ル
ノ
ル
マ
ン
所
有
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
の
集
ま
り
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
ブ
ク
マ
ン
に
よ
る
祈

り
の
言
葉
は
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
カ
イ
マ
ン
森
で
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
イ
チ
に
お
い
て
国

民
的
記
念
日
と
し
て
祝
賀
さ
れ
る
の
に
相
応
し
い
の
は
八
月
一
四
日
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
カ
イ
マ
ン
森
の

儀
式
の
記
念
日
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
た
、
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
と
も
無
関
係
な
も
の
と
し
て
で
あ
る（
２８
）。
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先
述
の
よ
う
に
フ
ィ
ッ
ク
は
、
一
九
九
〇
年
の
著
書
で
は
、
八
月
一
四
日
に
「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
」
が
行
わ
れ
、
そ

れ
は
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
の
集
ま
り
だ
っ
た
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
二
〇
〇
〇
年
の
論
文
「
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
革
命
―
―
一
七
九

一
年
八
月
二
二
日
の
蜂
起
か
ら
ハ
イ
チ
の
国
家
形
成
ま
で
」
で
は
、
ゲ
ッ
ガ
ス
の
論
文
に
依
拠
し
て
、「
カ
イ
マ
ン
森
の

儀
式
」
は
八
月
一
四
日
の
モ
ル
ヌ
・
ル
ー
ジ
ュ
で
の
集
会
の
数
日
後
（
ゲ
ッ
ガ
ス
の
よ
う
に
二
一
日
と
は
特
定
し
て
い
な

い
）
に
行
わ
れ
た
、
と
修
正
し
た（
２９
）。
ゲ
ッ
ガ
ス
の
研
究
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
」
を
八
月
一
四

日
に
行
わ
れ
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
の
儀
式
の
な
か
で
一
斉
蜂
起
の
た
め
の
計
画
が
練
ら
れ
た
も
の
と
す
る
『
カ
リ
ブ
文
化
辞
典
』

の
文
章
は
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
様
に
、
筆
者
も
旧
著
で
の
叙
述
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
ゲ
ッ
ガ
ス
の
論
説
に
異
論
を
提
出
す
る
研
究
も
あ
る
。
ク
リ
ン
ト
ン
・
Ａ
・
ハ
ッ
ト
ン
の
『
ハ
イ
チ
革
命
の
ロ

ジ
ッ
ク
と
歴
史
的
意
義
、
ハ
イ
チ
人
の
自
由
の
宇
宙
論
的
ル
ー
ツ
』（
二
〇
〇
五
年
）（
３０
）で
あ
る
。
こ
の
本
は
ハ
イ
チ
革

命
に
お
け
る
自
由
の
意
味
を
宇
宙
論
的
エ
ー
ト
ス
や
認
識
論
的
視
点
で
発
掘
し
再
構
築
す
る
こ
と
を
眼
目
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
ハ
ッ
ト
ン
は
、
ゲ
ッ
ガ
ス
を
「
傑
出
し
た
ハ
イ
チ
革
命
研
究
者
」
と
評
価
す
る
の
だ
が
、
ハ
イ
チ
革
命
の
発
端

を
、
八
月
二
一
日
の
夜
に
カ
イ
マ
ン
森
で
行
わ
れ
た
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
の
儀
式
と
は
区
別
し
て
、
八
月
一
四
日
に
ル
ノ
ル
マ
ン

所
有
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
行
わ
れ
た
一
斉
蜂
起
の
た
め
の
非
宗
教
的
な
準
備
集
会
に
求
め
る
ゲ
ッ
ガ
ス
の
説
明
は
論

拠
が
不
十
分
な
だ
け
で
な
く
、
ハ
イ
チ
革
命
か
ら
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
的
性
格
を
希
薄
化
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
、
と
し
て
異

を
唱
え
る
の
で
あ
る
。

ハ
ッ
ト
ン
の
指
摘
に
は
一
理
あ
る
。
先
の
引
用
文
に
あ
る
よ
う
に
、
ゲ
ッ
ガ
ス
は
八
月
一
四
日
の
集
ま
り
で
「
ブ
ク
マ

ン
の
祈
り
の
言
葉
」
が
述
べ
ら
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
言
葉
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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我
ら
に
光
を
も
た
ら
す
太
陽
を
創
造
し
、
波
を
起
こ
し
、
嵐
を
鎮
め
る
神
は
、
雲
の
陰
か
ら
で
も
我
ら
を
見
守
り

た
も
う
。
神
は
白
人
の
行
な
い
す
べ
て
を
知
り
た
も
う
。
白
人
の
神
は
悪
事
を
そ
そ
の
か
す
が
、
我
ら
の
味
方
で
あ

る
神
は
、
我
ら
に
善
行
を
求
め
、
不
正
へ
の
復
讐
を
命
じ
た
も
う
。
神
は
我
ら
の
戦
い
を
導
き
助
け
て
く
だ
さ
る
で

あ
ろ
う
。
我
ら
の
涙
の
源
泉
で
あ
る
白
人
の
神
の
象
徴
〔
十
字
架
〕
を
捨
て
、
我
ら
の
す
べ
て
の
胸
の
な
か
に
語
り

か
け
る
自
由
の
声
に
耳
を
傾
け
よ（
３１
）。

ブ
ク
マ
ン
は
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
の
神
官
（
ウ
ン
ガ
ン
）、
そ
れ
も
最
高
位
の
神
官
と
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
彼
が
言
う
「
我

ら
の
味
方
で
あ
る
神
」
と
は
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
の
精
霊
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
月
一
四
日
の
集
ま
り
を
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
と
は

無
関
係
な
非
宗
教
的
な
も
の
だ
っ
た
と
す
る
ゲ
ッ
ガ
ス
の
論
説
に
は
無
理
が
あ
る
。

だ
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
の
議
論
は
ハ
イ
チ
革
命
の
基
本
的
性
格
の
理
解
に
関
わ
っ
て
く
る
。
ゲ
ッ
ガ
ス
も
そ
う
だ
が
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
や
セ
ゼ
ー
ル
な
ど
多
く
の
研
究
者
は
、
ハ
イ
チ
革
命
を
ト
ゥ
サ
ン
・
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
の
名
と
と
も
に
語

っ
て
き
た
。
そ
の
ト
ゥ
サ
ン
は
、
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
カ
エ
サ
ル
の
『
ガ
リ
ア
戦
記
』
や

ス
ト
ア
派
哲
学
者
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
作
品
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
書
物
、
そ
し
て
「
け
っ
し
て
ク
ラ
ッ
ス
ス
に
ま
み
え

る
こ
と
の
な
い
新
し
い
ス
パ
ル
タ
ク
ス
」
の
文
章
が
出
て
く
る
レ
ナ
ー
ル
の
『
両
イ
ン
ド
史
』
な
ど
の
啓
蒙
思
想
家
の
書

物
も
読
ん
で
い
た
と
も
言
わ
れ
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
「
知
」
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
ト
ゥ
サ
ン

を
指
導
者
と
し
た
ハ
イ
チ
革
命
は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
も
性
格
を
同
じ
く
す
る
、
い
わ
ば
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
型
」
の
革
命
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ッ
ト
ン
は
ア
フ
リ
カ
に
起
源
を
も
つ
エ

ー
ト
ス
と
し
て
の
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
の
意
義
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
」
の
革
命
に
対
比
す
る
な
ら
、
さ
し
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ず
め
「
ア
フ
リ
カ
型
」
の
革
命
と
で
も
言
え
よ
う
か
。

筆
者
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
」
か
「
ア
フ
リ
カ
型
」
か
と
い
っ
た
よ
う
な
二
者
択
一
に
よ
っ
て
ハ
イ
チ
革
命
を
説
明
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

し
ば
し
ば
「
ハ
イ
チ
革
命
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
の
も
と
で
起
こ
っ
た
」
と
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
言

い
方
は
不
正
確
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ハ
イ
チ
革
命
が
起
こ
っ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
さ
な
か
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

以
降
、
ハ
イ
チ
革
命
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
は
同
時
平
行
的
に
進
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
の
影

響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ハ
イ
チ
革
命
の
発
端
と
な
っ
た
一
七
九
一
年
八
月
に
開
始
さ
れ
た
黒
人
奴

隷
の
一
斉
蜂
起
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
の
関
係
は
薄
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ハ
イ
チ
革
命
は
「
特
殊
な
性
格
と
固
有
の
起
源
」

を
備
え
た
も
の
と
し
て
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
特
殊
な
性
格
と
固
有
の
起
源
」
を
生
み
出
し
た
の
が
、
奴
隷
制
植

民
地
社
会
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
、
ク
レ
オ
ー
ル
語
と
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
で
あ
る
と
考
え

る
。
す
な
わ
ち
、
数
多
の
名
も
な
い
奴
隷
た
ち
に
よ
る
集
団
的
、
組
織
的
な
行
動
を
可
能
に
し
た
の
は
、
彼
ら
が
日
常
の

生
活
と
労
働
の
場
と
し
て
い
た
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
が
す
ぐ
れ
て
集
団
的
、
組
織
的
、
協
働
的
な

性
格
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
客
観
的
な
条
件
に
加
え
て
、
互
い
の
意
思
疎
通
を
可
能
に
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段

と
し
て
の
ク
レ
オ
ー
ル
語
を
創
出
し
、
さ
ら
に
連
帯
を
生
み
出
す
精
神
的
な
絆
と
し
て
の
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
を
共
有
し
て
い
た

と
い
う
主
体
的
な
条
件
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
３２
）。

端
的
に
言
え
ば
、
ハ
イ
チ
革
命
は
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
的
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
開
始
さ
れ
た
、
だ
が
、
当
初
は
黒
人
奴
隷

蜂
起
を
静
観
し
て
い
た
ト
ゥ
サ
ン
が
合
流
し
た
こ
と
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
性
格
が
加
わ
り
、
そ
れ
が
革
命
の
進
行
の
過
程
で

次
第
に
強
く
な
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
目
下
の
仮
説
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
ト
ゥ
サ
ン
と
ヴ
ー
ド
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ゥ
ー
と
の
関
係
に
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ト
ゥ
サ
ン
は
最
初
か
ら
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
と
名
乗
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
い
つ
か
ら
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
と
名
乗

る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
確
定
で
き
な
い
が
、
先
に
引
用
し
た
一
七
九
三
年
八
月
二
九
日
の
呼
び
か
け
に
見
え
る
よ
う
に
、

一
七
九
三
年
夏
頃
に
は
そ
の
名
前
が
定
着
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
（L’O

uverture

と
綴
ら
れ
る

こ
と
も
あ
る
が
、
ト
ゥ
サ
ン
自
身
はLouverture

と
署
名
し
て
い
る
）
を
英
語
に
直
せ
ば
〈the

overture

〉
ま
た
は
〈the

opening

〉
と
な
る
も
の
だ
が
、
そ
の
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
定
説
が
な
い
。「
前
歯
が
欠
け
て
い
て
隙
間
が
あ
っ
た
」
た

め
の
綽
名
で
あ
る
と
い
う
説
、「
敵
の
隊
列
・
陣
地
を
突
破
し
て
活
路
を
切
り
開
く
」
と
い
う
軍
事
的
才
能
を
讃
え
た
尊

称
だ
と
す
る
説
、「
自
由
（
ま
た
は
運
命
）
の
扉
を
開
く
者
」
と
い
っ
た
救
世
主
的
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
た
も
の
と
す
る

説
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
有
力
な
の
は
、
救
世
主
的
イ
メ
ー
ジ
説
を
と
る
ラ
ル
フ
・
コ
ー
ン
ゴ
ー
ル
ド
の

説
明
で
あ
る
。

コ
ー
ン
ゴ
ー
ル
ド
の
説
明
は
こ
う
だ
。
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
の
聖
歌
に
「
パ
パ
・
レ
グ
バ
よ
、
私
の
た
め
に
扉
を
開
け
た
ま

え
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
ハ
イ
チ
・
ク
レ
オ
ー
ル
語
で
〈Papa

Legba,louvribaryè
pou

m
w

en

〉、
仏
訳
で
は
〈Papa

Legba,ouvre
la

barière
pour

m
oi

〉、
英
訳
で
は
〈Papa

Legba,open
the

gate
for

m
e

〉
と
な
る
も
の
だ
が
、
ル
ヴ

ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
の
名
前
は
そ
の
聖
歌
に
出
て
く
る
「
開
くlouvri

」
と
い
う
言
葉
に
由
来
す
る
と
い
う
の
で
あ
る（
３３
）。

「
レ
グ
バ
」
と
は
、
霊
界
へ
の
入
り
口
の
門
番
役
を
司
ど
る
精
霊
で
あ
っ
て
、
道
路
や
十
字
路
の
守
護
霊
た
る
聖
樹
で

「
マ
プ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
大
樹
（
パ
ン
ヤ
科
の
セ
イ
バ
・
ペ
ン
タ
ン
ド
ラ
）
に
宿
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
レ
グ
バ
」

へ
の
呼
び
か
け
は
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
の
儀
式
の
最
初
に
必
ず
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
コ
ー
ン
ゴ
ー
ル
ド
の
解
釈
に
立
て
ば
、

ト
ゥ
サ
ン
は
、
こ
の
「
マ
プ
ー
」
に
宿
る
「
レ
グ
バ
」
そ
の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、「
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
」
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と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
る
な
ら
、
ト
ゥ
サ
ン
は
少
な
く
と
も
ハ
イ
チ
革
命
の
初
期

の
時
点
で
は
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
を
許
容
し
、
あ
る
い
は
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
依
拠
し
よ
う
と
し
た
し
、
逆
に
黒
人
大
衆
も
ト
ゥ

サ
ン
を
そ
の
よ
う
な
眼
で
見
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
後
に
な
る
と
、
ト
ゥ
サ
ン
と
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
と
の
関
係

に
亀
裂
が
生
じ
る
。
そ
の
点
は
、
一
八
〇
一
年
七
月
八
日
に
ト
ゥ
サ
ン
の
名
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
「
フ
ラ
ン
ス
領
植
民

地
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
憲
法
」
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
憲
法
で
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
が
「
公
に
表
明
さ
れ
た

唯
一
の
宗
教
で
あ
る
」（
第
六
条
）
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
い
た
っ
て
ト
ゥ
サ
ン
が
ヴ

ー
ド
ゥ
ー
と
の
間
に
一
定
の
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
チ
で
は
、
毎
年
八
月
一
四
日
に
「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
」
の
記
念
集
会
が
あ
り
、
一
八
九
一
年
に
一
〇
〇
周
年

の
、
一
九
九
一
年
に
は
二
〇
〇
周
年
の
盛
大
な
記
念
式
典
が
催
さ
れ
た
。
ま
た
、
ロ
ラ
ン
・
デ
ュ
ボ
ワ
が
『
市
民
の
植
民

地
―
―
フ
ラ
ン
ス
領
カ
リ
ブ
海
に
お
け
る
革
命
と
奴
隷
解
放
、
一
七
八
七－

一
八
〇
四
年
』（
二
〇
〇
四
年
）
で
紹
介
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
エ
ロ
ル
・
ジ
ョ
シ
ュ
エ
と
い
う
名
の
現
代
ハ
イ
チ
の
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
の
神
官
は
、「
私
は
ハ
イ
チ
人

で
あ
り
、
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
が
ハ
イ
チ
革
命
と
独
立
の
発
端
と
な
っ
た
と
信
じ
て
い
る
」
と
し
、「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀

式
」
が
自
分
た
ち
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
と
ハ
イ
チ
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
原
点
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る（
３４
）。

と
も
あ
れ
、「
カ
イ
マ
ン
森
の
儀
式
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
今
な
お
「
歴
史
」
と
「
記
憶
」
と
の
間
に
ズ
レ
が
存
在
す
る

の
で
あ
る
。
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三
「
大
西
洋
史
」
の
な
か
の
ハ
イ
チ
革
命

最
近
の
近
代
世
界
史
研
究
に
お
け
る
顕
著
な
動
向
の
一
つ
に
、「
大
西
洋
史A

tlantic
H

istory

」
あ
る
い
は
「
大
西
洋

世
界A

tlantic
W

orld

」
と
い
う
分
析
視
角
が
あ
る
。
そ
の
分
析
視
角
を
簡
潔
に
展
開
し
た
の
は
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ベ
イ
リ

ン
『
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
―
―
概
念
と
輪
郭
』（
二
〇
〇
五
年
。
日
本
語
訳
は
二
〇
〇
七
年
）（
３５
）だ
が
、

そ
の
他
に
、
最
近
五
年
間
に
出
版
さ
れ
披
見
し
た
も
の
に
限
っ
て
も
一
〇
点
ほ
ど
の
著
書
が
あ
る（
３６
）。
そ
れ
ら
の
研
究

が
意
図
す
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
南
北
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
海
地
域
、
ア
フ
リ
カ
と
い
う
四
大
陸
に
ま
た
が
る
諸
国
家

・
諸
集
団
の
活
動
や
人
・
モ
ノ
・
貨
幣
・
情
報
な
ど
の
移
動
と
交
流
の
相
互
関
係
を
、「
大
西
洋
」
と
い
う
概
念
で
捉
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
国
家
や
帝
国
の
枠
組
み
を
超
え
た
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
し
て
浮
か
び
上

が
ら
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。

だ
が
日
本
で
は
、「
大
西
洋
史
」
と
い
う
分
析
視
角
は
特
段
に
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
つ
と
に
西
出
敬
一

の
一
連
の
研
究
、
と
く
に
「
カ
リ
ブ
海
地
域
圏
と
奴
隷
制
」（
歴
史
学
研
究
会
編
『
南
北
ア
メ
リ
カ
の
五
〇
〇
年

第
一

巻
「
他
者
」
と
の
遭
遇
』
青
木
書
店
、
一
九
九
二
年
）
の
第
四
節
「
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
メ
リ
カ
と
大
西
洋
シ
ス

テ
ム
」
や
、
池
本
幸
三
・
布
留
川
正
博
・
下
山
晃
『
近
代
世
界
と
奴
隷
制
―
―
大
西
洋
シ
ス
テ
ム
の
中
で
』（
人
文
書

院
、
一
九
九
五
年
）
で
共
通
し
て
使
わ
れ
た
「
大
西
洋
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
用
語
に
よ
る
論
説
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
の
諸
革
命
を
扱
っ
た
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史

第
一
七
巻
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
七
年
）
の
タ
イ
ト
ル
は
「
環
大
西
洋
革
命
」
で
あ
り
、
そ
の
「
構
造
と
展
開
」
の
な
か
で
川
北
稔
が
「
環
大
西
洋
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革
命
の
時
代
」
を
総
括
的
に
論
じ
て
い
た
し
、
同
じ
巻
に
収
録
さ
れ
た
筆
者
の
「
ハ
イ
チ
革
命
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国

の
独
立
」
も
、「
大
西
洋
史
」
あ
る
い
は
「
大
西
洋
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
用
語
こ
そ
使
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、
ハ
イ
チ
革

命
を
宗
主
国
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
他
の
南
北
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
海
地
域
と
の
相
互
影
響
関
係
の
な
か
で
論
じ
た
も
の
で
あ

っ
た
。「
コ
ロ
ン
ブ
ス
」
か
ら
一
九
世
紀
に
い
た
る
近
代
世
界
史
を
語
る
こ
と
は
「
大
西
洋
史
」
を
語
る
こ
と
と
同
義
で

あ
る
。
こ
れ
は
自
明
で
あ
ろ
う
。

筆
者
の
当
面
の
関
心
に
即
し
て
言
え
ば
、
問
題
は
「
大
西
洋
史
」
の
な
か
で
ハ
イ
チ
革
命
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
か
に
あ
る
。
だ
が
、
残
念
な
が
ら
、「
大
西
洋
史
」
に
関
す
る
近
年
の
一
連
の
研
究
か
ら
は
さ
し
た
る
新
知
見
を
得

ら
れ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
も
っ
と
も
詳
し
い
ウ
ィ
ム
・
ク
ル
ー
ス
タ
ー
の
『
大
西
洋
世
界
の
諸
革
命
』（
二
〇
〇
九

年
）
は
、「
序
文
―
―
戦
争
の
な
か
の
帝
国
」（
第
一
章
）
に
つ
づ
い
て
、「
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
お
け
る
内
戦
―
―
ア
メ
リ

カ
革
命
」（
第
二
章
）、「
特
権
と
軋
轢
を
め
ぐ
る
戦
争
―
―
フ
ラ
ン
ス
革
命
」（
第
三
章
）、「
主
権
を
目
指
し
た
多
様
な
道

―
―
ス
ペ
イ
ン
領
ア
メ
リ
カ
の
諸
革
命
」（
第
五
章
）
が
検
討
さ
れ
、
ハ
イ
チ
革
命
に
も
「
価
値
あ
る
植
民
地
か
ら
黒
人

の
独
立
へ
―
―
ハ
イ
チ
革
命
」（
第
四
章
）
の
単
独
の
章
が
割
か
れ
、
最
終
第
六
章
で
は
「
諸
革
命
の
比
較
―
―
原
因
、

パ
タ
ー
ン
、
遺
産
」
が
分
析
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
内
容
は
平
板
で
あ
り
、
教
科
書
的
記
述
の
域
を
出
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
二
〇
〇
一
年
に
出
て
い
た
ゲ
ッ
ガ
ス
編
の
『
大
西
洋
世
界
に
お
け
る
ハ
イ
チ
革
命

の
イ
ン
パ
ク
ト
』（
３７
）で
あ
る
。
従
来
も
「
大
西
洋
世
界
」
に
お
け
る
ハ
イ
チ
革
命
に
つ
い
て
関
説
し
た
研
究
は
あ
っ
た

が
、
い
ず
れ
も
部
分
的
・
断
片
的
な
叙
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
な
か
で
、
ゲ
ッ
ガ
ス
編
の
論
文
集
は
研
究
水
準

を
い
っ
き
に
引
き
上
げ
た
画
期
的
な
研
究
で
あ
る
。
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収
録
さ
れ
た
全
一
五
編
の
論
文
タ
イ
ト
ル
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ブ
ラ
イ
オ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ハ
イ
チ
革
命
の
イ
ン
パ
ク
ト
」

・
セ
イ
モ
ア
・
ド
レ
シ
ャ
ー
「
範
例
の
限
定
」

・
ロ
ビ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
「
範
例
の
力
」

・
カ
リ
ン
・
シ
ュ
ー
ラ
ー
「
自
由
主
義
か
ら
レ
イ
シ
ズ
ム
へ
―
―
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ハ
イ
チ
革

命
、
一
八
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
」

・
オ
ル
ウ
ィ
ン
・
Ｍ
・
ブ
ロ
ウ
エ
ト
「
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
と
ハ
イ
チ
革
命
」

・
フ
ア
ン
・
Ｒ
・
ゴ
ン
サ
レ
ス
・
メ
ン
ド
ー
サ
「
ハ
イ
チ
革
命
後
の
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
ク
レ
オ
ー
ル
愛
国
者
た
ち
と
奴

隷
貿
易
」

・
サ
イ
モ
ン
・
Ｐ
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
「
ア
メ
リ
カ
の
政
治
文
化
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
ハ
イ
チ
革
命
―
―
ナ
タ
ニ
エ
ル
・
カ

ッ
テ
ィ
ン
グ
と
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ニ
ア
ン
共
和
派
」

・
ロ
バ
ー
ト
・
ア
ル
ダ
ー
ソ
ン
「
一
七
九
三
年
の
チ
ャ
ー
ル
ス
ト
ン
で
噂
さ
れ
た
奴
隷
蜂
起
」

・
ロ
ラ
ン
・
デ
ュ
ボ
ワ
「
革
命
の
約
束
―
―
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
と
、
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
に
お
け
る
自
治
の
た
め
の
闘
争
、

一
七
九
七－

一
八
〇
二
年
」

・
マ
ッ
ト
・
Ｄ
・
チ
ャ
イ
ル
ズ
「『
フ
ラ
ン
ス
の
黒
人
将
軍
が
島
を
征
服
し
に
来
た
』―
―
一
八
一
二
年
キ
ュ
ー
バ
の
ア

ポ
ン
テ
の
反
乱
に
お
け
る
ハ
イ
チ
革
命
の
イ
メ
ー
ジ
」

・
ア
ー
リ
ン
・
ヘ
ル
グ
「
分
節
化
さ
れ
た
多
数
派
―
―
ハ
イ
チ
革
命
期
の
カ
リ
ブ
海
沿
岸
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る
『
す
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べ
て
の
色
の
』
自
由
人
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
奴
隷
」

・
マ
リ
ハ
・
ラ
ッ
ソ
「
カ
リ
ブ
海
沿
岸
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る
民
衆
共
和
主
義
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
ハ
イ
チ
―
―
カ
ル

タ
ヘ
ナ
州
（
一
八
一
一－

一
八
二
八
年
）」

・
ス
ー
ザ
ン
・
ブ
ラ
ン
ソ
ン
、
レ
ス
リ
ー
・
パ
ト
リ
ッ
ク
「
外
国
の
外
国
人
―
―
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
有
色
の
サ
ン

＝

ド
マ
ン
グ
避
難
民
」

・
ポ
ー
ル
・
ラ
シ
ャ
ン
ス
「
ハ
イ
チ
革
命
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
へ
の
影
響
」

・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ゲ
ッ
ガ
ス
「
カ
ラ
ド
ゥ
ー
と
植
民
地
の
記
憶
」

こ
の
よ
う
に
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
地
域
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
チ
ャ
ー
ル
ス
ト
ン
、
フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
な
ど
、
カ
リ
ブ
海
域
で
は
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
キ
ュ
ー
バ
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
、
南
ア
メ
リ
カ
で
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
、
と
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
チ
革
命
が
「
大
西
洋
世
界
」
の
広
範
囲
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
、
移
住
運

動
、
新
し
い
経
済
的
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
形
成
、
奴
隷
の
抵
抗
、
奴
隷
制
の
新
た
な
拡
大
、
人
種
差
別
の
廃
止
に
つ
い
て
の

論
争
、
文
化
的
影
響
な
ど
の
面
を
と
お
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

生
半
可
な
整
理
を
試
み
る
よ
り
も
、
各
論
文
の
要
旨
に
も
言
及
し
た
ゲ
ッ
ガ
ス
の
序
文（
３８
）を
全
訳
す
る
方
が
良
い
で

あ
ろ
う
。
な
お
、
計
三
六
の
原
註
は
省
略
す
る
が
、
補
足
訳
註
を
〔

〕
内
に
示
し
た
。

今
か
ら
二
〇
〇
年
前
に
ハ
イ
チ
を
創
造
し
た
革
命
は
、
ロ
シ
ア
革
命
や
中
国
革
命
、
あ
る
い
は
ハ
イ
チ
革
命
と
絡
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み
合
っ
て
進
行
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
比
べ
る
な
ら
、
ス
ケ
ー
ル
の
小
さ
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
約
六
〇
万
人
の
人

口
の
な
か
で
演
じ
ら
れ
た
ハ
イ
チ
革
命
は
、
わ
ず
か
一
万
二
千
平
方
マ
イ
ル
と
い
う
地
域
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
お

り
、
ハ
イ
チ
革
命
に
前
後
す
る
数
十
年
間
に
植
民
地
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
北
ア
メ
リ
カ
や
南
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ル
ト

に
比
べ
る
な
ら
ば
、
小
さ
な
斑
点
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
七
八
九
年
か
ら
一
八
〇
四
年
ま
で
の
ハ
イ

チ
革
命
ま
た
は
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
革
命
は
、
人
口
や
地
域
で
は
限
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
世
界
史
上
の
重
要
な
地
位

を
要
求
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
領
植
民
地
の
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
は
、
大
西
洋
経
済
の
発
電
所
で
あ
り
、
一
八
世
紀
を
と
お
し
て
熱
帯
必

需
産
品
の
輸
出
地
域
と
し
て
首
位
の
座
に
あ
っ
た
。
一
七
九
一
年
八
月
に
始
ま
り
、
そ
し
て
未
曾
有
の
繁
栄
を
呈
し

て
い
た
植
民
地
を
激
変
さ
せ
た
奴
隷
蜂
起
は
、
そ
れ
ま
で
の
蜂
起
の
な
か
で
も
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
大
規
模
で
、

も
っ
と
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
成
功
を
収
め
た
蜂
起
で
あ
っ
た
。
奴
隷
蜂
起
は
、
大
き
な
奴
隷
制
社
会
の
な
か
で
の
大

規
模
な
奴
隷
解
放
（
一
七
九
三
年
）
と
、
一
つ
の
ア
メ
リ
カ
植
民
地
で
の
完
全
な
人
種
的
平
等
（
一
七
九
二
年
）
と

い
う
、
世
界
で
最
初
の
実
例
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
は
植
民
地
の
独
立
を
求
め
る
南
北
ア
メ
リ
カ
の
す
べ
て
の
闘
争

の
な
か
で
も
っ
と
も
大
規
模
な
大
衆
動
員
を
伴
い
、
そ
し
て
、
も
っ
と
も
重
大
な
社
会
的
、
経
済
的
変
化
を
も
た
ら

し
た
。
一
二
年
に
わ
た
る
破
壊
的
な
戦
争
は
、
当
時
も
っ
と
も
生
産
力
の
高
い
植
民
地
を
破
滅
さ
せ
、
植
民
地
の
支

配
階
級
を
追
い
出
し
た
。
ハ
イ
チ
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
最
初
の
独
立
国
、
熱
帯
地
域
で
は
最
初
の
近
代
的
国
家
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
〇
四
年
一
月
一
日
、
元
奴
隷
の
ジ
ャ
ン＝

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
サ
リ
ー
ヌ
は
、
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
の
独
立
を
宣
言

し
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
絶
縁
を
強
調
し
て
、
新
し
い
国
家
を
ア
メ
リ
カ
の
過
去
と
繋
げ
る
た
め
に
、
そ
の
国
名
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に
「
ハ
イ
チ
」
と
い
う
ア
メ
リ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
名
前
を
与
え
た
。
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
三
大

植
民
地
列
強
の
軍
隊
を
打
ち
負
か
し
た
元
奴
隷
や
有
色
自
由
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
法
律
の
作
成
と
国
家
装
置
の

構
築
に
着
手
し
た
。
黒
人
の
自
由
と
反
帝
国
主
義
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
ハ
イ
チ
の
最
初
の
憲
法
は
、
挑
戦
的
に
も

白
人
の
土
地
所
有
を
禁
止
し
、
そ
の
す
ぐ
後
に
は
、
こ
の
国
に
居
住
す
る
ア
フ
リ
カ
人
や
先
住
民
の
子
孫
の
す
べ
て

に
市
民
権
を
与
え
る
と
い
う
憲
法
改
正
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
支
配
さ

れ
、
奴
隷
制
と
奴
隷
貿
易
が
絶
頂
期
に
あ
り
、
人
種
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
正
統
性
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
世
界
で
起

こ
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
イ
チ
革
命
が
な
ぜ
重
要
な
の
か
、
そ
の
理
由
を
一
覧
に
す
る
の
は
易
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
革
命
が
広
く
世
界

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
明
示
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
の
多
岐
に
わ

た
る
複
雑
な
影
響
を
完
全
に
解
明
し
た
試
み
は
存
在
し
な
い
。
専
門
的
な
研
究
が
ハ
イ
チ
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
諸
相
に

光
を
当
て
て
き
た
が
、
学
問
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
到
達
す
る
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
か
な
り
限

定
さ
れ
た
範
囲
を
扱
っ
た
〔
エ
レ
ア
ザ
ー
ル
・
コ
ル
ド
ヴ
ァ＝

ベ
リ
ョ
と
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ハ
ン
ト
に
よ
る
〕
二
つ

の
研
究
書
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ス
ペ
イ
ン
領
ア
メ
リ
カ
と
合
衆
国
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
総
括
的
に
論
じ
て
い
る
。

イ
ヴ
・
ブ
ノ
と
ロ
ビ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
ハ
イ
チ
革
命
が
同
時
代
に
起
こ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
ど
の
よ
う
に

寄
与
し
た
か
を
検
討
し
て
い
る
。
古
く
は
ホ
セ
・
ル
シ
ア
ー
ノ
・
フ
ラ
ン
コ
の
研
究
〔『
カ
リ
ブ
海
と
メ
キ
シ
コ
湾

に
お
け
る
戦
闘
』
一
九
六
五
年
〕
が
、
そ
し
て
最
近
で
は
、
ガ
ス
パ
ー
と
ゲ
ッ
ガ
ス
の
『
激
動
の
時
代
』（
一
九
九

七
年
）
に
収
録
さ
れ
た
論
文
が
大
カ
リ
ブ
海
地
域
で
の
二
つ
の
革
命
の
相
関
関
係
の
図
式
化
を
試
み
て
い
る
。
そ
こ

で
本
書
で
は
、
こ
う
し
た
試
み
を
引
き
継
い
で
、
と
く
に
黒
人
革
命
が
大
西
洋
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
与
え
た
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影
響
に
焦
点
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
北
部
の
平
野
で
奴
隷
の
一
大
蜂
起
が
開
始
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
黒
人
の
叛
徒
た
ち
は
自
分
た
ち

が
世
界
を
舞
台
に
演
じ
て
い
る
の
だ
と
自
覚
し
て
い
た
よ
う
だ
。
彼
ら
は
蜂
起
が
起
こ
っ
た
最
初
の
月
に
サ
ン＝

ド

マ
ン
グ
の
総
督
に
対
し
て
「
世
界
は
我
々
の
運
命
に
呻
吟
し
て
い
る
」
と
語
っ
た
。
二
年
後
、
奴
隷
た
ち
の
リ
ー
ダ

ー
で
あ
る
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ビ
ア
ス
ー
は
「
そ
の
時
期
は
世
界
で
も
っ
と
も
偉
大
な
事
績
と
し
て
い
つ
ま
で
も
記
憶
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
当
時
を
回
顧
し
た
。
彼
は
ス
ペ
イ
ン
領
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
総
督
に
「
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

全
世
界
が
我
々
に
目
を
向
け
、
我
々
が
取
ろ
う
と
し
て
い
る
行
動
の
行
く
末
を
注
視
し
て
い
る
」
と
伝
え
た
。
そ
し

て
、
一
八
〇
四
年
に
革
命
が
終
結
す
る
に
あ
た
っ
て
、
独
立
宣
言
の
起
草
者
で
あ
る
ル
イ
・
ボ
ワ
ロ
ン＝

ト
ネ
ー
ル

は
自
身
の
メ
モ
ワ
ー
ル
を
、「
諸
君
は
、
こ
の
偉
大
な
人
物
（
デ
サ
リ
ー
ヌ
）
を
と
お
し
て
、
人
類
は
、
そ
の
本
性

に
よ
っ
て
、
心
の
な
か
に
は
自
由
を
、
そ
し
て
、
そ
の
手
に
は
自
由
へ
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
だ
ろ

う
」
と
い
う
、
ハ
イ
チ
人
の
経
験
を
凝
縮
し
て
「
す
べ
て
の
国
の
奴
隷
た
ち
」
に
向
け
た
煽
動
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で

結
ん
だ
。

ハ
イ
チ
革
命
と
い
う
激
変
が
も
た
ら
し
た
国
際
的
な
影
響
を
査
定
す
る
に
は
、
次
に
挙
げ
る
五
つ
な
い
し
六
つ
の

問
題
を
考
え
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
�
新
世
界
の
奴
隷
と
自
由
黒
人
と
白
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ハ
イ
チ
革
命
の
ニ

ュ
ー
ス
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
？

�
植
民
地
列
強
の
政
府
は
ど
う
対
応
し
た
か
？

�
奴
隷
や
有
色

自
由
人
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
鼓
舞
す
る
う
え
で
ハ
イ
チ
革
命
は
ど
の
よ
う
に
重
要
で
あ
っ
た
の
か
。
単
な
る
例
示
と

し
て
か
、
そ
れ
と
も
直
接
の
介
入
に
よ
っ
て
か
？

�
革
命
の
サ
ン＝
ド
マ
ン
グ
か
ら
逃
れ
た
亡
命
者
た
ち
は
住
み

着
い
た
先
の
ア
メ
リ
カ
の
各
地
域
に
ど
ん
な
経
済
的
・
文
化
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
か
？

�
総
じ
て
、
ハ
イ
チ
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革
命
が
反
奴
隷
制
運
動
や
人
種
論
争
に
及
ぼ
し
た
イ
ン
パ
ク
ト
は
肯
定
的
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
否
定
的

な
も
の
だ
っ
た
の
か
？

ハ
イ
チ
革
命
の
ニ
ュ
ー
ス
は
広
範
囲
に
、
か
つ
急
速
に
広
ま
っ
た
。
一
七
九
一
年
の
蜂
起
か
ら
一
カ
月
も
し
な
い

う
ち
に
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
奴
隷
た
ち
は
そ
の
蜂
起
に
つ
い
て
の
歌
を
歌
っ
て
い
た
。
数
日
の
う
ち
に
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ

ア
や
ル
イ
ジ
ア
ナ
か
ら
キ
ュ
ー
バ
や
ブ
ラ
ジ
ル
に
い
た
る
ま
で
の
奴
隷
所
有
者
た
ち
は
、
彼
ら
が
所
有
す
る
奴
隷
た

ち
が
ま
す
ま
す
「
無
礼
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
嘆
き
、
そ
れ
は
、
成
功
し
た
奴
隷
革
命
に
つ
い
て
知
っ
た
せ
い
だ

と
し
た
。
一
七
九
五
年
末
、
キ
ュ
ー
バ
の
総
督
は
蜂
起
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
ジ
ャ
ン＝

フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
名
前
が
「
奴

隷
た
ち
の
不
屈
の
ヒ
ー
ロ
ー
、
救
世
主
で
あ
る
か
の
よ
う
に
一
般
大
衆
の
耳
に
こ
だ
ま
し
て
い
る
」
こ
と
を
嘆
い

た
。
一
八
〇
〇
年
、
元
奴
隷
の
ト
ゥ
サ
ン
・
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
が
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
の
押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
支

配
者
に
な
っ
た
と
き
、
キ
ン
グ
ス
ト
ン
の
街
路
で
奴
隷
た
ち
は
「
黒
人
も
白
人
も
混
血
も
、
み
ん
な
同
じ
な
ん
だ
」

と
歌
っ
た
。
ハ
イ
チ
が
独
立
し
た
後
、
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
の
奴
隷
た
ち
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
サ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
作
っ

た
。「
我
ら
が
食
べ
る
パ
ン
は
白
人
の
肉
な
り
。
我
ら
が
飲
む
ワ
イ
ン
は
白
人
の
血
な
り
。
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
を
忘
れ

る
な
」。
遠
く
離
れ
た
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
も
、
自
由
黒
人
や
ム
ラ
ー
ト
の
民
兵
た
ち
が
一
八
〇
五
年
に
、
戴
冠

し
て
間
も
な
い
皇
帝
デ
サ
リ
ー
ヌ
の
肖
像
が
入
っ
た
メ
ダ
イ
ヨ
ン
を
首
に
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
た
。
ハ

イ
チ
革
命
か
ら
ず
い
ぶ
ん
後
に
な
っ
て
か
ら
は
、
い
っ
そ
う
手
の
込
ん
だ
実
例
が
現
れ
た
。
一
八
三
六
年
、
バ
ヤ
モ

の
キ
ュ
ー
バ
の
役
人
は
、
カ
ラ
バ
リ
の
議
会
が
ス
ペ
イ
ン
国
王
の
象
徴
で
あ
る
王
冠
に
替
え
て
ハ
イ
チ
の
国
家
元
首

を
表
す
羽
飾
り
の
付
い
た
三
角
帽
子
を
旗
に
描
い
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
ニ
ュ
ー
ス
が
農
村
地
域
に
ど
の
程
度
ま

で
浸
透
し
た
か
は
、
な
お
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
チ
革
命
が
起
こ
っ
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
は
、
船
員
や
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避
難
民
、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
出
自
の
私
掠
船
乗
組
員
を
介
し
て
、
海
上
貿
易
ル
ー
ト
沿
い
に
急
速
に
伝
播
し
て
い

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
チ
革
命
は
、
ロ
ル
フ
・
ト
ル
イ
ヨ
が
言
う
よ
う
な
「
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
出
来

事
」
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
前
代
未
聞
の
こ
と
だ
っ
た
。
騒
然
と
し
た
出
来
事
が
つ
づ
い
た
時
代
に
あ
っ
て
、

サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
の
奴
隷
や
元
奴
隷
た
ち
の
行
為
は
国
際
的
な
注
意
を
惹
き
つ
け
た
。
そ
れ
は
、
カ
リ
ン
・
シ
ュ
ー

ラ
ー
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
諸
領
邦
の
よ
う
な
カ
リ
ブ
海
地
域
と
は
ほ
と
ん
ど
結
び
つ
き
の
な

い
国
で
も
そ
う
だ
っ
た
。
植
民
地
的
な
関
連
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ド
イ
ツ
人
は
黒
人
革
命
に
つ
い
て
研
究
し
よ

う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
人
種
や
奴
隷
制
に
つ
い
て
の
関
心
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
人
自
身
の
政
治
的
な
関
心

に
発
す
る
も
の
だ
っ
た
。
植
民
地
を
保
有
す
る
列
強
や
奴
隷
を
所
有
す
る
国
民
に
と
っ
て
は
、
利
害
は
は
る
か
に
直

接
的
だ
っ
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ブ
ラ
イ
オ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
恐
怖
と
貪
欲
が
支
配
的

な
反
応
だ
っ
た
。
一
七
九
一
年
の
奴
隷
蜂
起
の
ニ
ュ
ー
ス
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
届
い
た
と
き
、「
タ
イ
ム
ズ
」
紙

は
、
ロ
ン
ド
ン
の
取
引
所
の
ス
ト
ッ
ク
は
た
ち
ま
ち
一
％
下
落
し
た
け
れ
ど
も
、
イ
ギ
リ
ス
が
介
入
す
る
絶
好
の
チ

ャ
ン
ス
だ
と
示
唆
し
た
。
防
御
よ
り
も
力
の
増
強
の
方
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
と
ス
ペ
イ
ン
は
、
こ
の
奴

隷
蜂
起
で
分
裂
し
た
植
民
地
を
フ
ラ
ン
ス
か
ら
奪
取
し
よ
う
と
し
た
が
、
黒
人
の
手
に
か
か
っ
て
大
き
な
犠
牲
を
蒙

っ
て
屈
辱
的
な
敗
北
を
喫
し
た
。
黒
人
た
ち
は
七
万
人
以
上
も
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
兵
士
と
水
夫
の
命
を
奪
っ
た
の
で

あ
る
。
ハ
イ
チ
革
命
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
合
衆
国
の
政
策
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
と
フ
ラ
ン
ス
と
の

関
係
の
如
何
に
よ
っ
て
揺
れ
動
い
た
。
そ
れ
ら
の
国
々
は
、
あ
る
時
期
に
は
黒
人
の
叛
徒
を
潰
そ
う
と
し
た
が
、
フ

ラ
ン
ス
の
方
が
よ
り
大
き
な
脅
威
と
思
わ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
三
国
と
も
通
商
面
や
軍
事
面
で
黒
人
の
叛
徒
を
援
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助
し
よ
う
と
し
た
。
黒
人
の
独
立
国
家
の
出
現
を
歓
迎
す
る
国
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
一
八

〇
六
年
か
ら
一
八
一
〇
年
ま
で
の
間
に
と
っ
た
禁
輸
措
置
を
別
に
す
れ
ば
、
ハ
イ
チ
と
の
貿
易
関
係
を
遮
断
す
る
国

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

奴
隷
所
有
者
た
ち
に
は
最
悪
の
夢
が
正
夢
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
者
た
ち

に
と
っ
て
は
、
ハ
イ
チ
革
命
は
熱
帯
必
需
産
品
の
価
格
上
昇
か
ら
利
益
を
引
き
出
す
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
っ
た
。
革
命

が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
は
彼
ら
の
所
有
す
る
奴
隷
た
ち
が
ど
う
反
応
す
る
か
を
警
戒
し
た
。

あ
る
と
き
は
ハ
イ
チ
か
ら
の
直
接
の
介
入
を
恐
れ
、
ま
た
あ
る
と
き
は
自
分
た
ち
の
社
会
が
「
第
二
の
サ
ン＝

ド
マ

ン
グ
」
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
を
表
明
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
を
ど
の
程
度
援
助
す
る
の
か
、
奴

隷
の
待
遇
改
善
の
た
め
の
立
法
を
な
す
べ
き
か
ど
う
か
、
ア
フ
リ
カ
人
奴
隷
の
流
入
を
制
限
す
べ
き
か
ど
う
か
、
と

い
っ
た
点
で
意
見
が
分
か
れ
た
。
平
時
に
あ
っ
て
さ
え
も
、
奴
隷
所
有
階
級
に
は
病
的
な
ま
で
の
パ
ラ
ノ
イ
ア
と
独

り
よ
が
り
、
そ
し
て
用
心
深
い
計
算
と
が
混
じ
り
合
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
オ
ル
ウ
ィ
ン
・
ブ
ロ
ウ
エ
ト
は

ジ
ャ
マ
イ
カ
の
プ
ラ
ン
タ
ー
階
級
の
代
弁
者
で
奴
隷
蜂
起
の
初
期
の
出
来
事
を
目
撃
し
た
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
エ
ド
ワ
ー

ズ
の
反
応
を
分
析
し
て
い
る
。
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
を
援
助
し
よ
う
と
す
る
エ
ド
ワ
ー
ズ
の
熱
心
さ
は
、

ジ
ャ
マ
イ
カ
の
す
べ
て
の
プ
ラ
ン
タ
ー
に
共
有
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
の
植
民
者
た
ち
を
イ

ギ
リ
ス
の
市
場
に
参
入
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
占
領
を
支
援
す
る
ま
で
に
は
い
た

っ
て
い
な
い
。
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
標
準
的
な
プ
ラ
ン
タ
ー
に
比
べ
れ
ば
革
新
的
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
奴
隷
貿
易
を

維
持
す
る
運
動
を
し
て
い
た
。

キ
ュ
ー
バ
と
プ
エ
ル
ト
リ
コ
、
こ
こ
は
奴
隷
人
口
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
所
だ
が
、
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、
そ
れ
に
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よ
っ
て
危
険
が
伴
う
よ
う
な
十
分
に
発
達
し
た
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
複
合
体
を
発
展
さ
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
の
選
択

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
フ
ア
ン
・
ゴ
ン
サ
レ
ス
・
メ
ン
ド
ー
サ
は
、
世
界
市
場
の
魅
力
と
奴
隷
に
基
礎
を

置
く
農
業
の
拡
大
が
は
ら
む
リ
ス
ク
に
つ
い
て
論
争
し
た
際
に
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
エ
リ
ー
ト
は
決
定
的
な
岐
路
に

直
面
し
て
躊
躇
し
た
こ
と
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
恐
怖
は
あ
っ
た
し
、
フ
ラ
ン
ス
領
植
民
地
か
ら
の
避
難

民
に
対
す
る
制
限
が
広
が
っ
た
け
れ
ど
も
、
ス
ペ
イ
ン
領
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
だ
け
は
、
安
全
策
と
し
て
ア
フ
リ
カ
か
ら

の
奴
隷
の
輸
入
を
数
年
間
に
限
っ
て
中
止
し
た
。
ハ
イ
チ
革
命
の
間
に
ス
ペ
イ
ン
領
西
イ
ン
ド
植
民
地
へ
の
奴
隷
貿

易
は
前
例
の
な
い
割
合
で
減
少
し
た
。
一
方
、
合
衆
国
と
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
領
カ
リ
ブ
海
地
域
で
は
奴
隷
貿
易
は
絶

頂
期
を
迎
え
た
。

一
七
九
〇
年
代
に
は
合
衆
国
の
奴
隷
経
済
が
拡
大
し
た
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
期
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
理

想
主
義
は
後
退
し
、
人
種
差
別
が
先
鋭
化
し
た
。
サ
イ
モ
ン
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
文
化
に
お
け
る

保
守
主
義
の
台
頭
は
ハ
イ
チ
革
命
と
関
連
が
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
マ
ン
は
、
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
で
は

な
く
て
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
た
ち
が
、
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
ゆ
え
に
、
い
か
に
素
早
く
反
フ
ラ
ン
ス
革
命

の
立
場
へ
と
転
換
し
た
か
を
強
調
し
て
い
る
。
サ
ン＝
ド
マ
ン
グ
の
出
来
事
は
革
命
の
意
味
を
明
確
に
し
、
ジ
ェ
フ

ァ
ー
ソ
ニ
ア
ン
た
ち
が
そ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
「
人
間
の
権
利
」
に
代
え
て
「
愛
国
主
義
」
を
用
い
る
の
を
促
し
た
。

反
奴
隷
制
に
対
す
る
支
援
は
、
黒
人
革
命
に
対
す
る
の
と
同
様
に
、
皮
肉
に
も
保
守
的
な
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
に
限
定

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
政
策
は
ま
す
ま
す
地
域
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
ロ
バ
ー
ト
・
ア
ル
ダ
ー
ソ
ン
が
一
七
九
三
年

に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
や
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
人
々
を
悩
ま
せ
た
広
範
囲
な
奴
隷
の
陰
謀
の
噂
を
位
置
づ
け
る
の

は
、
こ
う
し
た
政
治
的
な
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
年
の
夏
に
起
こ
っ
た
カ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
セ
の
炎
上
、
そ
れ
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は
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
に
お
け
る
奴
隷
制
の
廃
止
を
早
め
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
事
件
は
奴
隷
を
含
む
一

万
人
の
避
難
民
を
合
衆
国
へ
送
り
出
し
た
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
保
守
主
義
的
な
反
対
を
増
長
さ
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
ア
ル
ダ
ー
ソ
ン
は
二
つ
の
仮
説
を
追
跡
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
奴
隷
の
陰
謀
の
噂
は
、
文
字
ど
お

り
多
人
種
に
よ
る
陰
謀
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
か
ら
の
避
難
民
と
フ
ェ
デ
ラ
リ

ス
ト
と
が
結
託
し
て
で
っ
ち
上
げ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

南
北
ア
メ
リ
カ
で
多
発
し
た
奴
隷
の
蜂
起
と
陰
謀
は
一
七
九
〇
年
代
に
ピ
ー
ク
に
達
し
た
が
、
そ
の
も
っ
と
も
大

規
模
な
も
の
は
す
べ
て
一
七
九
一
年
の
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
の
奴
隷
蜂
起
に
つ
づ
く
四
〇
年
間
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
時
期
の
蜂
起
に
は
、
地
域
的
な
原
因
や
外
的
な
原
因
、
そ
の
両
方
を
含
め
て
数
多
く
の
原
因
が
あ
っ
た

が
、
歴
史
家
た
ち
は
ハ
イ
チ
革
命
に
結
び
つ
く
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
七
九
〇
年
代
か
ら
一
八

二
〇
年
代
、
そ
し
て
そ
れ
以
降
に
イ
ギ
リ
ス
領
や
オ
ラ
ン
ダ
語
圏
、
ス
ペ
イ
ン
語
圏
で
起
こ
っ
た
多
く
の
蜂
起
で

は
、
移
送
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
フ
ラ
ン
ス
の
」
奴
隷
や
自
由
黒
人
が
姿
を
見
せ
て
い
る
。
一
八
一
一
年
の
ル
イ
ジ
ア

ナ
で
は
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
か
ら
や
っ
て
き
た
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ロ
ン
ド
が
北
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
の
な
か
で
最
大
の
奴
隷

反
乱
を
指
導
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
奴
隷
た
ち
は
ま
た
、
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
の
革
命
家
ア
ン
ド
レ
・
リ
ゴ
ー
の
名

前
を
口
に
す
る
地
方
の
奴
隷
と
と
も
に
、
一
七
九
五
年
に
キ
ュ
ラ
ソ
ー
で
起
こ
っ
た
大
き
な
蜂
起
を
指
導
し
た
。
同

じ
年
に
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
法
律
」
を
要
求
し
て
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
の
コ
ロ
で
起
こ
っ
た
流
血
の
蜂
起
の
リ
ー
ダ
ー
は
、

か
つ
て
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
を
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
地
方
の
シ
ェ
ア
ク
ロ
ッ
パ
ー
だ
っ
た
。
ハ
イ
チ
の
実
例
は
、「
サ
ン

＝

ド
マ
ン
グ
で
や
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
火
を
点
け
る
」
こ
と
を
画
策
し
た
一
八
一
六
年
の
バ
ル
バ
ド
ス
で
の
奴
隷

の
陰
謀
事
件
に
お
い
て
、
よ
り
は
っ
き
り
と
現
れ
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ー
ジ
ー
、
彼
は
短
期
間
サ
ン＝

ド
マ
ン
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グ
に
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人
物
だ
が
、
一
八
二
二
年
に
、
彼
の
仲
間
た
ち
に
チ
ャ
ー
ル
ス
ト
ン
の
町
へ
行
け
ば
ハ
イ

チ
人
兵
士
の
援
助
が
得
ら
れ
る
と
請
合
っ
た
。
ヴ
ィ
ー
ジ
ー
が
黒
人
共
和
国
へ
逃
れ
る
こ
と
を
計
画
し
た
と
い
う
の

も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
黒
人
共
和
国
は
合
衆
国
の
新
聞
で
黒
人
移
民
の
受
け
入
れ
を
宣
伝
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

ロ
ラ
ン
・
デ
ュ
ボ
ワ
は
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
で
の
出
来
事
に
触
発
さ
れ
た
一
七
九
四
年
か
ら
一
八
〇
二
年
の
革
命
体

制
期
の
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
で
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に
つ
い
て
よ
り
立
ち
入
っ
た
証
拠
を
引
き
出
し
て
い
る
。
グ
ァ
ド
ル
ー

プ
は
フ
ラ
ン
ス
領
植
民
地
で
は
奴
隷
制
が
成
功
裏
に
廃
止
さ
れ
た
唯
一
の
所
だ
っ
た
か
ら
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
特
異
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
に
は
、
強
制
労
働
体
制
の
下
に
あ
る
元
奴
隷
や
、
も
と
も
と
彼
ら
の
自
由
を
保
障
す
る

と
と
も
に
彼
ら
の
従
属
を
強
制
す
る
は
ず
の
黒
人
の
軍
隊
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
か
ら
の

支
援
も
得
た
多
く
の
階
級
か
ら
な
る
蜂
起
が
一
七
九
〇
年
代
中
ご
ろ
の
ウ
イ
ン
ド
ワ
ー
ド
諸
島
の
多
く
の
島
を
席
巻

し
た
。
こ
れ
ら
の
蜂
起
の
叛
徒
た
ち
は
よ
り
直
接
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
を
受
け
た
も
の
だ
っ
た
が
、
フ
ラ

ン
ス
の
植
民
地
政
策
を
革
命
化
さ
せ
た
サ
ン＝
ド
マ
ン
グ
に
お
け
る
闘
争
が
そ
の
根
底
に
あ
る
原
因
で
あ
っ
た
。
だ

が
、
ハ
イ
チ
が
奴
隷
た
ち
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に
与
え
た
影
響
の
う
ち
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
事
例
は
ホ
セ
・
ア
ン

ト
ニ
オ
・
ア
ポ
ン
テ
が
一
八
一
二
年
に
ハ
ヴ
ァ
ナ
で
組
織
し
た
陰
謀
で
あ
る
。
マ
ッ
ト
・
チ
ャ
イ
ル
ズ
が
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
ア
ポ
ン
テ
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ー
ジ
ー
が
や
っ
た
の
と
同
じ
く
、
仲
間
に
ハ
イ
チ
か
ら
の
援
助

を
約
束
し
た
自
由
黒
人
の
大
工
だ
っ
た
。
彼
は
、
革
命
で
闘
っ
た
ハ
イ
チ
人
来
訪
者
の
援
助
を
見
つ
け
出
す
と
同
時

に
、
ト
ゥ
サ
ン
・
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
や
ジ
ャ
ン＝

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
サ
リ
ー
ヌ
、
ハ
イ
チ
の
王
と
し
て
戴
冠
し
た
ア

ン
リ
・
ク
リ
ス
ト
フ
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
、
新
兵
を
奮
い
立
た
せ
た
の
だ
っ
た
。
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ヴ
ィ
ー
ジ
ー
や
ア
ポ
ン
テ
が
、
そ
し
て
後
に
な
っ
て
一
八
四
三
年
の
キ
ュ
ー
バ
の
エ
ス
カ
レ
ラ
が
約
束
し
た
ハ
イ

チ
人
の
援
助
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
。
海
上
封
鎖
に
よ
る
報
復
を
恐
れ
た
ハ
イ
チ
の
首

脳
陣
は
、
一
七
九
〇
年
代
の
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
の
共
和
主
義
者
が
や
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
奴
隷
蜂
起
を
輸
出
す
る

の
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
か
ら
の
黒
人
や
混
血
の
私
掠
船
乗
組
員
た
ち
は
一

七
九
九
年
に
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
の
マ
ラ
カ
イ
ボ
で
革
命
的
な
陰
謀
を
組
織
し
た
。
ア
リ
ン
・
ヘ
ル
ク
は
、
こ
の
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
て
い
な
い
陰
謀
事
件
と
、
カ
ル
タ
ヘ
ナ
よ
り
も
少
し
前
に
起
こ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
奴
隷
と
地
方
住
民

を
巻
き
込
ん
だ
別
の
陰
謀
事
件
に
光
を
当
て
て
い
る
。
彼
女
は
、
ま
た
、
カ
リ
ブ
海
沿
岸
の
ニ
ュ
ー
・
グ
ラ
ナ
ダ
が

ハ
イ
チ
革
命
を
模
倣
す
る
こ
と
に
無
関
心
だ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
点
も
分
析
し
て
い
る
。
マ
リ
ハ
・
ラ
ッ
ソ

は
、
カ
ル
タ
ヘ
ナ
州
に
つ
い
て
の
研
究
に
お
い
て
、
独
立
戦
争
を
闘
っ
た
下
層
階
級
の
政
治
文
化
を
初
期
の
国
民
形

成
期
ま
で
�
っ
て
分
析
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
ハ
イ
チ
の
水
夫
や
兵
士
が
短
命
に
終
わ
っ
た
カ
ル
タ
ヘ
ナ
共
和
国
に

能
動
的
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
後
に
、
ハ
イ
チ
の
イ
メ
ー
ジ
が
有
色
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
人
種
的

抗
争
に
つ
い
て
の
い
く
つ
も
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
綿
密
に
調
査
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
最
近
に
い
た
る
ま
で
歴

史
家
た
ち
は
無
視
し
て
き
た
が
、
ア
フ
リ
カ
に
祖
先
を
持
つ
人
々
の
な
か
で
民
衆
的
な
共
和
主
義
を
形
成
す
る
う
え

で
ハ
イ
チ
革
命
が
果
た
し
た
重
要
性
を
暗
示
し
て
い
る
。
一
九
世
紀
に
は
、
ハ
イ
チ
独
立
の
日
が
合
衆
国
の
い
く
つ

も
の
都
市
の
黒
人
の
な
か
で
祝
賀
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
奴
隷
解
放
後
の
ア
フ
ロ
・
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
人
々
は
、
自

分
た
ち
の
島
の
「
不
正
義
と
抑
圧
」
を
終
わ
ら
せ
る
に
は
ハ
イ
チ
型
の
革
命
を
必
要
と
し
て
い
る
と
提
言
す
る
よ
う

に
な
る
。
ま
た
、
一
八
九
〇
年
代
の
キ
ュ
ー
バ
で
は
、
小
都
市
の
住
民
が
ハ
イ
チ
や
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
を
「
市
民
が

尊
重
さ
れ
」「
無
敵
を
打
ち
負
か
し
た
」
国
と
し
て
賞
賛
す
る
歌
を
歌
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
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ハ
イ
チ
革
命
の
経
済
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
は
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
ハ
イ
チ
革
命
が
熱
帯
産
品
の
世
界
的
な
供
給
に

劇
的
な
不
足
を
も
た
ら
し
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
植
民
者
と
奴
隷
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
生
み
、
そ
の
技
能
と
資
本
が

ア
メ
リ
カ
の
ど
こ
か
別
の
場
所
で
の
生
産
を
刺
激
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
七
八
〇
年
代
の
サ
ン＝

ド

マ
ン
グ
は
、
奴
隷
労
働
力
の
主
要
な
輸
入
地
域
で
あ
り
、
砂
糖
や
コ
ー
ヒ
ー
の
一
大
生
産
地
で
も
あ
っ
た
。
ハ
イ
チ

革
命
は
砂
糖
園
に
コ
ー
ヒ
ー
園
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
か
ら
、
ハ
イ
チ
革
命
の
国
際
的
な
イ

ン
パ
ク
ト
は
、
一
七
九
〇
年
代
を
と
お
し
て
価
格
が
急
騰
し
高
値
が
維
持
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
砂
糖
市
場
に

お
い
て
起
っ
た
。
大
西
洋
世
界
に
お
け
る
人
口
増
加
や
都
市
化
と
な
ら
ん
で
、
ハ
イ
チ
革
命
に
よ
っ
て
拍
車
を
か
け

ら
れ
て
、
新
し
い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
ス
ペ
イ
ン
領
諸
島
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
カ
リ
ブ
海
域
南
部
に
開
け
、
ま
た
、
ジ
ャ

マ
イ
カ
や
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
生
産
が
復
活
し
た
。
製
糖
業
者
や
ボ
イ
ラ
ー
マ
ン
や
水
車
大
工
と
し
て
雇
わ
れ
た
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
か
ら
の
避
難
民
は
、
キ
ュ
ー
バ
や
ジ
ャ
マ
イ
カ
で
重
要
な
貢
献
を
な
し
た
が
、
そ
の
影
響
は
コ
ー
ヒ
ー
栽

培
に
お
い
て
も
っ
と
も
顕
著
だ
っ
た
。
革
命
前
に
は
フ
ラ
ン
ス
が
ほ
と
ん
ど
独
占
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
コ
ー

ヒ
ー
は
、
わ
ず
か
な
資
金
で
生
育
で
き
る
作
物
だ
っ
た
。
一
七
九
一
年
の
後
の
一
〇
年
間
の
フ
ラ
ン
ス
人
開
拓
者
の

活
動
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
山
間
部
で
一
一
倍
の
生
産
増
加
が
生
み
出
さ
れ
た
。
キ
ュ
ー
バ
の
オ
リ
エ
ン
テ
州

で
は
、
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
か
ら
の
移
住
民
が
一
八
一
〇
年
ま
で
に
二
〇
〇
以
上
も
の
コ
ー
ヒ
ー
園
を
作
っ
た
。

サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
か
ら
や
っ
て
き
た
白
人
と
黒
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
寿
命
の
文
化
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
彼
ら

は
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
や
合
衆
国
の
東
海
岸
地
域
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
補
強
し
、
受
け
入
れ
側
に
洗

練
さ
れ
た
物
欲
の
強
い
者
と
い
う
印
象
を
与
え
た
が
、
普
通
は
も
っ
と
良
い
仕
事
に
就
く
こ
と
で
一
世
代
か
ら
二
世

代
の
う
ち
に
同
化
し
て
い
っ
た
。
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
で
は
そ
の
人
数
は
ず
っ
と
少
な
か
っ
た
が
、
一
九
世
紀
を
と
お
し
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て
フ
ラ
ン
ス
文
化
や
ク
レ
オ
ー
ル
文
化
を
強
め
る
こ
と
を
促
し
た
。
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
か
ら
の
避
難
民
、
あ
る
い
は

後
の
移
住
民
た
ち
が
、
キ
ュ
ー
バ
東
部
の
文
化
（
祝
祭
、
宗
教
、
ダ
ン
ス
）
に
残
っ
て
い
く
フ
ラ
ン
ス
の
痕
跡
や
フ

ラ
ン
ス
系
ク
レ
オ
ー
ル
の
痕
跡
に
ど
の
程
度
の
寄
与
を
し
た
か
は
、
な
お
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
八
〇
九
年
に

ハ
イ
チ
か
ら
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
に
追
放
さ
れ
た
一
万
人
は
、
南
北
戦
争
ま
で
栄
え
た
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
フ
ラ
ン
ス
語

圏
文
化
の
形
成
に
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

こ
れ
ら
追
放
さ
れ
た
一
万
人
の
う
ち
の
三
分
の
二
は
有
色
人
で
、
奴
隷
と
自
由
身
分
が
半
々
だ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
到
着
し
た
約
五
千
人
の
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
人
の
う
ち
ア
フ
リ
カ
出
自
の
者
が
約
一
割
を

占
め
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
遭
遇
し
た
経
験
は
ス
ー
ザ
ン
・
ブ
ラ
ン
ソ
ン
と
レ
ス
リ
ー
・
パ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
綿

密
に
調
査
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
、
有
色
人
高
級
娼
婦
と
い
う
通
俗
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
は
る
か
に
超
え
て
、
か

つ
て
の
奴
隷
た
ち
、
と
り
わ
け
女
性
た
ち
が
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
の
法
律
に
し
た
が
っ
て
解
放
さ
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
年
季
奉
公
人
と
し
て
の
労
働
を
申
し
渡
さ
れ
た
こ
と
で
遭
遇
し
た
苦
難
を
調
査
し
て
い
る
。
白
人
の
避
難

民
に
与
え
ら
れ
た
慈
善
か
ら
は
排
除
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
出
自
の
避
難
民
た
ち
は
、
ま
れ
に
は
上
昇
移
動
し
た
り
同
化

し
た
り
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
多
く
は
地
方
の
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
か
ら
は
無
視
さ
れ
て
い
た

よ
う
だ
。
ハ
イ
チ
革
命
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
へ
の
影
響
に
関
す
る
ポ
ー
ル
・
ラ
シ
ャ
ン
ス
の
説
得
的
な
研
究
は
、
一
八
〇

九
年
か
ら
一
八
一
〇
年
に
か
け
て
の
大
量
流
入
が
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
の
人
口
構
造
を
変
え
、
そ
こ
に
、
カ
リ
ブ
海

域
に
特
徴
的
な
人
種
の
三
層
構
造
を
根
付
か
せ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
ま
た
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
領
有
権
が
フ

ラ
ン
ス
か
ら
合
衆
国
へ
移
る
に
あ
た
っ
て
の
ハ
イ
チ
革
命
の
果
た
し
た
中
心
的
な
役
割
、
そ
し
て
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ

ン
ズ
の
戦
闘
や
一
九
世
紀
に
お
け
る
奴
隷
制
に
対
す
る
こ
の
州
の
関
与
を
強
め
る
に
あ
た
っ
て
の
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
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か
ら
の
避
難
民
が
演
じ
た
役
割
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
。
ゲ
ッ
ガ
ス
は
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
に
定
住
し
た

有
名
な
避
難
民
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
つ
い
て
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
亡
命
者
と
し
て
の
経
験
を
分
析

し
、
一
九
世
紀
を
と
お
し
て
ハ
イ
チ
と
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
で
、
そ
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
白
人
と
黒
人
の
末
裔
の
な

か
で
、
そ
し
て
、
革
命
の
歴
史
叙
述
の
な
か
で
生
き
つ
づ
け
て
い
る
、
革
命
に
お
け
る
彼
ら
の
役
割
と
彼
ら
が
破
壊

し
た
世
界
に
つ
い
て
の
記
憶
と
の
対
照
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

ハ
イ
チ
革
命
が
起
き
た
時
代
は
、
反
奴
隷
制
運
動
や
自
由
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
博
愛
主
義
が
進
展
し
つ
つ
あ
っ

た
が
、
同
時
に
、
科
学
的
な
調
査
が
人
類
の
一
体
性
と
い
う
観
念
を
蝕
み
つ
つ
あ
り
、
一
九
世
紀
中
葉
に
現
れ
る

「
科
学
的
レ
イ
シ
ズ
ム
」
を
準
備
し
つ
つ
あ
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。
ハ
イ
チ
革
命
が
人
種
観
や
奴
隷
制
廃
止
に
つ
い

て
の
考
え
方
に
対
し
て
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
な
お
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
チ
革

命
は
人
種
観
と
奴
隷
制
廃
止
の
両
方
の
議
論
に
根
拠
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
奴
隷
制
か
ら
立
ち
上
が

っ
た
人
々
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
幾
人
か
の
解
説
者
を
鼓
舞
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
革
命
が
伴
っ
た
夥
し
い
残
虐

行
為
を
拾
い
出
す
こ
と
で
、
そ
の
敵
対
者
に
は
絶
好
の
宣
伝
材
料
を
提
供
し
た
。
ま
た
、
熱
帯
の
地
で
の
白
人
兵
士

と
黒
人
兵
士
の
死
亡
率
が
は
っ
き
り
違
っ
て
い
た
こ
と
は
、
人
種
的
差
異
は
不
変
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
発
想
す

る
こ
と
を
促
す
も
の
だ
っ
た
。
セ
イ
モ
ア
・
ド
レ
シ
ャ
ー
は
、
ハ
イ
チ
革
命
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
奴
隷
制
廃
止
主
義
に

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
影
響
力
を
持
っ
た
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ハ
イ
チ
革
命
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
反
応
が
あ

っ
た
た
め
に
、
科
学
的
レ
イ
シ
ズ
ム
が
イ
ギ
リ
ス
で
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
で
早
い
時
期
か
ら
発
展
し
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
奴
隷
制
廃
止
運
動
は
な
か
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
に
類
似
す
る
と
思
わ
れ
る
ド
イ
ツ
の
世
論
に
関
す

る
カ
リ
ン
・
シ
ュ
ー
ラ
ー
の
綿
密
な
研
究
は
、
ハ
イ
チ
革
命
が
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
に
及
ぼ
し
た
イ
ン
パ
ク
ト
が
い
っ
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そ
う
強
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

し
か
し
、
一
七
九
〇
年
代
に
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
で
起
っ
た
壮
大
な
闘
争
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
奴
隷
制
廃
止
主
義

の
一
時
的
勝
利
を
も
た
ら
し
た
の
は
明
ら
か
だ
が
、
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
奴
隷
制
廃
止
運
動
の
後
退
を
も
た
ら
し

た
。
ハ
イ
チ
革
命
が
そ
の
後
の
反
奴
隷
制
運
動
に
与
え
た
影
響
は
さ
ら
に
複
雑
で
あ
る
。
一
八
一
一
年
の
カ
デ
ィ
ス

の
議
会
や
、
よ
り
広
く
ス
ペ
イ
ン
領
で
は
、
奴
隷
貿
易
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
も
、
ま
た
奴
隷
制
を
終
わ
ら
せ
な
い

た
め
に
も
、
そ
の
い
ず
れ
の
主
張
に
も
論
拠
と
し
て
ハ
イ
チ
の
実
例
が
示
す
危
険
が
引
用
さ
れ
た
。
一
八
一
六
年
に

ペ
テ
ィ
オ
ン
大
統
領
が
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
に
与
え
た
保
護
と
援
助
は
南
ア
メ
リ
カ
の
北
部
地
域
が
独
立
を
達
成

す
る
う
え
で
決
定
的
な
貢
献
を
し
た
し
、
ペ
テ
ィ
オ
ン
が
援
助
の
見
返
り
に
要
求
し
た
の
は
、
ボ
リ
ー
バ
ル
が
解
放

し
た
地
域
で
奴
隷
制
を
廃
止
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
何
人
か
の
学
者
は
、
ボ
リ
ー
バ
ル
が
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
漸
次
的

な
奴
隷
制
廃
止
に
踏
み
切
っ
た
の
は
、
ハ
イ
チ
よ
り
も
、
彼
が
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
で
直
面
し
た
軍
事
的
・
政
治
的
圧
力

の
故
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
ペ
テ
ィ
オ
ン
の
援
助
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
ボ
リ
ー
バ

ル
は
帰
還
で
き
た
こ
と
、
こ
れ
は
確
か
で
あ
る
。

ロ
ビ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
、
反
奴
隷
制
闘
争
が
次
第
に
強
ま
っ
て
い
く
な
か
で
、
そ
の
最
初
の
突
破
口
と
な

っ
た
ハ
イ
チ
革
命
の
年
代
的
な
先
駆
性
を
強
調
し
て
い
る
。
ハ
イ
チ
革
命
は
、
本
国
フ
ラ
ン
ス
の
黒
人
に
好
意
的
な

世
論
を
高
め
て
奴
隷
制
廃
止
論
者
を
鼓
舞
し
た
が
、
ま
た
一
方
で
は
、
奴
隷
所
有
者
や
政
治
家
た
ち
が
奴
隷
制
を
擁

護
す
る
こ
と
に
も
う
辟
易
し
て
い
る
と
い
う
の
は
信
憑
性
が
な
い
こ
と
を
明
る
み
に
し
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
、

ハ
イ
チ
革
命
が
フ
ラ
ン
ス
の
通
商
上
の
競
争
力
を
弱
め
る
と
い
う
役
割
を
持
っ
た
こ
と
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
た

ち
が
奴
隷
制
廃
止
主
義
者
の
圧
力
に
応
酬
す
る
必
要
条
件
と
み
な
し
て
い
る
。
他
方
、
セ
イ
モ
ア
・
ド
レ
シ
ャ
ー

042



は
、
ハ
イ
チ
の
重
要
性
は
実
質
的
と
い
う
よ
り
も
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ハ

イ
チ
革
命
は
、
奴
隷
制
擁
護
勢
力
と
反
奴
隷
制
勢
力
の
両
方
に
宣
伝
材
料
を
提
供
し
た
こ
と
で
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も

貢
献
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
、
ハ
イ
チ
革
命
が
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
お
け
る
主
要
な
議
論
に
お
い
て
決

定
的
な
問
題
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
証
拠
は
な
い
し
、「
ハ
イ
チ
の
二
の
舞
」
と
い
う
恐
怖
は
奴
隷
制
廃
止
主
義
者
の

行
動
に
は
入
っ
て
い
か
な
か
っ
た
、
と
断
言
す
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
と
ド
レ
シ
ャ
ー
の
二
つ
の
立
場
の
中
間
を
と

る
の
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ブ
ラ
イ
オ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
で
あ
る
。
彼
は
、
ハ
イ
チ
革
命
が
奴
隷
所
有
者
の
イ
メ
ー

ジ
を
退
色
し
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
間
の
対
立
を
弱
め
る
と
い
う
点
で
貢
献
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ

が
、
同
時
に
、
反
奴
隷
制
運
動
に
与
え
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
イ
ン
パ
ク
ト
も
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス

は
、
イ
ギ
リ
ス
が
奴
隷
貿
易
の
廃
止
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
の
ハ
イ
チ
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
関
し
て
は
懐
疑
的
で
あ

り
、
合
衆
国
で
の
奴
隷
貿
易
の
終
了
や
、
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
と
ガ
イ
ア
ナ
へ
の
奴
隷
制
の
拡
大
を
制
限
し
た
一
七
九
七

年
と
一
八
〇
五
年
の
イ
ギ
リ
ス
の
行
動
に
与
え
た
影
響
に
言
及
し
て
い
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
ま
た
、
元
奴
隷
で
奴
隷

制
廃
止
論
者
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ダ
グ
ラ
ス
が
、
精
力
的
に
ハ
イ
チ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
捜
し
出
し
て
ハ
イ
チ
を
過
去
の

シ
ン
ボ
ル
と
し
よ
う
と
し
た
が
、
自
身
の
反
奴
隷
制
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
は
ハ
イ
チ
に
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
か
っ
た
こ

と
を
注
記
し
て
い
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
と
ド
レ
シ
ャ
ー
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
と
い
う
三
人
の
権
威
が
、
本
書
の
最
初
の

部
分
で
、
ハ
イ
チ
革
命
の
国
際
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
の
対
照
的
な
評
価
を
展
開
し
て
い
る
。

暴
力
に
よ
る
ハ
イ
チ
の
誕
生
は
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
か
ら
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
に
い
た
る
ま
で
、
そ
し
て
詩
人

の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
世
界
の
商
品
市
場
に
い
た
る
ま
で
の
多
様
な
影
響
を
生
み
出
し
た
。
黙
示
録
的
な
破
壊

や
誕
生
し
つ
つ
あ
る
新
し
い
世
界
に
つ
い
て
の
報
告
は
、
奴
隷
た
ち
や
奴
隷
所
有
者
た
ち
、
そ
し
て
、
そ
の
他
の
者

ハイチ革命再考043



た
ち
に
警
告
と
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
し
た
。
列
強
の
政
治
、
奴
隷
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
、
移
民
の
動
き
、

人
種
に
対
す
る
態
度
、
奴
隷
制
の
未
来
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
相
互
に
影
響
し
あ
っ
て
い
る
。
本
書
に
収
録
さ
れ
た
論

文
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
照
射
す
る
多
岐
に
わ
た
る
ト
ピ
ッ
ク
を
明
ら
か
に
し
、
か
く
し
て
、
世
界
史
に
お
け
る

ハ
イ
チ
革
命
の
位
置
に
つ
い
て
の
十
分
な
理
解
へ
と
誘
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ゲ
ッ
ガ
ス
編
の
論
文
集
か
ら
得
ら
れ
る
新
知
見
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
敢
え
て
要
点
を
言
え
ば
、
ゲ
ッ
ガ
ス
が
本
書
の

エ
ピ
ロ
ー
グ（
３９
）で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
イ
チ
革
命
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
南
北
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
海
地
域
に
お
け
る

奴
隷
解
放
と
脱
植
民
地
化
過
程
に
与
え
た
影
響
は
複
雑
か
つ
多
義
的
で
あ
り
、
反
奴
隷
制
運
動
や
独
立
運
動
を
促
進
す
る

肯
定
的
な
面
と
、
逆
に
こ
れ
を
遅
ら
せ
る
否
定
的
な
面
が
同
居
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
は
『
カ
リ
ブ
か
ら
の
問
い
』
に
お
い
て
、
ハ
イ
チ
に
お
け
る
奴
隷
解
放
運
動
か
ら
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
影

響
を
受
け
て
南
北
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
海
地
域
で
起
こ
っ
た
い
く
つ
か
の
蜂
起
や
陰
謀
事
件
と
と
も
に
、
一
八
〇
六
年
頃

か
ら
本
格
化
す
る
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
に
お
け
る
独
立
運
動
の
中
心
的
指
導
者
と
な
っ
た
二
人
の
人
物
、「
大
陸
革
命
の
先
駆

者
」
と
称
さ
れ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
・
ミ
ラ
ン
ダ
と
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
独
立
の
父
」
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
に
見
ら

れ
る
ハ
イ
チ
に
対
す
る
敵
対
的
な
言
動
に
触
れ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

植
民
地
支
配
と
奴
隷
制
の
も
と
で
搾
取
さ
れ
虐
待
さ
れ
て
き
た
者
に
と
っ
て
、
ハ
イ
チ
は
ま
さ
に
「
奴
隷
解
放
の

シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
り
、「
革
命
の
祖
国
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
だ
が
、
ハ
イ
チ
革
命
に
呼
応
し
、
あ
る
い
は

多
か
れ
少
な
か
れ
そ
の
影
響
を
受
け
て
各
地
で
展
開
さ
れ
た
解
放
運
動
は
こ
と
ご
と
く
鎮
圧
さ
れ
失
敗
に
終
わ
る
。
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そ
の
決
定
的
な
要
因
は
、
ハ
イ
チ
革
命
に
対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
・
レ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
、「
サ
ン＝

ド
マ

ン
グ
の
二
の
舞
」
に
対
す
る
警
戒
と
「
ハ
イ
チ
型
」
の
国
家
形
成
に
対
す
る
忌
避
と
に
根
ざ
し
た
「
対
抗
革
命
」
が

よ
り
い
っ
そ
う
強
力
だ
っ
た
こ
と
に
あ
る（
４０
）。

ゲ
ッ
ガ
ス
編
の
論
文
集
で
の
議
論
は
、
ハ
イ
チ
革
命
に
対
す
る
共
鳴
と
「
対
抗
革
命
」
の
同
時
存
在
と
い
う
筆
者
の
理

解
と
基
本
的
に
一
致
し
、
こ
れ
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
イ
チ
革
命
に
対
す
る
周
辺
世
界
の
反
応
の
あ
り
方
を
共
鳴
と
敵
対
の
同
時
存
在
と
捉
え
る
見
方
は
、
マ
ッ
ト
ヒ
ュ
ー

・
Ｊ
・
ク
レ
イ
ヴ
ィ
ン
の
近
著
『
ト
ゥ
サ
ン
・
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
と
ア
メ
リ
カ
南
北
戦
争
―
―
第
二
の
ハ
イ
チ
革
命
に

対
す
る
期
待
と
脅
威
』（
二
〇
一
〇
年
）（
４１
）に
も
見
ら
れ
る
。
ク
レ
イ
ヴ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
南
北
戦
争
期
の
ア
メ
リ
カ
で

は
ハ
イ
チ
革
命
の
遺
産
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
対
抗
す
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
生
ま
れ
た
。
一
つ
は
復
讐
に
駆
ら
れ
た
奴
隷
た
ち

が
白
人
や
女
性
、
子
供
た
ち
に
対
し
て
犯
し
た
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
残
虐
行
為
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
奴
隷
大
衆
が
ト
ゥ
サ
ン
の
指
導
の
も
と
で
暴
力
的
な
抑
圧
者
を
一
掃
し
奴
隷
制
を
根
絶
し
て
新
し
い
国
を
樹
立
し
た
と

い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ト
ゥ
サ
ン
と
ハ
イ
チ
革
命
は
合
衆
国
に
お
け
る
奴
隷
制
反
対
勢
力
と
奴
隷
制
支

持
勢
力
と
を
分
極
化
す
る
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
ハ
イ
チ
革
命
は
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
の
「
大
西
洋
世
界
」
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
た

の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
ハ
イ
チ
革
命
と
『
西
半
球
秩
序
』」（
二
〇
〇
九
年
）（
４２
）で
試
図
を
示
し
た
の
で
、
以

下
に
再
録
す
る
。「
西
半
球
秩
序
」
と
い
う
用
語
は
「
大
西
洋
世
界
」
と
同
義
で
あ
る
。

ハイチ革命再考045



第
一
。
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
は
、
西
半
球
で
最
初
に
植
民
地
支
配
を
打
ち
崩
し
た
が
、
独
立
後
も
な
お
約
九
〇
年

間
に
わ
た
っ
て
黒
人
奴
隷
制
を
温
存
し
、
一
九
世
紀
前
半
に
は
綿
花
生
産
を
中
心
に
黒
人
奴
隷
制
を
急
速
に
拡
大
さ

せ
た
点
で
、
一
八
世
紀
的
「
西
半
球
秩
序
」
に
対
す
る
根
底
的
な
挑
戦
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

第
二
。
西
半
球
で
ア
メ
リ
カ
に
次
ぐ
二
番
目
の
独
立
を
達
成
し
た
ハ
イ
チ
革
命
は
、
黒
人
奴
隷
に
よ
る
一
大
民
衆

革
命
の
展
開
の
所
産
と
し
て
他
に
先
駆
け
て
黒
人
奴
隷
制
を
廃
止
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
八
世
紀
的
「
西
半
球
秩

序
」
に
対
す
る
最
初
の
、
か
つ
根
底
的
な
挑
戦
と
な
っ
た
。

第
三
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
誕
生
し
た
新
国
家
で
は
、
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
・
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
権
威
主
義
的
支
配
が

生
ま
れ
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
済
を
は
じ
め
と
し
て
植
民
地
時
代
か
ら
の
社
会
経
済
構
造
が
温
存
さ
れ
た
。
そ
こ

に
通
底
す
る
の
は
、「
サ
ン＝
ド
マ
ン
グ
の
二
の
舞
」
に
対
す
る
警
戒
と
「
ハ
イ
チ
型
」
の
国
家
形
成
、
つ
ま
り
「
有

色
人
支
配
」
に
対
す
る
忌
避
の
感
情
で
あ
る
。

第
四
。
ハ
イ
チ
革
命
後
の
カ
リ
ブ
海
地
域
で
は
、
黒
人
奴
隷
制
と
植
民
地
支
配
が
一
層
強
化
さ
れ
、
ハ
イ
チ
に
替

わ
る
砂
糖
、
コ
ー
ヒ
ー
生
産
の
基
地
と
な
る
。
そ
の
典
型
は
キ
ュ
ー
バ
で
あ
り
、
ハ
イ
チ
革
命
は
キ
ュ
ー
バ
に
お
け

る
奴
隷
制
廃
止
と
独
立
を
遅
ら
せ
た
と
言
え
る
。
カ
リ
ブ
海
地
域
で
は
、
ハ
イ
チ
型
の
黒
人
奴
隷
革
命
を
避
け
よ
う

と
す
れ
ば
、
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
に
よ
る
革
命
も
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五
。
一
八
世
紀
的
「
西
半
球
秩
序
」
に
お
い
て
支
配
的
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
フ

ラ
ン
ス
が
そ
の
役
割
を
失
っ
た
後
、
一
九
世
紀
前
半
以
降
に
南
北
ア
メ
リ
カ
を
政
治
的
・
経
済
的
指
導
の
下
に
お
く

よ
う
に
な
っ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
的
統
合
を
重
ん
じ
る
公
式
帝
国
で
は
な
く
、
垂
直
分
業
と

交
易
を
基
礎
と
す
る
非
公
式
帝
国
と
し
て
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
が
新
た
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
国
家
と
な
る
予
兆
を
意
味
し
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た
。こ

う
し
た
一
八
世
紀
的
「
西
半
球
秩
序
」
か
ら
一
九
世
紀
前
半
の
「
西
半
球
秩
序
」
へ
の
転
換＝

再
編
過
程
の
な

か
で
、
特
異
な
位
置
を
占
め
る
の
が
ハ
イ
チ
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
と

い
う
早
い
時
期
に
独
立
と
奴
隷
解
放
を
ほ
ぼ
同
時
に
達
成
し
た
こ
と
に
あ
り
、
植
民
地
主
義
と
黒
人
奴
隷
制
度
を
基

軸
と
す
る
重
商
主
義
的
支
配
体
制
か
ら
の
先
駆
的
な
離
脱
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
筆
者
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
の
ハ
イ
チ
は
「
大
西
洋
世
界
」
に
お
い
て
要
石
の
位
置
に
あ

っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
ゲ
ッ
ガ
ス
編
の
論
文
集
に
所
収
の
う
ち
、
ま
っ
た
く
新
し
い
知
見
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
論
文
に
言

及
し
た
い
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ハ
イ
チ
報
道
の
あ
り
方
を
追
跡
し
た
カ
リ
ン
・
シ
ュ
ー
ラ
ー
の
「
自
由
主
義
か

ら
レ
イ
シ
ズ
ム
へ
―
―
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ハ
イ
チ
革
命
、
一
八
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま

で
」
で
あ
る
。

シ
ュ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ヒ
ェ
ン
ホ
ル
ツ
が
一
七
九
二
年
に
創
刊
し
一
八
五
八
年
ま
で
刊
行
さ
れ
た
『
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
』
誌
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
関
す
る
記
事
が
九
九
件
あ
る
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
関
す
る
記
事
も
九
四
件
あ
り
、

そ
の
う
ち
ハ
イ
チ
は
合
計
二
四
件
（
一
七
九
二－

一
八
〇
七
年
が
一
一
、
一
八
〇
八－

一
八
三
〇
年
が
一
二
、
一
八
三
一

－

一
八
五
八
年
が
一
）
の
多
く
を
数
え
る
と
い
う
。
ま
た
、『
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
』
を
含
む
ド
イ
ツ
の
新
聞
で
ハ
イ
チ
に
関
す

る
記
事
は
、
一
八
〇
二
年
（
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ハ
イ
チ
に
遠
征
軍
を
派
遣
し
た
年
）
で
七
件
、
一
八
〇
四
と
一
八
〇
五
年

（
ハ
イ
チ
独
立
宣
言
の
年
と
そ
の
翌
年
）
で
一
五
件
、
一
八
一
八
年
（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ペ
テ
ィ
オ
ン
大
統
領
死
去
の
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年
）
で
一
一
件
、
一
八
二
五
年
（
フ
ラ
ン
ス
が
ハ
イ
チ
を
承
認
し
た
年
）
で
九
件
あ
っ
た
と
い
う（
４３
）。

ド
イ
ツ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
ハ
イ
チ
に
重
大
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
驚
き
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
、

プ
ロ
イ
セ
ン
や
ハ
ン
ザ
都
市
が
ハ
イ
チ
と
の
貿
易
に
利
害
が
あ
っ
た
の
は
事
実
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な

植
民
地
保
有
国
で
は
な
い
し
、
大
西
洋
黒
人
奴
隷
貿
易
や
黒
人
奴
隷
制
に
直
接
に
は
関
与
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
ド
イ
ツ
が
ハ
イ
チ
の
動
向
に
注
目
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
シ
ュ
ー
ラ
ー
の
論
説
の
大
要
は
次
の
よ
う
で
あ

る
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
革
命
に
反
対
す
る
者
た
ち
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
も
ハ
イ
チ
革
命
に
も
反
対
の
立
場
を
と
り
、

と
り
わ
け
ハ
イ
チ
革
命
は
経
済
的
な
破
滅
と
白
人
の
無
差
別
殺
戮
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
忌
避
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

イ
ギ
リ
ス
人
の
マ
ー
カ
ス
・
レ
イ
ン
ス
フ
ォ
ー
ド
が
著
し
た
『
ハ
イ
チ
の
黒
人
帝
国
の
歴
史
物
語
』（M

arcus

R
ainsford,A

n
H

istoricalA
ccountofthe

B
lack

E
m

pire
ofH

ayti,1805

）
の
ド
イ
ツ
語
訳
が
一
八
〇
六
年
に
出

版
さ
れ
た
こ
と
で
、
ハ
イ
チ
に
対
す
る
評
価
が
劇
的
に
変
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
イ
ン
ス
フ
ォ
ー
ド
の
本
を
紹
介

し
た
一
八
〇
五
年
の
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
』
の
記
事
「
ト
ゥ
サ
ン
・
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
、
後
世
の
た
め
の
史
的
叙
述
」

で
は
、「
こ
れ
ま
で
極
悪
非
道
と
み
な
さ
れ
て
き
た
黒
人
た
ち
は
今
や
ま
っ
た
く
新
し
い
相
貌
を
現
し
、
彼
ら
の
指

導
者
で
あ
る
ト
ゥ
サ
ン
は
称
賛
に
値
す
る
偉
大
な
、
そ
の
死
を
悼
む
べ
き
人
物
で
あ
る
」
と
書
か
れ
、
そ
の
見
方
は

ア
レ
ク
ザ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
一
九
世
紀
の
第
２
四
半
期
に

は
ド
イ
ツ
の
自
由
主
義
者
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
ハ
イ
チ
を
称
賛
す
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
は
ま
た
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

諸
国
の
独
立
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
植
民
地
支
配
の
終
焉
を
画
す
る
世
界
史
の
転
換
点
と
し
て
称
賛
す
る
よ
う
に
な
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る
。
ハ
イ
チ
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
独
立
運
動
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
「
鏡
」
と
な

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
ド
イ
ツ
人
の
ハ
イ
チ
・
イ
メ
ー
ジ
は
更
な
る
転
換
を
見
せ
る
。
そ
の
典
型

例
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヨ
ル
ダ
ン
の
『
ハ
イ
チ
島
と
黒
人
国
家
の
歴
史
』（W

ilhelm
Jordan,G

eschichte
der

InselH
aytiund

ihresN
egerstaats,1846−1849

）
や
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
ン
デ
ル
マ
ン
が
一
八
五
六
年
に
著
し
た

二
つ
の
書
、『
国
家
統
合
の
歴
史
』（H

einrich
H

andelm
ann,G

eschichte
der

Vereinigen
Staaten

）
と
『
ハ
イ
チ

島
の
歴
史
』（H

einrich
H

andelm
ann,G

eschichte
der

InselH
ayti

）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ハ
イ
チ
に
対
す
る

称
賛
は
消
え
失
せ
て
、
あ
か
ら
さ
ま
な
レ
イ
シ
ズ
ム
が
現
れ
る
。
そ
の
レ
イ
シ
ズ
ム
は
、
同
時
期
に
出
た
ジ
ョ
ゼ
フ

・
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ゴ
ビ
ノ
ー
伯
爵
の
有
名
な
『
人
種
不
平
等
論
』（Joseph

A
rthur,com

te
de

G
obineau,

L’essaisur
l’inégalité

desraceshum
aines,1853−1855

）
と
酷
似
す
る
。
そ
の
言
説
は
、
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム

の
流
布
と
も
重
な
っ
て
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
「
指
導
者
原
理Führerprinzip

」
へ
と
結
び
つ
い
て
ゆ
く（
４４
）。

つ
ま
り
、
一
八
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
を
と
お
し
て
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
ハ
イ
チ
は
一
つ
の
「
参
照
枠
」
で

あ
り
「
鏡
」
で
あ
り
つ
づ
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
思
想
展
開
、
と
り
わ
け
ヘ
ー
ゲ
ル

の
歴
史
認
識
と
も
関
連
す
る
の
で
、
次
節
で
も
言
及
す
る
。

シ
ュ
ー
ラ
ー
の
論
文
は
筆
者
に
と
っ
て
長
ら
く
疑
問
で
あ
っ
た
謎
に
解
答
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

『
ハ
イ
チ
革
命
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
』
で
も
『
カ
リ
ブ
か
ら
の
問
い
』
で
も
取
り
上
げ
た
、
ハ
イ
チ
革
命
の
様
子
を
描
い
た

当
時
の
図
版
（
次
頁
）
に
関
わ
る
。
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お
そ
ら
く
実
際
の
観
察
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
だ
ろ
う
こ

と
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
ゲ
ル
風
に
描
か
れ
た
家
屋
が
実
景
で
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
も
分
か
る
の
だ
が
、
家
か
ら
立
ち
昇
る

煙
、
白
人
の
男
性
と
女
性
に
襲
い
か
か
る
黒
人
、
難
を
免
れ

よ
う
と
し
て
逃
げ
ま
ど
う
白
人
の
姿
な
ど
を
描
く
こ
と
で
、

奴
隷
蜂
起
の
凄
ま
じ
さ
を
よ
く
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
今

日
で
は
類
似
の
図
版
を
何
枚
か
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
の
多
く
も
大
差
は
な
い
。
こ
う
し
た
図
版
を
は
じ
め

植
民
地
当
局
が
作
成
し
た
文
書
報
告
や
、
そ
れ
を
も
と
に
し

た
各
種
の
新
聞
記
事
、
帰
国
や
亡
命
に
よ
っ
て
難
を
逃
れ
た

フ
ラ
ン
ス
人
植
民
者
か
ら
の
伝
聞
に
よ
っ
て
周
辺
世
界
に
伝

え
ら
れ
た
の
は
、「
残
忍
」「
破
壊
」「
虐
殺
」
と
い
っ
た

「
黒
禍
」
の
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

図
版
の
下
に
は
数
行
の
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
大

略
、
次
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

黒
人
奴
隷
た
ち
は
フ
ラ
ン
ス
の
民
主
主
義
的
自
由
を

前
代
未
聞
の
残
忍
さ
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
と
考
え

（出典）Jean Métellus / Marcel Dorigny, De l’esclavage aux abolitions,
XVIII e−XX e siècles , Paris : Editions Cercle d’Art, 1998, p.117.
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た
。
彼
ら
は
何
百
も
の
砂
糖
園
・
コ
ー
ヒ
ー
園
を
破
壊
し
、
捕
ら
え
た
白
人
を
見
境
な
く
虐
殺
し
た
。
ま
た
、
白
人

の
子
供
を
旗
頭
と
し
、
婦
人
た
ち
を
辱
め
連
れ
去
っ
て
惨
め
な
監
禁
状
態
に
置
い
た
。

こ
の
文
章
は
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
図
版
が
ド
イ
ツ
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示

し
て
お
り
、
出
典
に
挙
げ
た
本
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
も
「
一
七
九
一
年
、
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
の
黒
人
蜂
起
、
ド
イ
ツ
の
図

版
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
ド
イ
ツ
人
が
こ
の
よ
う
な
図
版
を
作
っ
た
の
か
は
長
ら
く
答
え
を
見
つ
け
ら
れ

ず
に
い
た
。
こ
の
疑
問
は
シ
ュ
ー
ラ
ー
の
論
文
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
氷
解
し
た
。

四
「
普
遍
的
自
由
」
と
国
民
国
家
の
内
実

ハ
イ
チ
革
命
の
意
義
を
力
説
す
る
近
年
の
研
究
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
興
味
深
か
っ
た
の
は
ス
ー
ザ
ン
・
バ
ッ
ク＝

モ

ー
ス
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
チ
、
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
二
〇
〇
八
年
）（
４５
）で
あ
る
。
い
さ
さ
か
意
表
を
突

か
れ
る
タ
イ
ト
ル
だ
が
、
彼
女
の
研
究
の
出
発
点
は
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
代

表
作
の
一
つ
『
精
神
現
象
学
』（
一
八
〇
七
年
）
の
な
か
の
、
普
通
、「
支
配
と
隷
属
の
弁
証
法
」
ま
た
は
「
主
奴
の
弁
証

法
」
と
呼
ば
れ
る
論
説
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
説
の
要
旨
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

奴
隷
主
は
支
配
者
の
位
置
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
生
命
と
自
由
・
自
立
と
を
獲
得
で
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

だ
が
実
際
に
は
、
奴
隷
主
は
奴
隷
の
お
か
げ
で
生
命
を
維
持
で
き
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
自
由
と
自
立
も
奴
隷
を
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抑
圧
す
る
と
い
う
不
自
由
な
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
し
か
な
い
。
し
か
る
に
、
生
命
と
自
由
・
自
立
と
に

い
た
る
真
の
可
能
性
は
、
む
し
ろ
、
生
命
の
保
障
も
な
く
自
由
も
自
立
も
奪
わ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
奴
隷
の
方
に

こ
そ
あ
る
。
そ
の
可
能
性
に
根
拠
を
与
え
る
の
は
自
己
が
自
然
と
実
践
的
に
か
か
わ
る
労
働
行
為
で
あ
る
。
一
見
す

る
と
こ
ろ
他
律
的
で
し
か
な
い
奴
隷
労
働
の
な
か
で
こ
そ
、
自
分
の
力
で
自
分
を
再
発
見
す
る
と
い
う
主
体
的
な
力

を
発
揮
す
る
。
つ
ま
り
、
物
の
形
を
自
ら
の
手
で
作
り
出
す
奴
隷
労
働
の
な
か
で
、
意
識
の
自
由
や
自
立
の
具
体
化

が
な
さ
れ
る
。
奴
隷
主
と
の
関
係
で
は
隷
属
す
る
位
置
に
あ
る
奴
隷
が
、
労
働
す
る
者
と
し
て
物
に
向
き
合
う
と
き

に
は
、
物
を
自
由
に
扱
い
、
物
の
う
ち
に
己
の
自
由
や
自
立
性
を
投
影
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
奴
隷
主
の
与

り
知
ら
ぬ
、
奴
隷
だ
け
が
経
験
で
き
る
自
由
な
の
で
あ
る（
４６
）。

ま
こ
と
に
刺
激
的
で
示
唆
に
富
ん
だ
論
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
奴
隷
労
働
の
う
ち
に
「
生
命
と
自
由
・
自
立
と
に
い
た

る
真
の
可
能
性
」
を
見
出
す
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
は
や
や
短
絡
的
で
あ
ろ
う
。
奴
隷
制
度
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
プ
ラ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
「
支
配
と
隷
属
の
弁
証
法
」
の
契
機
が
存
在
す
る
こ
と
は
筆
者
も
認
め
る
。
だ
が
、
そ
れ

は
、
鞭
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
労
働
の
成
果
が
丸
ご
と
持
っ
て
い
か
れ
る
他
律
的
な
奴
隷
労
働
に
で
は
な
く
、
日
曜
日
や
祝

日
な
ど
の
休
労
日
に
主
食
用
作
物
や
野
菜
、
果
物
の
栽
培
の
ほ
か
、
鶏
や
豚
、
山
羊
な
ど
の
飼
育
が
認
め
ら
れ
た
「
奴
隷

菜
園
」
に
お
い
て
「
自
分
の
計
算
」
で
行
う
自
律
的
な
労
働
の
な
か
に
あ
り
、
あ
る
い
は
、
も
と
も
と
は
大
量
の
奴
隷
労

働
力
の
集
約
に
よ
っ
て
効
率
的
に
収
奪
す
る
目
的
で
採
用
さ
れ
た
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
持
つ
集
団
的
・
組

織
的
・
協
働
的
性
格
が
、
奴
隷
た
ち
が
日
々
の
労
働
と
生
活
の
な
か
で
互
い
に
連
帯
し
、
さ
ら
に
独
自
の
言
語
や
宗
教
な

ど
「
奴
隷
の
文
化
」
の
創
造
を
と
お
し
て
解
放
主
体
の
形
成
を
可
能
に
す
る
条
件
と
も
な
る
両
刃
の
剣
と
な
っ
た
、
と
い
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う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る（
４７
）。
だ
が
、
そ
の
点
は
さ
し
あ
た
り
問
わ
な
い
。

そ
こ
で
、
バ
ッ
ク＝

モ
ー
ス
は
「
支
配
と
隷
属
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
い
っ
た
い
ど
こ
か

ら
来
た
の
か
」
と
問
う
。
結
論
は
こ
う
だ
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ハ
イ
チ
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
出
来
事
を
『
精
神
現
象
学
』
の
議
論
に
お
け
る
要
と
し
て
用
い
た

の
で
あ
る
。
カ
リ
ブ
海
の
奴
隷
た
ち
の
主
人
に
対
す
る
革
命
が
実
際
に
起
こ
り
、
成
功
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
由

の
普
遍
的
実
現
と
い
う
物
語
と
し
て
可
視
的
に
な
る
瞬
間
で
あ
る（
４８
）。

た
し
か
に
、
レ
イ
シ
ズ
ム
と
む
き
出
し
の
暴
力
に
よ
っ
て
人
間
を
管
理
し
抑
圧
す
る
最
悪
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
奴
隷
制

度
の
も
と
で
支
配
さ
れ
虐
待
さ
れ
て
き
た
黒
人
奴
隷
に
お
け
る
解
放
主
体
形
成
を
背
景
と
す
る
一
大
民
衆
革
命
の
所
産
と

し
て
、
先
駆
的
に
奴
隷
解
放
と
独
立
を
成
就
し
た
ハ
イ
チ
革
命
は
「
支
配
と
隷
属
の
弁
証
法
」
を
具
現
し
た
好
個
な
実
例

で
あ
ろ
う
。

で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ど
の
よ
う
に
し
て
ハ
イ
チ
革
命
に
つ
い
て
知
り
得
た
の
か
？

バ
ッ
ク＝

モ
ー
ス
は
『
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
』
誌
だ
っ
た
と
推
定
す
る
。
た
と
え
ば
、
ハ
イ
チ
独
立
宣
言
の
年
に
あ
た
る
一
八
〇
四
年
の
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
』
に
は

「
今
や
世
界
の
眼
は
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
に
注
が
れ
て
い
る
」
と
の
文
章
で
始
ま
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か

ら
、「
ハ
イ
チ
革
命
は
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
の
理
念
に
と
っ
て
試
金
石
で
あ
り
、
火
に
よ
る
証
明
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
読
書
界
に
属
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
み
な
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
」（
４９
）と
す
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
バ
ッ
ク＝

モ
ー
ス
の
論
文
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
支
配
と
隷
属
の
弁
証
法
」
の
論
説
を
ハ
イ
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チ
革
命
に
関
す
る
情
報
に
基
づ
い
て
展
開
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
こ
の
点
で
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に

お
け
る
ハ
イ
チ
報
道
の
あ
り
方
を
論
じ
た
カ
リ
ン
・
シ
ュ
ー
ラ
ー
の
前
掲
論
文
も
参
照
さ
れ
る
。

次
に
バ
ッ
ク＝

モ
ー
ス
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
チ
」
と
い
う
主
題
の
重
要
性
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
チ
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
が
こ
れ
ほ
ど
長
い
間
無
視
さ
れ
て
き
た
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

研
究
者
た
ち
は
、
こ
の
問
い
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
彼
ら
は
二
〇
〇
年
に
も
わ
た
っ
て
、
そ
れ

を
問
う
こ
と
さ
え
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る（
５０
）。

ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
チ
に
つ
い
て
の
沈
黙
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
が
、
な
ぜ
重
要
な
の
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、

普
遍
的
な
人
類
の
歴
史
と
い
う
理
念
を
白
人
支
配
が
そ
れ
に
与
え
て
き
た
用
法
か
ら
救
い
出
す
可
能
性
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
自
由
を
め
ぐ
る
歴
史
的
事
実
が
、
勝
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
ナ
ラ
テ
イ
ヴ
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、

私
た
ち
の
時
代
に
す
く
い
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
普
遍
的
自
由
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
放
棄
さ

れ
る
必
要
が
な
く
な
り
、
む
し
ろ
異
な
っ
た
基
準
に
も
と
づ
い
て
改
善
し
、
再
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る（
５１
）。

し
か
ら
ば
、「
普
遍
的
な
人
類
の
歴
史
と
い
う
理
念
を
白
人
支
配
が
そ
れ
に
与
え
て
き
た
用
法
か
ら
救
い
出
」
し
て

「
再
構
築
」
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
こ
で
、
第
二
部
「
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
を
見
よ
う
。

論
説
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
バ
ッ
ク＝

モ
ー
ス
が
も
っ
と
も
重
視
す
る
の
は
、
一
八
〇
一
年
七
月
八
日
に
ト
ゥ
サ
ン
の

名
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
「
フ
ラ
ン
ス
領
植
民
地
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
憲
法
」
に
お
い
て
「
こ
の
領
土
に
は
奴
隷
は
存
在
し
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得
な
い
。
お
よ
そ
隷
属
と
い
う
も
の
は
永
久
に
廃
止
さ
れ
る
。
人
は
す
べ
て
自
由
か
つ
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
生
ま
れ
、
生

存
し
、
死
ぬ
の
で
あ
る
」（
第
三
条
）
と
規
定
さ
れ
、
ま
た
、
一
八
〇
五
年
五
月
二
〇
日
に
制
定
さ
れ
た
ハ
イ
チ
最
初
の

憲
法
に
お
い
て
も
「
奴
隷
制
は
永
久
に
廃
止
さ
れ
る
」（
第
二
条
）
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
お
よ
そ
憲

法
と
名
の
つ
く
文
書
で
黒
人
奴
隷
制
の
廃
止
が
う
た
わ
れ
た
世
界
史
上
最
初
の
事
例
で
あ
り
、
白
人
の
専
有
物
だ
っ
た

「
自
由
」
は
今
や
黒
人
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
バ
ッ
ク＝

モ
ー
ス
は
、
ハ
イ
チ
革

命
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
超
え
る
普
遍
性
を
見
出
す
の
で
あ
る（
５２
）。

た
だ
し
、
ハ
イ
チ
革
命
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
超
え
る
普
遍
性
を
見
出
す
の
は
バ
ッ
ク＝

モ
ー
ス
だ
け
で
は
な
い
。
同
様

の
指
摘
を
近
年
の
研
究
か
ら
列
挙
す
る
。

ニ
ッ
ク
・
ネ
ス
ビ
ッ
ト
は
『
普
遍
的
解
放
―
―
ハ
イ
チ
革
命
と
急
進
的
啓
蒙
思
想
』（
二
〇
〇
八
年
）
に
お
い
て
、
大

略
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

ハ
イ
チ
人
は
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
「
人
権
宣
言
」
を
単
に
模
写
し
た
の
で
は
な
い
。
ハ
イ
チ
人
は
「
人
権
宣

言
」
に
内
在
す
る
普
遍
的
な
意
味
を
文
字
ど
お
り
「
す
べ
て
の
人
」
へ
と
拡
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
ハ
イ
チ
革

命
は
啓
蒙
の
時
代
の
な
か
の
も
っ
と
も
偉
大
な
政
治
的
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
イ
チ
革
命
の
独
自
性
は
自
由

と
平
等
と
の
間
の
不
斉
一
を
是
正
し
た
こ
と
に
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
を

超
え
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ（
５３
）。

レ
ジ
ス
・
ド
ゥ
ブ
レ
『
ハ
イ
チ
と
フ
ラ
ン
ス
―
―
ド
ミ
ニ
ク
・
ド
ゥ
・
ヴ
ィ
ル
パ
ン
外
相
へ
の
報
告
』（
二
〇
〇
四
年
）
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で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
人
権
宣
言
」
は
も
と
も
と
パ
リ
で
基
礎
づ
け
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
完
成
し
た
の
は
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
に
お
い

て
で
あ
る
こ
と
を
、
ど
れ
だ
け
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
白
人
の
権
利
は
、
我
々
が
ほ
と
ん
ど
与

り
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
に
お
い
て
真
に
万
人
の
権
利
と
な
っ
た
の
で
あ
る（
５４
）。

ま
た
、
ロ
ラ
ン
・
デ
ュ
ボ
ワ
は
前
掲
の
『
市
民
の
植
民
地
』（
二
〇
〇
四
年
）
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

し
ば
し
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
産
物
と
理
解
さ
れ
て
き
た
普
遍
的
権
利
の
思
想
は
、
フ
ラ
ン
ス
領
カ
リ
ブ
海
に
お
け
る

奴
隷
制
と
人
権
を
め
ぐ
る
闘
争
の
な
か
で
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る（
５５
）。

さ
ら
に
�
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
指
摘
は
少
し
以
前
に
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
ビ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ

ー
ン
は
『
植
民
地
奴
隷
制
の
転
覆
』（
一
九
八
八
年
）
に
お
い
て
「
独
立
後
の
ハ
イ
チ
は
住
民
の
す
べ
て
に
市
民
的
自
由

を
保
証
し
た
史
上
最
初
の
国
家
だ
っ
た
」（
５６
）と
書
き
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ベ
ル
ギ
ャ
ル
ド＝

ス
ミ
ス
は
『
ハ
イ
チ
―
―
突
破

さ
れ
た
要
塞
』（
一
九
九
〇
年
）
に
お
い
て
「
ハ
イ
チ
は
す
べ
て
の
人
間
に
普
遍
的
な
自
由
を
主
張
し
た
世
界
で
最
初
の

国
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
ア
メ
リ
カ
革
命
が
採
用
し
た
自
由
の
定
義
が
限
定
的
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
露
見
さ
せ

た
」（
５７
）と
書
い
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
普
遍
的
自
由
」
と
い
う
人
類
史
的
課
題
を
展
望
す
る
う
え
で
、
ハ
イ
チ
革
命
は
決
定
的
に
重
要
な
意
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味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
異
口
同
音
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
国
際
機
関
の
最
近
の
動
向
に
も
見

ら
れ
る
。
一
九
九
三
年
一
一
月
の
第
二
七
回
ユ
ネ
ス
コ
総
会
は
ハ
イ
チ
と
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
提
案
を
受
け
て
「
奴
隷
の

道
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
翌
一
九
九
四
年
に
開
始
さ
れ
て
、
奴
隷
貿
易

に
関
す
る
ア
ー
カ
イ
ヴ
の
調
査
な
ど
の
取
り
組
み
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
八
月
三
一
日
か
ら
九
月
八
日
ま
で

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
の
ダ
ー
バ
ン
で
国
連
主
催
に
よ
る
「
人
種
主
義
、
人
種
差
別
、
外
国
人
排
斥
お
よ
び
関
連
あ
る
不
寛

容
に
反
対
す
る
世
界
会
議
」
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
動
き
を
受
け
て
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
一
八
日
の
国
連
総
会
は

ハ
イ
チ
独
立
二
〇
〇
周
年
に
あ
た
る
二
〇
〇
四
年
を
「
奴
隷
制
に
対
す
る
闘
い
と
そ
の
廃
止
を
記
念
す
る
国
際
年
」
と
す

る
と
宣
言
し
た
。
そ
れ
は
、「
奴
隷
た
ち
に
よ
る
闘
い
と
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
、
そ
し
て
自
由
・
平
等
・
尊
厳
・
人
権
と
い

う
原
則
の
勝
利
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
最
初
の
黒
人
国
家
ハ
イ
チ
の
独
立
宣
言
を
顕
彰
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し

て
、
反
レ
イ
シ
ズ
ム
、
反
奴
隷
制
、
反
植
民
地
主
義
と
い
う
性
格
を
持
つ
ハ
イ
チ
革
命＝

独
立
の
世
界
史
的
意
義
は
共
通

認
識
と
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

だ
が
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
バ
ッ
ク＝

モ
ー
ス
が
、
独
立
後
の
ハ
イ
チ
で
は
ク
レ
オ
ー
ル
（
植
民
地
生
ま
れ
）
対

ボ
サ
ー
ル
（
ア
フ
リ
カ
生
ま
れ
）
と
の
間
の
、
ム
ラ
ー
ト
対
黒
人
と
の
間
の
、
自
由
民
対
奴
隷
出
自
の
者
と
の
間
の
、
土

地
所
有
者
対
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
労
働
者
と
の
間
の
、
軍
の
将
校
対
歩
兵
と
の
間
の
社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
生
ま
れ
、

ま
た
、
植
民
地
時
代
か
ら
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
す
る
政
策
が
採
ら
れ
た
結
果
と
し
て
「
農
業
的
軍
事
体
制

agrarian
m

ilitarism

」
と
な
っ
た
こ
と
に
も
言
及
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
ハ
イ
チ
革
命
は
「
不
完
全
な
革
命
」
た
る
に

と
ど
ま
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る（
５８
）。

ま
た
、
こ
れ
と
関
連
し
て
は
、
か
つ
て
里
見
三
吉
が
ハ
イ
チ
の
黒
人
作
家
ジ
ャ
ッ
ク＝

ス
テ
フ
ァ
ン
・
ア
レ
ク
シ
の
小

ハイチ革命再考057



説
『
太
陽
将
軍
』
の
翻
訳
（
一
九
六
五
年
）
の
後
書
き
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。

ハ
イ
チ
は
「
黒
人
共
和
国
」
と
か
、「
黒
人
民
主
主
義
国
」
と
か
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
名
称
は
、
大
部
分
の
住

民
の
皮
膚
が
実
際
に
黒
い
と
い
う
意
味
で
だ
け
正
し
い
。
け
れ
ど
も
ハ
イ
チ
「
共
和
国
」
と
は
ほ
ん
の
形
式
的
な
も

の
で
あ
り
、
民
主
主
義
は
い
ま
だ
に
こ
こ
に
は
な
い
し
、
ま
た
か
つ
て
あ
っ
た
と
も
い
え
な
い
の
で
あ
る（
５９
）。

た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ハ
イ
チ
革
命
は
黒
人
奴
隷
制
と
植
民
地
支
配
に
終
止
符
を
打
つ

と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
点
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
独
立
後
に
な
に
も
か
も
一
新
さ
れ
た
理
想
的
な
国
家
が
誕
生
し
た
か
と
言
え
ば
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
も
っ

と
も
重
要
な
の
は
、
国
家
権
力
の
権
威
主
義
的
性
格
で
あ
る
。
独
立
後
に
初
代
元
首
（
総
督
）
と
な
っ
た
ジ
ャ
ン＝

ジ
ャ

ッ
ク
・
デ
サ
リ
ー
ヌ
は
、
間
も
な
く
終
身
総
督
と
な
っ
た
の
に
つ
づ
い
て
、
一
八
〇
四
年
一
〇
月
八
日
に
は
皇
帝
ジ
ャ
ッ

ク
一
世
と
称
し
た
。
ま
た
、
デ
サ
リ
ー
ヌ
暗
殺
後
に
北
部
ハ
イ
チ
を
統
治
し
た
ア
ン
リ
・
ク
リ
ス
ト
フ
は
、
一
八
一
一
年

三
月
九
日
に
自
ら
ア
ン
リ
一
世
と
称
し
て
約
一
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
王
政
を
し
い
た
。

問
題
に
す
べ
き
は
、
ジ
ョ
ア
ン
・
デ
イ
ヨ
ン
が
「
銃
剣
で
支
え
ら
れ
た
共
和
政
的
王
政
」（
６０
）と
特
徴
づ
け
た
よ
う
な
体

制
、
い
わ
ば
「
開
発
独
裁
」
と
で
も
言
う
べ
き
国
家
体
制
が
生
ま
れ
た
の
は
な
ぜ
か
、
そ
し
て
、
こ
れ
と
表
裏
の
関
係
を

な
す
が
、
独
立
後
の
ハ
イ
チ
に
お
い
て
「
普
遍
的
自
由
」
が
ど
こ
ま
で
内
実
化
さ
れ
た
の
か
、
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
ハ
イ
チ
に
お
い
て
「
普
遍
的
自
由
」
が
ど
こ
ま
で
内
実
化
さ
れ
た
の
か
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
言

及
し
た
研
究
は
皆
無
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
手
つ
か
ず
の
状
態
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
独
立
後
に
制
定
さ
れ
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た
五
つ
の
憲
法
―
―
一
八
〇
五
年
五
月
二
〇
日
憲
法
、
一
八
〇
六
年
一
二
月
二
七
日
憲
法
、
一
八
〇
七
年
二
月
一
七
日
憲

法
、
一
八
一
一
年
四
月
六
日
憲
法
、
一
八
一
六
年
六
月
二
日
憲
法
―
―
に
お
け
る
市
民
権
や
選
挙
権
に
関
す
る
規
定
を
整

理
し
な
が
ら
概
観
し
て
お
き
た
い（
６１
）。

一
八
〇
五
年
憲
法
は
、「
ハ
イ
チ
の
市
民
は
み
な
兄
弟
で
あ
り
、
法
の
下
で
平
等
で
あ
る
。
い
か
な
る
称
号
、
地
位
、

特
権
も
あ
り
え
な
い
」（
第
三
条
）
と
定
め
る
が
、「
良
き
父
親
、
良
き
息
子
、
良
き
夫
、
と
り
わ
け
良
き
兵
士
で
な
い
者

は
ハ
イ
チ
人
の
名
に
値
し
な
い
」（
第
九
条
）
と
も
規
定
す
る
。
つ
ま
り
、
男
性
の
み
の
市
民
権
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

明
文
規
定
は
な
い
も
の
の
、
女
性
は
市
民
か
ら
除
か
れ
る
。
一
八
〇
五
年
憲
法
に
は
選
挙
権
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
の
規
定

も
な
い
。

選
挙
権
に
つ
い
て
の
規
定
が
見
ら
れ
る
の
は
一
八
〇
六
年
憲
法
が
最
初
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
ン
リ
・
ク
リ
ス
ト
フ
が

北
部
を
統
治
す
る
前
日
に
制
定
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
満
二
五
歳
以
上
の
男
性
が
選
挙
権
を
持
ち
、
彼
ら
は
セ

ナ
と
呼
ば
れ
る
議
会
の
議
員
を
間
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
ぶ
資
格
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
そ
の
資
格
と
し
て
は
「
良
き
息
子
、

良
き
父
親
、
良
き
兄
弟
、
良
き
友
、
良
き
夫
」（
第
一
八
条
）
と
い
う
以
外
に
は
、
た
と
え
ば
財
産
に
よ
る
制
限
な
ど
は

設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
二
四
名
の
議
員
か
ら
な
る
セ
ナ
は
最
高
の
立
法
府
で
あ
り
、
大
統
領
を
秘
密
選
挙
に
よ
り
選
出
す

る
と
規
定
す
る
。
こ
の
一
八
〇
六
年
憲
法
は
全
二
〇
〇
カ
条
か
ら
な
る
体
系
的
な
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
、
五
つ
の
憲
法

の
な
か
で
は
も
っ
と
も
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
一
八
〇
六
憲
法
は
き
わ
め
て
短
命
で
あ
り
、
ク
リ
ス
ト
フ
は
早
く
も
一
カ
月
半
後
の
一
八
〇
七
年
二
月
七
日

に
新
し
い
憲
法
を
制
定
す
る
。
そ
の
一
八
〇
七
年
憲
法
で
は
、「
ハ
イ
チ
に
居
住
す
る
す
べ
て
の
住
民
は
自
由
で
あ
り
、

す
べ
て
の
権
利
を
有
す
る
」（
第
一
条
）
と
さ
れ
る
も
の
の
、
市
民
権
や
選
挙
権
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
い
。
他
方
、
大
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統
領
権
限
は
大
幅
に
強
化
さ
れ
る
。
大
統
領
は
終
身
で
、
軍
隊
の
統
率
権
の
ほ
か
後
継
大
統
領
を
選
ぶ
権
限
、
行
政
府
と

し
て
の
国
家
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー
九
名
を
指
名
す
る
権
限
を
持
つ
。
国
家
評
議
会
は
大
統
領
の
行
為
の
追
認
機
関
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
国
民
の
選
挙
権
は
そ
も
そ
も
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
と
な
る
。

そ
の
ク
リ
ス
ト
フ
は
一
八
一
一
年
三
月
九
日
に
ア
ン
リ
一
世
と
し
て
即
位
す
る
が
、
一
カ
月
後
の
四
月
六
日
に
新
し
い

憲
法
を
制
定
し
た
。
こ
の
一
八
一
一
年
憲
法
で
も
市
民
権
と
選
挙
権
に
つ
い
て
の
明
文
規
定
が
な
い
。
そ
し
て
、
公
爵
、

伯
爵
な
ど
の
爵
位
を
新
設
し
、
こ
れ
ら
の
貴
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
大
評
議
会
と
枢
密
院
が
置
か
れ
、
そ
の
人
数
も
任

命
も
国
王
が
行
う
と
定
め
ら
れ
る
。
こ
の
憲
法
は
王
政
と
い
う
政
治
体
制
に
相
応
し
い
憲
法
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
も

あ
れ
、
こ
こ
で
は
、
市
民
権
も
選
挙
権
も
問
題
に
な
ら
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。

一
方
、
南
部
を
統
治
し
共
和
政
を
し
い
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ペ
テ
ィ
オ
ン
は
一
八
一
六
年
六
月
二
日
に
憲
法
を
制
定

し
た
。
市
民
権
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
一
八
〇
七
年
憲
法
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
選
挙
権
に
つ
い
て
は
普
通
選
挙
制
度

を
定
め
る
。
そ
の
場
合
、
選
挙
権
か
ら
は
女
性
、
犯
罪
者
、
精
神
障
害
者
、「
愚
か
者
」
は
除
か
れ
る
。
た
だ
し
、
ハ
イ

ン
ル
夫
妻
に
よ
れ
ば
、
選
挙
権
か
ら
排
除
さ
れ
る
「
愚
か
者im

bécile

」
に
は
農
民
も
含
む
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
、
選

挙
権
を
行
使
で
き
た
の
は
エ
リ
ー
ト
と
軍
人
で
あ
っ
て
、
全
人
口
の
三
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う（
６２
）。
加
え
て
、
大

統
領
は
終
身
で
あ
っ
て
、
後
継
大
統
領
の
指
名
権
を
含
む
絶
大
な
権
限
が
与
え
ら
れ
る
。
議
会
は
二
院
制
だ
が
、
上
院
議

員
一
四
名
、
下
院
議
員
二
九
名
は
す
べ
て
大
統
領
に
よ
る
指
名
で
あ
り
、
そ
の
権
限
は
大
統
領
の
行
為
の
追
認
に
限
定
さ

れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
共
和
政
と
は
名
ば
か
り
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
憲
法
上
の
規
定
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
市
民
権
と
選
挙
権
を
行
使
で
き
る
男
性
に
も
制
限
が
設
け
ら
れ
た
の
で

あ
り
、
加
え
て
、
女
性
の
選
挙
権
が
自
明
の
ご
と
く
に
否
認
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
代
に
あ
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っ
て
は
、
世
界
中
で
女
性
の
選
挙
権
を
認
め
た
国
は
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、「
無
い
も
の
ね
だ
り
」
で
あ
ろ
う

か
。と

も
あ
れ
、
先
に
引
用
し
た
「
ハ
イ
チ
人
は
『
人
権
宣
言
』
に
内
在
す
る
普
遍
的
な
意
味
を
文
字
ど
お
り
『
す
べ
て
の

人
』
へ
と
拡
げ
た
」（
ネ
ス
ビ
ッ
ト
）
と
か
「
独
立
後
の
ハ
イ
チ
は
住
民
の
す
べ
て
に
市
民
的
自
由
を
保
証
し
た
史
上
最

初
の
国
家
で
あ
っ
た
」（
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
）
と
い
っ
た
指
摘
は
、
史
実
に
反
す
る
過
大
評
価
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。ち

な
み
に
、
ハ
イ
チ
で
女
性
参
政
権
が
認
め
ら
れ
た
の
は
一
九
五
〇
年
の
憲
法
で
あ
り
、
国
政
レ
ベ
ル
で
の
最
初
の
実

施
は
一
九
五
七
年
の
大
統
領
選
挙
で
あ
っ
た
。
皮
肉
な
こ
と
は
、
こ
の
選
挙
で
大
統
領
に
当
選
し
た
の
が
、
後
に
恐
怖
の

独
裁
政
治
を
行
っ
た
こ
と
で
悪
名
高
い
、
あ
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
デ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

次
は
、
独
立
後
の
国
家
権
力
が
権
威
主
義
的
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の

点
は
す
で
に
『
カ
リ
ブ
か
ら
の
問
い
』
と
『
ハ
イ
チ
の
栄
光
と
苦
難
』
で
も
言
及
し
た
が
、
ミ
シ
ェ
ル
・
エ
ク
ト
ー
ル
と

ラ
エ
ネ
ッ
ク
・
ユ
ル
ボ
ン
の
共
編
に
な
る
論
文
集
『
ハ
イ
チ
の
国
家
形
成
、
一
八
〇
四－

一
八
五
九
年
』（
二
〇
〇
九

年
）（
６３
）も
参
照
し
な
が
ら
再
論
す
る
。
こ
の
論
文
集
は
、
ユ
ネ
ス
コ
の
「
奴
隷
の
道
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
二

〇
〇
五
年
五
月
に
ポ
ル
ト
ー
プ
ラ
ン
ス
で
行
わ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
収
録
で
あ
り
、
そ
の
主
眼
は
、
ハ
イ
チ
現
代

史
を
特
徴
づ
け
る
対
米
依
存
と
独
裁
政
治
、
そ
し
て
独
裁
政
治
の
終
焉
後
も
な
お
混
迷
が
つ
づ
く
危
機
の
淵
源
を
独
立
後

半
世
紀
間
の
歴
史
に
探
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
な
か
で
、
形
成
期
に
あ
る
国
民
国
家
の
内
実
に
も
若
干
の
照
明
が
当
て
ら

れ
て
い
る
。

第
一
に
指
摘
す
べ
き
は
、
国
民
が
植
民
地
時
代
の
奴
隷
で
奴
隷
解
放
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
由
と
な
っ
た
黒
人
（
新
自
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由
人
）
と
植
民
地
時
代
に
そ
の
多
く
が
自
由
身
分
で
あ
っ
た
ム
ラ
ー
ト
（
旧
自
由
人
）
と
の
間
で
分
裂
が
生
じ
、
国
土
も

北
部
と
南
部
と
に
分
断
さ
れ
て
統
治
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
〇
六
年
一
〇
月
一
七
日
に
デ
サ
リ
ー
ヌ
が

死
去
し
た
後
の
ハ
イ
チ
は
、
北
部
と
南
部
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
物
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
〇
六
年

一
二
月
か
ら
一
八
二
〇
年
一
〇
月
ま
で
の
約
一
四
年
間
に
北
部
を
統
治
し
た
の
は
ア
ン
リ
・
ク
リ
ス
ト
フ
、
一
八
〇
七
年

三
月
か
ら
一
八
一
八
年
三
月
ま
で
の
一
一
年
間
に
南
部
を
統
治
し
た
の
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ペ
テ
ィ
オ
ン
で
あ
る
。
こ

の
分
割
統
治
体
制
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
が
自
死
し
、
ペ
テ
ィ
オ
ン
が
病
死
し
た
後
に
ジ
ャ
ン＝

ピ
エ
ー
ル
・
ボ
ワ
イ
エ
が
ハ

イ
チ
全
土
を
統
治
す
る
こ
と
に
な
る
一
八
二
〇
年
ま
で
つ
づ
い
た
。

な
ぜ
、
分
割
統
治
と
な
っ
た
の
か
。
ク
リ
ス
ト
フ
と
ペ
テ
ィ
オ
ン
は
、
ハ
イ
チ
独
立
の
た
め
に
共
同
し
、
一
八
〇
四
年

一
月
一
日
に
ゴ
ナ
イ
ー
ヴ
で
行
わ
れ
た
独
立
の
誓
約
に
も
加
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
人
に
は
異
な
る
点

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
肌
の
色
」
と
出
自
の
違
い
で
あ
る
。
ク
リ
ス
ト
フ
は
元
黒
人
奴
隷
だ
が
、
ペ
テ
ィ
オ
ン
は
黒
人
の

母
と
フ
ラ
ン
ス
人
宝
石
商
の
父
と
の
間
に
生
ま
れ
た
ム
ラ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
肌
の
色
」
と
出
自
の
違
い
は
、
植
民

地
化
の
過
程
で
生
ま
れ
た
地
帯
編
成
の
違
い
と
も
重
な
る
。
も
と
も
と
北
部
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
植
民
地
支
配
が
早
い

時
期
か
ら
始
ま
っ
た
地
域
で
あ
り
、
そ
の
平
野
部
に
は
大
量
の
黒
人
奴
隷
を
労
働
力
と
す
る
大
規
模
な
砂
糖
プ
ラ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
が
発
展
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
南
部
は
後
発
の
地
域
だ
っ
た
の
に
加
え
て
、
北
部
に
比
べ
て
平
野
部
が
少
な
い

こ
と
も
あ
っ
て
、
砂
糖
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
も
小
規
模
な
コ
ー
ヒ
ー
や
イ
ン
デ
ィ
ゴ
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
形
成

さ
れ
、
そ
の
な
か
に
は
、
ム
ラ
ー
ト
を
中
心
と
す
る
有
色
自
由
人
よ
る
小
規
模
経
営
も
多
く
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
植
民
地
化
の
過
程
で
形
成
さ
れ
た
地
帯
編
成
と
、
そ
れ
に
起
因
す
る
社
会
構
造
の
違
い
は
、
独
立
後
の
ハ
イ
チ
に
も

引
き
継
が
れ
、
北
部
で
は
黒
人
が
、
南
部
で
は
ム
ラ
ー
ト
が
有
力
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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重
要
な
こ
と
は
、
北
部＝

黒
人
、
南
部＝

ム
ラ
ー
ト
と
い
う
構
図
が
、
政
治
的
な
対
立
を
も
生
み
だ
し
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
デ
サ
リ
ー
ヌ
の
死
去
が
南
部
の
ム
ラ
ー
ト
に
よ
る
暗
殺
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

黒
人
と
ム
ラ
ー
ト
と
の
間
の
反
目
は
植
民
地
時
代
か
ら
存
在
し
た
。
と
い
う
の
も
、
ム
ラ
ー
ト
層
は
奴
隷
制
の
も
と
で
の

階
級
対
立
の
先
鋭
化
を
防
ぐ
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
利
用
さ
れ
、
加
え
て
、
彼
ら
の
多
く
は
少
数
な
が
ら
奴
隷
を
所
有
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
独
立
戦
争
の
過
程
で
は
黒
人
と
ム
ラ
ー
ト
と
の
大
同
団
結
が
な
さ
れ
て
反
目
は
解
消
さ
れ
た
か
に
見

え
た
。
し
か
し
、
両
者
の
反
目
は
、
独
立
後
に
再
び
顕
在
化
す
る
こ
と
と
な
り
、
遠
く
現
在
に
い
た
る
ま
で
残
存
す
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る（
６４
）。

第
二
に
言
及
し
た
い
の
は
、
一
八
二
六
年
に
ボ
ワ
イ
エ
大
統
領
が
制
定
し
た
「
農
村
法C

ode
R

ural

」
で
あ
る
。
全

二
〇
〇
カ
条
か
ら
な
る
こ
の
法
律
の
最
大
の
眼
目
は
農
民
を
極
度
の
土
地
緊
縛
の
も
と
に
置
く
こ
と
に
あ
っ
た
。「
農
村

法
」
が
「
土
地
所
有
者
」
と
認
定
す
る
の
は
、
五
〇
カ
ロ
（
六
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
以
上
の
広
大
な
土
地
を
所
有
す
る
者
で

あ
り
、
そ
れ
に
該
当
す
る
の
は
、
官
吏
や
、
弁
護
士
な
ど
の
専
門
職
を
有
す
る
者
、
あ
る
い
は
軍
人
な
ど
の
特
権
的
な
階

層
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
「
土
地
所
有
者
」
の
対
極
に
あ
る
の
が
「
農
業
を
職
業
と
す
る
市
民
」
あ
る
い
は
「
農
業
者
」

と
呼
ば
れ
る
農
民
で
あ
り
、
彼
ら
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
農
民
は
、「
土
地
所
有
者
お

よ
び
土
地
所
有
者
が
契
約
す
る
請
負
人
あ
る
い
は
管
理
人
に
対
し
て
最
大
の
敬
意
を
も
っ
て
服
従
し
」（
第
六
九
条
）

て
、「
農
作
業
に
精
励
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
七
〇
条
）。「
土
曜
の
朝
か
ら
日
曜
の
日
の
出
ま
で
を
除
い
て
は
、

土
地
所
有
者
や
請
負
人
や
管
理
人
の
同
意
な
し
に
居
所
を
留
守
に
し
て
は
な
ら
な
い
」（
第
七
一
条
）。「
治
安
判
事
の
許

可
な
し
に
農
村
を
離
れ
て
都
市
に
居
住
す
る
こ
と
は
で
き
ず
」、
不
法
に
移
住
し
た
者
は
浮
浪
者
と
み
な
さ
れ
て
取
り
締

り
の
対
象
と
な
る
（
第
四
条
）。
ま
た
、
日
雇
い
労
働
者
に
は
「
就
労
記
録
カ
ー
ド
」
を
交
付
し
て
管
理
す
る
（
第
五
八
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条
）。
そ
し
て
、
法
の
徹
底
を
は
か
り
、
農
業
生
産
の
状
態
を
巡
視
し
て
そ
の
結
果
を
大
統
領
に
報
告
す
る
こ
と
を
任
務

と
す
る
監
視
官
が
、
郡
や
地
区
に
配
置
さ
れ
る
（
第
一
二
四
条
）。

こ
う
し
て
、
農
民
の
土
地
緊
縛
と
「
隷
農
化
」、
新
し
い
階
層
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
導
入
、
地
方
警
察
を
通
じ
て
の
規
律

統
制
の
強
化
が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
植
民
地
時
代
の
奴
隷
制
の
再
導
入
と
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ

ム
の
再
現
に
も
等
し
い
「
ネ
オ
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
体
制
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

で
は
、
な
ぜ
、「
農
村
法
」
が
制
定
さ
れ
た
の
か
。
直
接
の
原
因
は
「
賠
償
金
」
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
宗

主
国
フ
ラ
ン
ス
は
一
八
二
五
年
に
は
じ
め
て
ハ
イ
チ
を
独
立
国
家
と
し
て
承
認
す
る
見
返
り
に
、
ハ
イ
チ
の
独
立
で
財
産

を
失
っ
た
旧
プ
ラ
ン
タ
ー
に
対
す
る
補
償
の
名
目
で
一
億
五
〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
の
「
賠
償
金
」
の
支
払
い
を
求
め
た
の
で

あ
る（
６５
）。
ハ
イ
チ
は
、
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
に
よ
る
威
嚇
を
受
け
る
な
か
で
、
年
歳
入
額
の
一
〇
年
分
に
も
相
当
す
る
巨
額

の
「
賠
償
金
」
支
払
い
に
応
じ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
国
際
的
な
孤
立
状
態
か
ら
脱
出
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
チ
が

「
友
好
的
隣
国
」
と
み
た
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
、
そ
し
て
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
相
次
い
で
誕
生
し
た
新
共
和
国
か
ら
も
独
立

国
家
と
し
て
承
認
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
支
払
能
力
を
超
え
る
巨
額
の
「
賠
償
金
」
を
支
払
っ
て
ま
で
し
て
旧
宗

主
国
フ
ラ
ン
ス
か
ら
独
立
を
「
買
い
取
る
」
結
果
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。「
農
村
法
」
は
「
賠
償
金
」
支
払
い
の
た
め
の

農
業
生
産
増
強
策
だ
っ
た
の
で
あ
る（
６６
）。

以
上
の
よ
う
に
、
独
立
後
の
ハ
イ
チ
で
権
威
主
義
的
な
国
家
体
制
が
生
ま
れ
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
黒
人
と
ム
ラ
ー
ト

と
の
分
裂
に
起
因
す
る
国
民
的
統
合
の
未
成
熟
と
い
う
内
因
、
い
ま
一
つ
に
は
、
世
界
初
の
黒
人
国
家
を
最
悪
の
国
家
モ

デ
ル
と
み
な
し
て
忌
避
し
隔
離
し
よ
う
と
す
る
周
辺
の
白
人
世
界
の
眼
差
し
と
い
う
外
因
、
こ
の
二
つ
に
よ
っ
て
説
明
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

以
上
、
海
外
に
お
け
る
最
近
の
研
究
を
手
が
か
り
に
ハ
イ
チ
革
命
の
意
味
の
再
考
を
試
み
た
が
、
取
り
上
げ
る
こ
と
の

で
き
な
か
っ
た
研
究
も
多
い
。

そ
の
一
つ
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
Ｏ
・
ウ
エ
ス
ト
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｇ
・
マ
ー
テ
ィ
ン
、
フ
ァ
ノ
ン
・
チ
ェ
・
ウ
ィ
ル
キ
ン

ス
編
『
ト
ゥ
サ
ン
か
ら
ト
ゥ
パ
ク
ま
で
―
―
革
命
の
時
代
以
後
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
』（
二
〇
〇
九

年
）（
６７
）で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
ト
ゥ
サ
ン
・
ル
ヴ
ェ
ル
チ
ュ
ー
ル
を
起
点
と
し
て
、
一
九
七
一
年
に
生
ま
れ
一
九
九
〇
年

代
の
ヒ
ッ
プ
・
ホ
ッ
プ
の
流
行
に
絶
大
は
影
響
を
与
え
た
ラ
ッ
パ
ー
の
ト
ゥ
パ
ク
・
ア
マ
ル
・
シ
ャ
ク
ー
ル
に
い
た
る
ま

で
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
と
思
想
の
展
開
、
そ
の
相
互
影
響
関
係
を
�
っ
た
も
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
ポ
ー
ル
・
ギ
ル
ロ
イ
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
―
―
近
代
性
と
二
重
意
識
』（
一
九
九
三

ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク

年
）（
６８
）と
小
笠
原
博
毅
編
『
黒
い
大
西
洋
と
知
識
人
の
現
在
』（
松
籟
社
、
二
〇
〇
九
年
）
で
あ
る
。
ギ
ル
ロ
イ
の
『
ブ

ラ
ッ
ク
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
』
は
、
黒
人
が
い
か
に
し
て
解
放
を
目
指
し
た
か
、
そ
の
多
様
な
戦
術
、
と
く
に
読
み
書

き
の
能
力
を
身
に
つ
け
る
機
会
を
奪
わ
れ
た
彼
ら
が
、
音
楽
と
い
う
知
性
的
言
語
を
い
か
に
し
て
創
造
的
に
用
い
た
か
を

描
き
だ
す
こ
と
を
と
お
し
て
、
読
み
書
き
の
で
き
る
白
人
の
男
性
と
い
う
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
貫
性
に
何

の
疑
い
も
持
た
な
い
抽
象
的
な
主
体
を
前
提
と
し
た
啓
蒙
の
概
念
が
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
人
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
作

り
出
す
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を
抉
り
だ
し
た
も
の
で
あ
り
、
二
〇
〇
七
年
に
神
戸
大
学
で
行
わ
れ
た
国
際
シ
ン

ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク

ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク

ポ
ジ
ウ
ム
「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
世
界
と
〈
知
識
人
〉
―
―『
黒
い
大
西
洋
』
か
ら
の
声
」
の
収
録
で
あ
る
『
黒
い
大
西
洋
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と
知
識
人
の
現
在
』
は
、「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
」
の
視
座
の
意
義
を
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の

立
場
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
刺
激
的
な
テ
ー
マ
だ
が
、
残
念
な
が
ら
、
本
格
的
に
論
じ
る
に
は
筆
者
の
蓄
積
が
乏
し
い
。
他
日
を
期
し
た

い
。と

こ
ろ
で
、
従
来
の
ハ
イ
チ
革
命
研
究
を
通
覧
し
て
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
旧
宗
主
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の

歴
史
家
に
よ
る
研
究
が
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
オ
ラ
ー
ル
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
マ
テ
ィ
エ
、
ジ

ョ
ル
ジ
ュ
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ソ
ブ
ー
ル
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
な
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
学
で
は
黒
人

奴
隷
制
問
題
も
植
民
地
問
題
も
ハ
イ
チ
革
命
も
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
二
〇
〇
周
年
に
あ
た
る
一
九
八

九
年
の
前
後
か
ら
よ
う
や
く
研
究
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
最
近
一
〇
年
間
で
は
、
ハ
イ
チ
独
立
へ
の
転
機
と
な
っ
た

ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
黒
人
奴
隷
制
復
活
（
一
八
〇
二
年
）
を
取
り
上
げ
た
イ
ヴ
・
ブ
ノ
と
マ
ル
セ
ル
・
ド
リ
ニ
ー
の
共
編

『
一
八
〇
二
年
、
フ
ラ
ン
ス
領
植
民
地
に
お
け
る
奴
隷
制
の
再
建
―
―
ハ
イ
チ
の
起
源
』（
二
〇
〇
三
年
）、
マ
ル
セ
ル
・

ド
リ
ニ
ー
編
『
ハ
イ
チ
―
―
最
初
の
黒
人
共
和
国
』（
二
〇
〇
三
年
）、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ブ
ラ
ン
パ
ン
『
フ
ラ
ン
ス
領
植
民

地
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
―
―
奴
隷
制
か
ら
独
立
へ
』（
二
〇
〇
四
年
）、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ゥ
・
コ
ナ
編
『
ト
ゥ
サ
ン
・
ル
ヴ
ェ

ル
チ
ュ
ー
ル
と
ハ
イ
チ
の
独
立
―
―
二
〇
〇
周
年
の
た
め
の
証
言
』（
二
〇
〇
四
年
）
の
四
冊
を
数
え
る
に
す
ぎ
な

い（
６９
）。

フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
が
ハ
イ
チ
革
命
を
研
究
し
て
こ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
点
で
参
照
に
値
す
る
の
は
、

ゲ
ッ
ガ
ス
と
ノ
ー
マ
ン
・
フ
ィ
ア
リ
ン
グ
の
共
編
に
よ
る
論
文
集
『
ハ
イ
チ
革
命
の
世
界
』（
二
〇
〇
九
年
）
所
収
の
ア

リ
サ
・
ゴ
ー
ル
ド
ス
タ
イ
ン
・
セ
ピ
ン
ウ
ォ
ー
ル
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立
大
学
）
の
「
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
の
妖
怪
―
―
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ハ
イ
チ
革
命
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
の
反
応
」
で
あ
る
。
彼
女
の
議
論
の
大
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
ハ
イ
チ
革
命
研
究
が
か
な
り
充
実
し
て
い
る
の
に
比
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ほ
と
ん
ど
見
る
べ
き

も
の
が
な
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
人
種
に
対
す
る
観
念
の
違
い
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
人
種
や
黒
人
奴
隷
制
の

問
題
を
「
国
内
」
に
抱
え
、
南
北
戦
争
と
い
う
内
戦
を
と
お
し
て
奴
隷
解
放
を
実
現
し
た
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス

の
場
合
は
黒
人
奴
隷
制
も
ハ
イ
チ
革
命
も
大
西
洋
を
越
え
た
遠
い
「
国
外
」
で
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
以
来
の
共
和
主
義
理
念
は
普
遍
主
義
に
立
脚
す
る
と
理
解
さ
れ
た
た
め
、
人
種
は
呪
詛
の
的
と
な
っ
て

き
た
。
第
二
は
脱
植
民
地
化
に
対
す
る
ト
ラ
ウ
マ
で
あ
る
。
ハ
イ
チ
革
命
に
付
き
ま
と
う
の
は
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
帝

国
を
崩
壊
さ
せ
た
負
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
こ
れ
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ン
ド
シ
ナ
や
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
独
立

戦
争
で
の
敗
北
の
記
憶
が
重
な
る
。
ハ
イ
チ
革
命
は
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
帝
国
軍
隊
の
弱
さ
と
と
も
に
「
文
明
化
の
使

命
」
の
言
説
に
潜
む
欺
瞞
性
を
暴
く
も
の
だ
っ
た
。
第
三
に
、
カ
リ
ブ
海
域
を
専
門
と
す
る
歴
史
家
た
ち
は
、
植
民

地
時
代
の
ハ
イ
チ
や
黒
人
奴
隷
制
の
廃
止
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
ハ
イ
チ
革
命
に
ま
で
は
い
た
ら

な
い
。
そ
の
た
め
に
、
大
学
を
含
め
た
学
校
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
黒
人
奴
隷
制
史
も
ハ
イ
チ
革
命
史
も
排
除

さ
れ
て
き
た
。
か
く
し
て
、
ハ
イ
チ
は
、
国
民
的
な
記
憶
の
な
か
で
も
特
異
な
、
忘
却
の
対
象
と
な
っ
た
。
つ
ま

り
、
ハ
イ
チ
は
近
づ
く
の
が
忌
避
さ
れ
る
「
妖
怪specter
」
な
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
最
近
に
い
た
る
ま
で

ハ
イ
チ
革
命
研
究
を
遠
ざ
け
て
き
た
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
い（
７０
）。

こ
の
セ
ピ
ン
ウ
ォ
ー
ル
の
議
論
は
、
か
つ
て
ミ
シ
ェ
ル＝

ロ
ル
フ
・
ト
ル
イ
ヨ
が
『
過
去
を
沈
黙
さ
せ
る
―
―
権
力
と

ハイチ革命再考067



歴
史
の
生
産
』（
一
九
九
五
年
）
で
書
い
た
有
名
な
一
文
、「
ハ
イ
チ
革
命
は
想
像
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

〔unthinkable

〕
特
異
な
性
格
の
も
の
と
し
て
歴
史
に
書
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
」（
７１
）と
も
符
合
し
て
お
り
、
間
然
す
る

と
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
セ
ピ
ン
ウ
ォ
ー
ル
の
よ
う
な
議
論
が
日
本
で
は
け
っ
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
付
言
す
べ
き
だ
ろ

う
。
平
野
千
果
子
は
、「
植
民
地
の
歴
史
か
ら
等
身
大
の
フ
ラ
ン
ス
へ
」
と
い
う
視
点
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
著
し
た
『
フ

ラ
ン
ス
植
民
地
主
義
の
歴
史
―
―
奴
隷
制
廃
止
か
ら
植
民
地
帝
国
の
崩
壊
ま
で
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

た
。

革
命
の
理
念
と
植
民
地
主
義
が
、
実
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
意
識
に
お
い
て
矛
盾
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
。
そ
し

て
掲
げ
た
理
念
の
「
普
遍
性
」
ゆ
え
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
侵
略
さ
れ
た
側
に
も
こ
の
理
念
に
容
易
に
共
鳴
し
得
た
と
い

う
点
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
主
義
の
「
免
罪
符
」
に
な
り
、
ひ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
が
自
身
の
植
民

地
主
義
の
過
去
を
問
い
直
す
、
大
き
な
壁
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（
７２
）。

け
だ
し
、
慧
眼
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
、
近
年
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
か
つ
て
の
奴
隷
貿
易
や
奴
隷
制
度
あ
る
い
は
植
民
地
支
配
に
つ
な
が
る
出
来
事

が
多
発
す
る
な
か
で
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
「
記
憶
の
作
業
」
や
「
植
民
地
支
配
の
過
去
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
俎
上
に
載
せ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（
７３
）。
そ
の
よ
う
な
動
向
を
見
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
が
ハ
イ
チ
と
い
う
「
妖
怪
」
に
正
面

か
ら
立
ち
向
か
う
こ
と
を
期
待
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
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あ
る
い
は
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
二
日
（
日
本
時
間
一
三
日
）
に
首
都
ポ
ル
ト
ー
プ
ラ
ン
ス
を
襲
っ
た
大
地
震
が
ハ
イ

チ
史
、
と
り
わ
け
ハ
イ
チ
革
命
研
究
を
触
発
す
る
契
機
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
四
月
二
二
日
に
「
国
連
ハ

イ
チ
安
定
化
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」
が
発
表
し
た
推
定
死
者
数
二
五
万
〜
三
〇
万
人
と
い
う
未
曾
有
の
壊
滅
的
な
被
害
を
も
た
ら

し
た
の
は
な
ぜ
か
、
を
解
明
す
る
に
は
、
植
民
地
時
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
長
い
歴
史
の
な
か
で
考
察
す
る
こ
と
が
不
可

欠
だ
か
ら
で
あ
る（
７４
）。

と
こ
ろ
で
、
大
地
震
か
ら
一
カ
月
以
上
経
っ
た
二
月
一
七
日
、
遅
ま
き
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
と
し
て
は
じ
め
て
ハ

イ
チ
を
訪
問
し
た
ニ
コ
ラ
・
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
記
者
会
見
し
、
二
年
間
で
五
六
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
（
約
七
〇
億
円
）
の
債

務
取
り
消
し
を
含
む
総
額
三
億
二
六
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
（
約
四
〇
〇
億
円
）
を
援
助
す
る
と
述
べ
る
と
と
も
に
、「
植
民
地

化
に
よ
る
傷
痕
は
今
も
ハ
イ
チ
人
の
記
憶
の
な
か
に
残
っ
て
い
る
」
と
も
述
べ
た（
７５
）。
予
想
さ
れ
た
こ
と
と
は
い
え
、

こ
の
他
人
事
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
は
深
刻
な
反
省
や
謝
罪
の
意
味
合
い
は
窺
わ
れ
な
い
。
想
像
を
絶
す
る
地
獄
絵
だ
っ
た

大
西
洋
黒
人
奴
隷
貿
易
、
レ
イ
シ
ズ
ム
と
剥
き
出
し
の
暴
力
に
よ
っ
て
人
間
を
管
理
し
抑
圧
す
る
最
悪
の
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
黒
人
奴
隷
制
度
、
一
〇
〇
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
っ
た
植
民
地
支
配
に
よ
る
収
奪
、
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
強
制
に
よ
る

生
産
構
造
の
奇
形
化
と
環
境
破
壊
、
社
会
構
造
に
黒
人
対
ム
ラ
ー
ト
の
分
裂
・
反
目
を
生
み
だ
し
た
支
配
の
あ
り
方
、
そ

し
て
独
立
し
て
間
も
な
く
多
く
の
困
難
を
抱
え
た
新
生
国
家
に
課
し
た
「
賠
償
金
」
と
い
う
名
の
制
裁
な
ど
、
そ
れ
ら
が

残
し
た
傷
痕
の
大
き
さ
を
思
え
ば
、
サ
ル
コ
ジ
の
言
葉
は
い
か
に
も
軽
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
大
地
震
は
、
今
も
根

強
く
残
る
植
民
地
支
配
の
負
の
遺
産
と
ハ
イ
チ
が
抱
え
る
深
刻
な
問
題
を
激
烈
か
つ
悲
劇
的
な
か
た
ち
で
露
出
さ
せ
た
、

と
言
っ
て
よ
い（
７６
）。

先
駆
的
な
黒
人
奴
隷
解
放
と
独
立
と
い
う
輝
か
し
い
歴
史
を
持
つ
ハ
イ
チ
が
、
現
在
、
極
度
の
貧
困
に
あ
え
い
で
い
る
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の
は
な
ぜ
な
の
か
、
栄
光
の
独
立
史
と
現
在
の
貧
困
の
状
態
と
の
間
の
大
き
な
落
差
の
よ
っ
て
来
る
所
以
を
ど
の
よ
う
に

説
明
で
き
る
か
は
ハ
イ
チ
史
研
究
の
焦
点
的
な
課
題
で
あ
る
。
植
民
地
主
義
の
過
去
を
克
服
し
て
い
く
う
え
で
、
植
民
地

支
配
を
受
け
た
側
と
そ
れ
を
行
な
っ
た
側
と
の
あ
い
だ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
分
析
す
る
た
め
の
新
し
い
概
念

で
あ
る
「
植
民
地
責
任
」
論
は
有
効
な
視
座
で
あ
る
だ
ろ
う（
７７
）。

（
は
ま

た
だ
お
・
北
海
学
園
大
学
教
授
）

＊
本
稿
は
平
成
二
〇
年
度
北
海
学
園
大
学
学
術
研
究
助
成
に
よ
る
「
ハ
イ
チ
革
命
の
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

﹇
註
﹈

（
１
）C

yrilLionelR
obertJam

es,T
he

B
lack

Jacobins.ToussaintL’O
uverture

and
the

San
D

om
ingo

R
evolution

,1938,2
nded.,

N
ew

York
:

V
intage

B
ooks,1963.

青
木
芳
夫
監
訳
、
大
村
書
店
、
一
九
九
一
年
、
増
補
新
版
、
二
〇
〇
二
年
。

（
２
）A

im
é

C
ésaire,ToussaintLouverture.La

R
évolution

française
etle

problèm
e

colonial,Paris
:

Présence
africaine,1962.

（
３
）T

hom
as

O.O
tt,T

he
H

aitian
R

evolution,1789−1804
,K

noxville
:

U
niversity

ofTennessee
Press,1973.

（
４
）M

arcelD
origny,R

évoltesetrévolutionsen
E

urope
etaux

A
m

ériques,1773−1802
,Paris

:
E

ditions
B

elin,2004.

（
５
）
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
、
浜
『
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
、
浜
『
ハ
イ
チ
の
栄
光
と
苦
難
―
―
世
界
初
の
黒
人
共
和
国
の
行
方
』
刀
水
書
房
、
二

〇
〇
七
年
。
日
本
で
ハ
イ
チ
革
命
を
本
格
的
に
論
じ
た
の
は
前
掲
の
拙
著
の
み
だ
が
、
部
分
的
に
言
及
し
て
い
る
も
の
に
は
、
立
野
惇

也
『
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
教
の
世
界
―
―
ハ
イ
チ
の
歴
史
と
神
々
』
吉
夏
社
、
二
〇
〇
一
年
、
立
花
英
裕
・
星
野
守
之
編
『
月
光
浴
―
―
ハ
イ

チ
短
編
集
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
三
年
、
佐
藤
文
則
『
ダ
ン
シ
ン
グ
・
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
―
―
ハ
イ
チ
を
彩
る
精
霊
た
ち
』
凱
風
社
、
二
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〇
〇
三
年
、
佐
藤
『
慟
哭
の
ハ
イ
チ
―
―
現
代
史
と
庶
民
の
生
活
』
凱
風
社
、
二
〇
〇
七
年
が
あ
る
。

（
６
）
古
く
はAyti

ま
た
はH

ayti

と
表
記
さ
れ
た
が
、
現
在
は
フ
ラ
ン
ス
語
でH

aïti

と
表
記
さ
れ
、
ハ
イ
チ
人
は
「
ア
イ
テ
ィ
」
ま
た

は
「
ア
イ
シ
ー
」
と
発
音
す
る
。
し
か
し
日
本
で
は
、
英
語
に
よ
る
国
際
的
な
公
式
表
記
で
あ
るH

aiti

の
発
音
に
し
た
が
っ
て
、

「
ハ
イ
チ
」
と
表
記
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

（
７
）D

avid
Patrick

G
eggus,“T

he
N

am
ing

of
H

aiti”,in
:

G
eggus,H

aitian
R

evolutionary
Studies,B

loom
ington

:
Indiana

U
niversity

Press,2002,pp.207−220,295−304.

（
８
）
ゲ
ッ
ガ
ス
が
依
拠
し
た
主
た
る
史
料
・
文
献
は
以
下
の
と
お
り
。Jean−B

aptiste
Picquenard,

Zoflora
ou

la
bonne

négresse
:

A
necdote

coloniale,2
vols.,Paris,1799

;
T

hom
as

M
adiou,H

istoire
d’H

aïti,1847−1848,R
ev.ed.,8

vols.,Port−au−Prince
:

H
enriD

escham
ps,1989−1991

;
Jean

Fouchard,“PourquoiH
aïti?

O
ù,quand

et
par

qui
fut

choisi
de

redonner
à

notre

patrie
le

nom
indien

d’H
aïti”,R

evue
de

la
Société

H
aïtienne

d’H
istoire

etde
G

éographie,145,1984,pp.13−17.

い
ず
れ
も
筆

者
未
見
。

（
９
）Irving

R
ouse,

T
he

Tainos:
R

ise
and

D
ecline

of
the

People
W

ho
G

reeted
C

olom
bus,

N
ew

H
aven,

London
:

Yale

U
niversity

Press,
1992.

杉
野
目
康
子
訳
『
タ
イ
ノ
人
―
―
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
出
会
っ
た
カ
リ
ブ
の
民
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇

四
年
、
四
〇－

七
二
頁
。

（
１０
）
浜
『
カ
リ
ブ
か
ら
の
問
い
』
一
七
六
頁
。

（
１１
）B

erthony
D

upont,Jean−Jacques
D

essalines.Itinéraire
d’un

révolutionnaire,Paris
:

Librairie
L’H

arm
attan,2006,

pp.

242−244.

（
１２
）Joan

D
ayan,H

aiti,H
istory,and

the
G

ods,B
erkley,Los

A
ngels,London

:
U

niversity
ofC

alifornia
Press,1998,

p.4.

（
１３
）Laurent

D
ubois,

A
vengers

of
the

N
ew

W
orld

:
T

he
Story

of
the

H
aitian

R
evolution

,
C

am
bridge,

London
:

B
elknap

Press
of

H
arvard

U
niversity

Press,
2004.

フ
ラ
ン
ス
語
訳
はLaurent

D
ubois

﹇traduit
par

T
hom

as
Van

R
uym

beke

﹈,Les

vengeursdu
N

ouveau
M

onde
:

H
istoire

de
la

révolution
haïtienne,R

ennes
:

Les
Perséides,2005.

（
１４
）Jam

es,op.cit.,p.125.

青
木
監
訳
、
一
二
八－

一
二
九
頁
。

（
１５
）Louis−Sébastien

M
ercier,L’an

deux
m

ille
quatre

centquarante,rêve
s’ilen

fût
jam

ais,suivi
de

l’hom
m

e
de

fer
songe,
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1771,pp.147−148.

（
１６
）G

uillaum
e

T
hom

as
François

R
aynal,

H
istoire

philosophique
et

politique
des

établissem
ents

et
du

com
m

erce
des

E
uropéensdanslesD

eux
Indes,2

eéd.,La
H

aye,1774,7
vols.,t.4,pp.226−227.

（
１７
）ibid

.,3
eéd.,G

enève,1780,10
vols.,t.6,pp.221−222.

こ
の
箇
所
は
『
両
イ
ン
ド
史
』
の
協
力
執
筆
者
と
な
っ
た
ド
ゥ
ニ
・

デ
ィ
ド
ロ
が
メ
ル
シ
エ
の
『
二
四
四
〇
年
』
を
下
敷
き
に
し
て
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
浜
『
ハ
イ
チ
革
命
と
フ

ラ
ン
ス
革
命
』
六
〇－

六
一
頁
で
触
れ
た
。
ま
た
、
よ
り
詳
し
く
は
、
浜
「
世
界
史
認
識
と
植
民
地
―
―
レ
ナ
ー
ル
『
両
イ
ン
ド
史
』

の
検
討
を
と
お
し
て
（
�
）」（『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
』
第
三
一
巻
第
二
号
、
一
九
八
一
年
、
一
七－

三
二
頁
）
で
論
じ
た
。

（
１８
）
浜
『
ハ
イ
チ
革
命
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
』
一
〇
三－

一
一
〇
頁
、
浜
『
カ
リ
ブ
か
ら
の
問
い
』
一
九－

二
五
頁
、
浜
『
ハ
イ
チ
の
栄

光
と
苦
難
』
二
四－
二
七
頁
。

（
１９
）Jean−PaulD

uviols
/

Pedro
U

reña−R
ib,D

ictionnaire
cultureldesC

araïbes,Paris
:

E
ditions−E

llipses,2009,pp.48−49.

（
２０
）G

abrielD
ebien,Lescolonsde

Saint−D
om

ingue
etla

R
évolution.E

ssaisur
le

club
M

assiac,août1789−août1792
,Paris

:
Librairie

A
rm

and
C

olin,1953,p.333.

（
２１
）Léon−François

H
offm

ann,“Le
vodou

sous
la

colonie
etpendantles

guerres
de

l’indépendance”,C
onjonction

:
R

evue

franco−haïtienne,no.173,1987,p.122.

（
２２
）C

arolyne
E

.
Fick,

T
he

M
aking

of
H

aiti.
T

he
Saint−D

om
ingue

R
evolution

from
B

elow
,

K
noxville

:
U

niversity
of

Tennessee
Press,1990,pp.91−95.

（
２３
）C

ésaire,op.cit.,p.178
;

Jam
es,op.cit.,p.87.

青
木
監
訳
、
九
四
頁
。
な
お
、
青
木
は
こ
の
箇
所
に
「
儀
式
が
あ
っ
た
の
は
実

際
は
一
四
日
」
と
の
訳
註
を
挿
入
し
て
い
る
。

（
２４
）G

eggus,“La
C

érém
onie

du
B

ois
C

aïm
an”,in

:
Laënnec

H
urbon

﹇sous
la

direction
de

﹈,L’insurrection
des

esclaves
de

Saint−D
om

ingue,
22−23

août
1791

,
Paris

:
E

ditions
K

arthala,
2000,

pp.
149−167.

ゲ
ッ
ガ
ス
は
後
に”T

he
B

ois
C

aïm
an

C
erem

ony”,in
:

G
eggus,H

aitian
R

evolutionary
Studies,B

loom
ington

:
Indiana

U
niversity

Press,2002,pp.81−92,249−

254

で
も
再
論
し
た
。

（
２５
）G

eggus,“La
C

érém
onie

du
B

ois
C

aïm
an”,pp.151−154

;
G

eggus,”T
he

B
ois

C
aïm

an
C

erem
ony”,pp.82−84.
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２６
）G

eggus,“La
C

érém
onie

du
B

ois
C

aïm
an”,pp.156−157

;
G

eggus,”T
he

B
ois

C
aïm

an
C

erem
ony”,p.85.
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２７
）G

eggus,“La
C

érém
onie

du
B

ois
C

aïm
an”,p.158

;
G

eggus,”T
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B
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C
aïm

an
C

erem
ony”,p.87.
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eggus,“La
C
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du
B
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C

aïm
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G

eggus,”T
he

B
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C
aïm

an
C
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linton
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and
H

istorical
Significance

of
the

H
aitian

R
evolution

and
the

C
osm

ological
R

oots
of

H
aitian

F
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ak

Publications,2005.

（
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）Jam
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監
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、
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九
五
頁
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（
３２
）
浜
『
ハ
イ
チ
革
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と
フ
ラ
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か
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の
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五－
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ハ
イ
チ
の
栄
光
と
苦
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三
三
頁
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（
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reenw
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Press,1965,p.101.
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光
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版
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（
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文
献
を
列
挙
す
る
。J.H
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A

tlantic
W

orld
:
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in
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aven,
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:
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U
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Press,

2006
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W
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K
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B

enjam
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Schm
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A
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A
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シ
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m
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D
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ex

M
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R
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and

E
uropean
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G
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:
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lison
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dam
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tlantic
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D
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E
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oughton
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egel,H

aiti,and
U

niversalH
istory,Pittsburgh

:
U

niversity
of

Pittsburgh
Press,2008.

第
一
部

「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
チ
」
は
既
発
表
論
文“H

egeland
H

aiti”,C
riticalInquiry,vol.26,no.4,Sum

m
er,2000,pp.821−865

の
再

録
で
、
高
橋
明
史
訳
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
チ
」（『
現
代
思
想
、
総
特
集
ヘ
ー
ゲ
ル
、「
精
神
現
象
学
」
二
〇
〇
年
の
展
開
』
二
〇
〇
七

年
七
月
臨
時
増
刊
、
青
土
社
、
一
四
四－

一
八
三
頁
）
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
第
二
部
「
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
は
書
き

下
ろ
し
。

（
４６
）G

eorg
W

ilhelm
Friedrich

H
egel,

Phänom
enologie

des
G

eistes,
1807.

長
谷
川
宏
訳
『
精
神
現
象
学
』
作
品
社
、
一
九
九
八

074



年
、
一
二
九－

一
三
八
頁
。

（
４７
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
浜
『
カ
リ
ブ
か
ら
の
問
い
』
三
四－

四
五
頁
で
詳
論
し
た
。

（
４８
）B

uck−M
orss,op.cit.,pp.59−60.

高
橋
訳
、
一
五
八
頁
。

（
４９
）B

uck−M
orss,op.cit.,p.42.

高
橋
訳
、
一
五
三
頁
。

（
５０
）B

uck−M
orss,op.cit.,p.56.

高
橋
訳
、
一
五
七
頁
。

（
５１
）B

uck−M
orss,op.cit.,pp.74−75.

高
橋
訳
、
一
六
三
頁
。

（
５２
）B

uck−M
orss,op.cit.,p.94.

（
５３
）N

ick
N

esbitt,
U

niversal
E

m
ancipation

:
T

he
H

aitian
R

evolution
and

the
R

adical
E

nlightenm
ent,

N
ew

York
:

U
niversity

Press
ofV

irginia,2008.

（
５４
）R

égis
D

ebray,H
aïti

et
la

F
rance.R

apport
à

D
om

inique
de

V
illepin,M

inistre
des

A
ffaires

étrangères,Paris
:

La
Table

R
onde,2004,p.18.

こ
の
報
告
書
は
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
に
か
け
て
当
時
の
ハ
イ
チ
共
和
国
大
統
領
ジ
ャ
ン＝

ベ
ル
ト
ラ

ン
・
ア
リ
ス
テ
ィ
ド
が
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
「
返
還
と
補
償
」
を
求
め
る
こ
と
を
繰
り
返
し
表
明
し
た
の
に
対
応
し
て
、
二
〇
〇
三
年

九
月
七
日
に
当
時
の
ド
ミ
ニ
ク
・
ド
ゥ
・
ヴ
ィ
ル
パ
ン
仏
外
相
が
立
ち
上
げ
た
「
フ
ラ
ン
ス＝

ハ
イ
チ
関
係
に
関
す
る
独
立
調
査
提
案

委
員
会
」
で
の
検
討
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
報
告
書
の
内
容
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
浜
「
ハ
イ
チ
に
よ
る

『
返
還
と
補
償
』
要
求
を
め
ぐ
っ
て
―
―『
植
民
地
責
任
』
論
の
た
め
の
準
備
的
考
察
」（『
年
報
新
人
文
学
』〔
北
海
学
園
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
〕
第
壱
号
、
二
〇
〇
五
年
、
四
〇－

七
五
頁
）
で
詳
論
し
た
。

（
５５
）D

ubois,A
C

olony
ofC

itizens,p.48.

（
５６
）R

obin
B

lackburn,T
he

O
verthrow

ofC
olonialSlavery,London

:
Verso,1988,p.260.

（
５７
）Patrick

B
ellegarde−Sm

ith,H
aiti.T

he
B

reached
C

itadel,B
oulder,San

Francisco,London
:

W
estview

Press,1990,p.

45.

（
５８
）B

uck−M
orss,op.cit.,pp.94−101.

（
５９
）
ジ
ャ
ッ
ク＝

ス
テ
フ
ァ
ン
・
ア
レ
ク
シ
『
太
陽
将
軍
』
里
見
三
吉
訳
、
新
日
本
出
版
社
、
一
九
六
五
年
、
上
、
一
七
〇
頁
。

（
６０
）D

ayon,op.cit.,p.14.
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（
６１
）
一
八
〇
五
年
憲
法
と
一
八
一
六
年
憲
法
はM

ichel
H

ector
/

Laënnec
H

urbon

﹇sous
la

direction
de

﹈,G
enèse

de
l’E

tat

haïtien

（1804−1859

）,Paris
:

E
ditions

de
la

M
aison

des
sciences

de
l’hom

m
e,2009,pp.333−347

に
付
録
さ
れ
た
史
料
に

よ
る
。
一
八
〇
六
年
憲
法
、
一
八
〇
七
年
憲
法
、
一
八
一
一
年
憲
法
は
順
に
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
る
。

http://w
w

w.haiti−reference.com
/histoire/constitutions/const_1806.htm

l

http://w
w

w.w
ebster.edu/

~corbetre/haiti/history/earlyhaiti/1807−const.htm

http://w
w

w.w
ebster.edu/

~corbetre/haiti/history/earlyhaiti/1811−const.htm

（
６２
）R

obert
D

ebs
H

einl/
N

ancy
G

ordon
H

einl,W
ritten

in
B

lood.
T

he
Story

ofH
aitian

People,
1492−1995

,revised
and

expanded
by

M
.H

einl,Lonham
:

U
niversity

Press
ofA

m
erica,1995.

（
６３
）H

ector
/

H
urbon

﹇sous
la

direction
de

﹈,op.cit.

（
６４
）
現
代
ハ
イ
チ
社
会
を
特
徴
づ
け
る
人
種
（
肌
の
色
）
的
関
係
と
、
そ
の
階
級
的
関
係
、
政
治
的
関
係
と
の
連
関
に
つ
い
て
論
じ
た

も
の
と
し
て
は
、
ア
レ
ッ
ク
ス
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
『
世
界
経
済
の
な
か
の
ハ
イ
チ
―
―
一
七
〇
〇
年
以
来
の
階
級
、
人
種
、
低
開
発
』

（A
lex

D
upuy,

H
aiti

in
the

W
orld

E
conom

y.
C

lass,
R

ace,
and

U
nderdevelopm

ent
since

1700
,

B
oulder

and
London

:

W
estview

Press,1989

）と
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
バ
ル
テ
レ
ミ
ー『
ハ
イ
チ
の
農
村
世
界
―
―
外
の
国
』（G

érard
B

arthélém
y,L’univers

ruralhaïtien.Le
pays

en
dehors,Paris

:
L’H

arm
attan,1990

）
が
あ
る
。
現
代
ハ
イ
チ
の
社
会
構
造
を
、
デ
ュ
ピ
ュ
イ
は
黒
人
対

ム
ラ
ー
ト
の
二
元
構
造
と
し
て
、
バ
ル
テ
レ
ミ
ー
は
「
ク
レ
オ
ー
ル
社
会
」
対
「
ボ
サ
ー
ル
社
会
」
あ
る
い
は
「
ポ
ル
ト
ー
プ
ラ
ン
ス

共
和
国
」
対
「
外
の
国
」
の
二
元
構
造
と
し
て
捉
え
、
一
様
に
、
植
民
地
社
会
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
人
種
的
あ
る
い
は
文
化
的
な
フ

ァ
ク
タ
ー
が
国
民
的
統
合
の
阻
害
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
浜
『
ハ
イ
チ
の
栄
光
と
苦

難
』
八
四－

八
六
頁
、
浜
「
ハ
イ
チ
に
よ
る
『
返
還
と
補
償
』
要
求
を
め
ぐ
っ
て
」
六
七－

六
八
頁
で
紹
介
し
た
。

（
６５
）「
賠
償
金
」
に
つ
い
て
、
浜
「
ハ
イ
チ
に
よ
る
『
返
還
と
補
償
』
要
求
を
め
ぐ
っ
て
」
で
詳
し
く
触
れ
た
。

（
６６
）
最
近
の
研
究
で
「
農
村
法
」
と
「
賠
償
金
」
と
の
関
連
を
重
視
す
る
の
は
、H

ector,
“Problèm

es
du

pasaage
à

la
société

postesclavagiste
etpostcoloniale

（1791−1793
/

1820−1826

）”,in
:

H
ector

/
H

urbon

﹇sous
la

direction
de

﹈,op.cit.,pp.

93−117.

（
６７
）M

ichaelO.W
est/

W
illiam

G
.M

artin
/

Fanon
C

he
W

ilkins

﹇eds.

﹈,F
rom

Toussaintto
Tupac.T

he
B

lack
International
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since
the

A
ge

ofR
evolution

,C
hapelH

ill:
U

niversity
ofN

orth
C

arolina
Press.2009.

（
６８
）Paul

G
ilroy,

T
he

B
lack

A
tlantic.

M
odernity

and
D

ouble
C

onsciousness,
C

am
bridge,

M
assachusetts

:
H

arvard

U
niversity

Press,1993.

上
野
俊
哉
・
毛
利
嘉
孝
・
鈴
木
慎
一
郎
訳
、
月
曜
社
、
二
〇
〇
六
年
。

（
６９
）Y

ves
B

énot
/

M
arcel

D
origny

﹇sous
la

direction
de

﹈,1802
:

R
établissem

ent
de

l’esclavage
dans

les
colonies

françaises.A
ux

origines
de

H
aïti,Paris

:
M

aisonneuve
et

Larose,2003
;

M
arcelD

origny

﹇sous
la

direction
de

﹈,H
aïti,

prem
ière

république
noire,

Paris
:

Société
française

d’histoire
d’outre−m

er,
2003

;
François

B
lancpain,

La
colonie

française
de

Saint−D
om

ingue.
D

e
l’esclavage

à
l’indépendance,

Paris
:

E
ditions

K
arthala,

2004
;

Jacques
de

C
auna

﹇éd.

﹈,Toussaint
Louverture

et
l’indépendance

d’H
aïti.

Tém
oignages

pour
un

bicentenaire,
Paris

:
E

ditions
K

arthala
/

Saint−D
enis

:
SFH

O
M

,2004.

（
７０
）A

lyssa
G

oldstein
Sepinw

all,
“T

he
Specter

of
Saint−D

om
ingue

:
A

m
erican

and
French

R
eactions

to
the

H
aitian

R
evolution”,in

:
D

avid
Patrick

G
eggus

/
N

orm
an

Fiering

﹇eds.

﹈,T
he

W
orld

ofthe
H

aitian
R

evolution
,B

loom
ington

/

Indianapolice
:

Indiana
U

niversity
Press,2009,pp.317−338.

（
７１
）M

ichel−R
olph

Trouillot,Silencing
the

Past.Pow
er

and
the

Production
ofH

istory,B
oston

:
B

eacon
Press,1995,p.73.

（
７２
）
平
野
千
果
子
『
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
主
義
の
歴
史
―
―
奴
隷
制
廃
止
か
ら
植
民
地
帝
国
の
崩
壊
ま
で
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、

三
〇
三－

三
〇
四
頁
。

（
７３
）「
記
憶
の
作
業
」
や
「
植
民
地
支
配
の
過
去
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
平
野
「
歴
史
を
書
く
の
は
だ
れ
か
―
―
二
〇
〇
五
年

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
植
民
地
支
配
の
過
去
を
め
ぐ
る
論
争
」（『
歴
史
評
論
』
六
七
七
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
松
沼
美
穂
「
植
民
地
支
配

の
過
去
と
歴
史
・
記
憶
・
法
―
―
近
年
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
論
争
か
ら
」（『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
』
六
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
菊
池
恵
介

「
植
民
地
支
配
の
歴
史
の
再
審
―
―
フ
ラ
ン
ス
の
「
過
去
の
克
服
」
の
現
在
」（
金
富
子
・
中
野
敏
男
編
『
歴
史
と
責
任
―
―
「
慰
安

婦
」
問
題
と
一
九
九
〇
年
代
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
を
参
照
。
筆
者
も
『
ハ
イ
チ
の
栄
光
と
苦
難
』
一
二
三－

一
三
一
頁
で

概
観
し
た
。
な
お
、
近
年
の
「
記
憶
の
作
業
」
や
「
植
民
地
支
配
の
過
去
」
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、
歴
史
研
究
や
思
想
の
自
由
と
政
治

と
の
関
連
に
つ
い
て
の
議
論
も
喧
し
い
。
本
稿
で
は
割
愛
す
る
が
、
こ
の
点
で
は
、「
歴
史
の
公
的
使
用
に
対
す
る
監
視
委
員
会
」

（C
V

U
H

,C
om

ité
de

vigilance
face

aux
usages

publics
de

l’histoire

）
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
コ
ク
リ
ー＝
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ヴ
ィ
ド
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
最
新
刊
『
植
民
地
史
の
政
治
的
争
点
』（C

athrine
C

oquery−V
idrovitch,

E
njeux

politique
de

l’histoire

coloniale,M
arseille

:
A

gone,2009

）
が
問
題
の
所
在
と
論
争
の
経
緯
を
手
際
よ
く
概
観
し
て
い
て
有
益
で
あ
る
。

（
７４
）
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ブ
ラ
ン
パ
ン
は
二
〇
一
〇
年
一
月
二
二
日
付
『
ル
・
モ
ン
ド
』
に
お
け
る
論
説
「
ハ
イ
チ
の
歴
史
が

教
え
る
こ
と
」（François

B
lancpain,“C

e
que

l’histoire
d’H

aïti
nous

enseigne”

）
で
、
ハ
イ
チ
の
再
建
を
展
望
す
る
際
に
は
独

立
以
後
の
歴
史
を
回
顧
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。http://w

w
w.lem

onde.fr/idees/article/2010/01/22/ce−que

−l−histoire−d−haiti−nous−enseigne−par−francois−
blancpain_1295065_3232.htm

l

（
７５
）http://haitipressnetw

ork.com
/new

sprint.cfm
?articleID

=13453

（
７６
）
ハ
イ
チ
の
大
地
震
が
甚
大
な
被
害
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
歴
史
的
・
構
造
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
浜
「﹇
時
評
﹈
ハ
イ
チ
の
大
地
震

と
『
植
民
地
責
任
』」（『
歴
史
学
研
究
』
八
六
八
号
、
二
〇
一
〇
年
、
三
六－

四
二
頁
）
で
言
及
し
た
。

（
７７
）
永
原
陽
子
編
『「
植
民
地
責
任
」
論
―
―
脱
植
民
地
化
の
比
較
史
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。
同
書
で
筆
者
は
、「
ハ
イ
チ
に
よ

る
『
返
還
と
補
償
』
の
要
求
」（
一
六
二－

一
八
八
頁
）
に
お
い
て
、
ハ
イ
チ
の
事
例
を
も
と
に
「
植
民
地
責
任
」
に
つ
い
て
論
じ

た
。
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