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南

方

融

合

の

一
考

察

～

曹

カ

ン
ボ

ジ

ア
社

食

の
性

格

-

鍵

塞

障

フ
ラ
ン
ス
領
有
常
時
の
安
商
社
骨

の
性
格
に
つ
い
て
は
､
欧
に
考
察
し
た
所
で
あ
る
.
そ
の
融
合
は

三
1In
を
以
て
云
へ
ば
封
建
的

∴

生
産
関
係
の
遺
構
.LB
上
に
官
僚
支
配
政
治
が
桃
威
さ
れ
て
ゐ
る
社
命
で
あ
り
､
環
梓
的
封
建
制
の
社
食
な
る
語
を
以
て
表
現
し
得
ベ

A
l一b
L.1
.と
韓
.～
LL.･1i

るe

[1̀
rV
′∨
ノ
,.′
■
-

し
か
ら
ば
安
南
の
隣
囲
た
る
カ
ン
ポ
.I,h
T
社
食
は
如
何
な
る
性
格
を
,9
つ
て
ゐ
た
か
,I-
･

濃
か
以
前
の
こ
と
は
史
家
の
研
究
に
保

つ
こ
と
と
し
て
､
フ
ラ
ン

ス
の
保
護
棒
確
立
(
l
八
六
三
年
二

八
八
四
年
の
保
碁
笥
候
約
推
薦
)
の
前
後
に
お
い
て
嘗
衆
の
カ
ン
ボ
ジ
ア

社
合
は
如
何
な
る
政
治
的
経
済
的
性
格
を
も
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
-

こ
れ
が
以
下
の
所
論
の
問
題
で
あ
る
｡
こ
の
間
摘
旦
馴
稿

と
同
様
な
賓
料
と
方
溝
と
に
よ
-
考
察
し
て
み
よ
う
と
田
j
ふ
o

一

官

人

支

配

敢

骨

フ
ラ
ン
ス
の
保
護
樺
確
立
昔
時
に
急
い
て
'
カ

ン

ボ
ジ
ア
は
安
南
及
び
シ
ャ
ム
の
二
院
園
に
ょ
つ
て
常
に
主
神
を
脅
か
さ
れ
つ
1

南
方
杜
骨
の
l
考
察

第

三
馨

二
四
九

第

二
雛

五
三

1) 拙稿 ｢フランス領南前後の安商社伶｣東盃輝空所論叢昭和十七年十二 月駅C.
2) 鈴木武雄,朝鮮 の搾乳 -55第O



南
方
祉
骨
の

1
考
察

第
三
巻

二
五
〇

第

二
就

五
四

も
'
封
内
的
に
は
中
央
集
樺
的
尊
制
君
主
国
家
を
形
成
し
て
ゐ
た
｡
国
王
は
最
高
の
立
法
者
で
あ
り
裁
判
官

で
あ
-
軍
険
の
最
高
司

令
官
た
る
の
み
な
ら
ず
､
最
高
の
僧
侶
で
も
あ
り
.-
焦
倍
の
民
族
た
る
カ
ン
ボ
',,L
7
人
か
ら
は
和
の
惜
規
と
し
て
神
聖
視
さ
れ
た
｡

隣
っ
て
関
王
は
'
原
則
上
は
王
閲
の
唯

11
の
支
配
渚
で
あ
-
.

一
切
の
構
力
む
有
L
t
た
ゞ
俸
統
や
慣
習

･
宗
教
的
制
定
等
の
拘
束

を
貿
け
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
衣
る
-

.Hl徴
収
同
じ
く
所
望
で
は
あ
る
が
､
財
髭
鶴
牧
-
､
勢
力
も
な
-
p
甘
八
の
如
′＼
官
職
に
つ
-
JiJ
J
J
も
稀
て
あ
っ
舟
｡
水
稲
は
ま

の
前
で
は
何
者
で
も
な
く
'
ま
た
人
民
に
劉
し
て
も
殆
ど
何
者
で
も
な
か
っ
た
.
た
ゞ
副
王
た
る
王
弟

A
b
b
areach
及
び
王
母
の
み

は

1
八
七
七
年
来
邑
制
が
正
式
に
殿
止
さ
れ
る
ま
で
采
邑
を
有
し
て
ゐ
た
が
､
こ
れ
は
既
に
封
土
た
る
の
菅
質
を
夫
ひ
'
む
し
ろ

l

つ
の
行
政
的
単
位
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
聖

王
と
封
立
す
る
世
襲
的
貴
族
は
存
在
し
な
か
っ
た
.
王
族
以
外
の
特
樺
的
カ
ス
下
と
し
て

Bakou
(Pream
,B
ream
,n
or.dot)
な

る
も
の
が
あ
-
'
或
場
合
に
は
王
位
に
も
登
り
得
る
特
権
を
も
っ
て
ゐ
た
が
'
こ
れ
は
極
め
て
古
い
時
代
の
波
羅
門
教
徒
の
子
孫
た

る
外
国
人
で
あ
っ
て
'
そ
の
職
権
は
主
と
し
て
宗
教
的

･
軍
事
的
な
も
の
で
あ
っ
た
｡

主

圃
町

1
八
七
〇
年
頃
に
は
五
七
の
省

m
u.n
g
に
分
れ
'
各
省
は
更
に
都

sn
an
g
村

sroc
字

p
.
u
m

に
分
れ
･
村
以
上
は

｢
王
の
鴨
で
あ
-
耳
で
あ
-
隅
で
あ
る
｣
官
人

n
am
o
eun
m
o
ntrey
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
た
｡
官
人
は
自
由
民
の
中
か
ら
'
高
位
の

者
は
王
に
よ
り
'
下
級
の
者
は
知
事
に
よ
り
任
命
さ

れ
る
者
で
あ
っ
て
'
官
職
を
世
襲
す
る
樺
利
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
｡
准
っ
て

官
人
は
世
襲
貴
族
カ
ス
ト
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

右
の
諸
鮎
よ
-
み
れ
ば
､
フ
ラ
ン
ス
支
配
常
時
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
社
食
は
絶
封
的
君
､王
制
の
敵
骨
た
る
の
様
相
を
備

へ
て
ゐ
る
と
い

3) A,BoninaisetA.Paulus,l'IndochineFrancais(EContemporalnt∋,28
ed.1885.p.488.

4) A,Lecl占re,RecherchessurlaほgislatlOnCambol〕即en】le(drol一PllV色)
1890,pp.9-14.以下 Droitprivる としで引用｡
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へ
よ

う

.

し
か
し
わ
れ
-

は
今

l
歩
進
ん
で
'

こ
の
社
食

の
具
髄
的
棟
相
に
つ
い
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な

い
｡

闘

選
屠

(註
)

か
ゝ
ろ
中
央
集
健
制
'
耶
麻
制
時
代
以
前
に
お
い
て
封
土
制
が
存
在
し
て
る
た
こ
と
は
'
謂
尊
者
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
て
ゐ
る
O
い
lイ言

の

推
定
の
相
嬢
と
も
な
る
..(
N
J諸
革
質
を
馨
L,
れ
ば
､

叫
刻
字
の
記
銀

･
･
七
世
紀
初
葉
の
イ
サ
ナ
プ
ア
ル
T･
ン
王
は

｢
三
人
の
王
及
び
三
つ
の
都
市
の
島
の
君
主
｣

｡souv
e
r
a
i
n

d
e

t
r
o
t
s

roIS

et
se
ig
n
e
u
r
d
e
tro
is
vi
)le
s
"
と
辞
し
て
ゐ
た
が
'
｢
こ
れ
ら
の
王
と
は
ク
メ
ル
王
の
支
配
に
服
従
せ
ね
ば
な

ら
LJ
I
な

っ

た

封

建

領

主

に逗

G

ひ
た

い
.｣
と

マ
ス
ベ
ロ
は
言
っ
て
み
る
｡
ま
た
十
二
世
紀
前
年

の
ス
-
ヤ
ザ
ア
ル
マ
ン
二
世
が

｢
他
の
地
方
の
諸
侯
｣
le
s
p
r
h
c
e
s
d
'a
u
tre
s

p
a
r
tie
s
d
u
m
o
n
d
e
を
服
従
せ
し
の
ん
-1L
欲
し
L
'と
い
ふ
記
録
が
あ
る
が
'
こ
の
｢
他
の
地
方
の
諸
侯
｣
と
は
､
北
部
の
浦
小
国
の
封
建
領
主
で

あ
っ
て
'カ
ン
ボ
ジ
ア
王
が
平
和
を
好
む
性
質

と
み
る
度
に
..家
臣
と
L
tJ
の
買
約
を
造
る
こ
と
を
怠
る
傾
向
を
も
っ
た
も
の
で
あ
ら
-
と
ま
ム

O

f
i
釆
邑
制

･
･
前
述
の
如
-

1
八
七
七
牢
に
公
式
に
慶
止
さ
れ
た
釆

邑
は
.
王
弟
と
王
母

の
も
の
の
み
で
あ
っ
た
が
'
以
前
に
お
い
で
は
.
疏

自
ら
の
た
め
に
祝
を
課
し
'
中
央
構
カ
を
祝
せ
る
自
推
を
有
し
て
ゐ
た
O
し
か
し
時
を
照
る
に
従
っ
て
'
封
建
的
領
主
の
勢
力
を
恐
れ
る
圃
王
の

中
央
集
権
的
政
策
に
よ
-
'
或
は
相
項
等
の
機
骨
に
王
の
手
に
移
-
'
又
は
El,の
官
貢
の
任
命
や
収
入
の
徴
収
も
王
の
手
に
辞
し
､
そ
の
璽
止
性

LT

は
漸
衆
失
は
れ
L
!の
で
あ
る
.

仰
萄
行
政
区
域

.
1
八
六

〇
年
頃
ま
で
は
'
若
干
の
省
を
併
せ
た
大
い
さ
の

D
ey
と
い
ふ
行
政
畢
付
が
各
省
の
上
に
存
在
し
て
み
た
o
そ

し

てそ
の
長
官
た
る
官
人

sd
a
ch･tra
n
h

が
各
省
基
を
そ
の
部
下
と
し
て
統
治
を
行
っ
て
ゐ
た
O
こ
れ
は
r
啓
時
に
お
い
て
は
王
が
有
力
な
る

高
官
に
輿

へ
た
封
土
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
貢
に
～
れ
以
前
に
は
環
立
の
王
国
で
あ
っ
て
'

カ
ン
ガ
.ジ
フ
人
に
征
服
さ
れ
た
貢
約
国
J
l息
は

G

れ
る
｡
)

そ
し
て
こ
の
封
土
の
長
は
世
襲
で
あ
-
.
そ
の

部
下
た
る
省
長
も
ま
た
同

1
家
族
の
世
襲
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
.

㈱
保
護
者
制
･･･
･
昔
時
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
い
で
は
T
保
著
者

P
a
tr
o
n
,
m
e
･c
o
m
ta
n
g
(
力
の
人
の
意
)
の
制
度
が
あ
-
'
自
由
度
は
官
人

南
方
社
食
の

1
考
察

第
三
巻

二
五

1

第
二
訳

五
五

5) G.Masp6ro,1'EmpireKhrrLふr,1904,p.26,
6) ibid.,pp.4544.
7) A.Leclとre,Recherchessulledl･Oltpublicde喜Canrbodgtens.1894,pli･

181･以下DroltpubllCとし~l引月oJDlHfiollinaisetA.Paulus,op.cil:I,
p,505.



南
方
社
食
の
1
考
察

第
三
番

二
五

二

第

二
銑

五
六

-

の
-
ち
か
ら

1
人
の
保
護
者
を
選
ば
ね
ば
な
ら
七
か
っ
た
｡
そ
の
選
樺
は
自
由
で
あ
る
が
'
保
富
者
は
破
保
啓
者
に
封
す
る
徴
税
や
徴
敦
の
責
任

を
東
ひ
'
ま
た
破
保
護
者
の
た
め
に
代
言
人
や
保
護
者
の
役
割
を
演
じ
に
の
で
あ
る
.
ル
ク
レ
ー
ル
の
み
る
と
こ
ろ
に
ょ
れ
ば
'
こ
の
制
度
は
現

在
は
人
間
を
封
象
と
し
て
ゐ
る
が
.
昔
は
領
土
を
基
礎
Iijせ
る
も
の
で
･,の
つ
て
7
宜
男
と
家
臣
や
兵
士
と
の
関
係
t･,あ
っ
た
F
Jあ
ら
-
.
即
ら
横

土
的
及
軍
事
的
首
長
が
自
lJ
の
舘
土
丸
の
衰
死
に
封
す
る
関
係
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
.あ
る
.

靖
の
如
x,l櫨
櫨
に
-
-
紳
士
刷
の
存
在
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
D
L
か
し
そ
れ
が
何
時
如
何
な
ろ
過
私
に
よ
っ

て滑
減
L
t
か
に
つ
い

て

は-
噺
胡
_‥
免
曽

し
-
が
で
-11Jな
い
｡
i;
/1
1Ji
柄
か
碗
ぐ
範
主
の
出
税
を
判仙れ
L
i閉
ま
が
F
中
央
集
欄
政
策
に
よ
り
誰
係

の勢
力
.げ･,準
､
に
矩
め

た

こ

と
'
及
び
王
の
使
臣
た
る
O
c
n
h
a
･lu
o
n
g
や

Balaこ
u
o
n
g
が
諸
侯
の
勢
力
を
破
砕
L
T
t
徐
々
に
之
に
代
る
役
目
を
演
じ
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
の
み
で
あ

るO

〟

昔
時

の
社
食
は
'
王
及
官
人
'
自
由
民
'
奴
希
の
三
大
社
食
階
級
に
よ
-
構
成
さ
れ
て
ゐ
た
と
云

へ
る
が
t

l
骨
詳
細
に
み
れ
ば

左

の
九

つ

の
階
級
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
ゐ
母

1
.
王
族

二
､
P
re
a
･V
.
n
g
e
a
-

王
族
な
る
も
地
位
や
1
低
き
も
の

三

'

B

ako
n

･
波
羅
門
教
徒
の
子
孫

四
'
官
人

五
'
僧
侶

六

'
自
由
民

七
､
外
国
人

八
'
野
望
人

九
'
奴
隷

前
の
三
つ
は
特

権
を
有
す
る
カ
ス
ト
で
あ
る
｡
第
四
の
官
人
は
'
前
述
の
如
く
自
由
民
の
中
よ
-
三
又
は
高
官
に
よ
-
在
命
さ
れ

る
も
の
で
'
そ
の
権
利
は
世
襲
で
き
な
い
か
ら
'

カ
ス
ト
を
形
成
す
る
と
は
云

へ
な
い
.
し
か
し
な
が
ら
'
安
宿
王
国
に
つ
い
て
見

た
と
同
じ
く
.
こ
の
官
人
こ
そ
人
民
に
封
す
る

1
大
支
配
階
級
を
構
成
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
.
以
下
'
官
人
が
如
何
な
る
構
刀
を
有

L
t
如
何
に
人
民
を
搾
取
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
rLJ
う
と
息
ふ
｡

官
人
の
階
級
性
に
つ
い
て
は
'
支
部
の
制
定
を
珠
入
れ
た
安
南
三
園

の
考
試
利
彦
の
如
き
も
の
は
カ
ン
ポ
lJ,ノ
ア
に
は
存
在
し
な
か

A.Lecl主re,Droitpubl】C,pp.183-189.
1bldりpp 121-127.
ibld,pp.129-130.
A.Lecl占re,DroltPriv占.pp.1--3･



博等
偲TG僧滑慧サー

祖
国

開

閉

開

閉

っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
.
菅
際
上
官
人
と
し
て
任
用
さ
れ
る
者
は
通
常
官
人
白
身
の
子
で
あ
っ
て
'
小
姓
の
資
格
を
以
て
国
王
の
側

近
に
侍
-
'
そ
の
恩
寵
に
よ
-
任
命
さ
れ
る
者
で
あ
っ
た
.
小
姓
の
職
は
､
小
姓
自
身
及
び
そ
の
豪
族
に
封
す
る
王
の
思
慮
を
獲
得

那

し
得
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
'
多
く
の
人
に
よ
-
熱
心
に
求
め
ら
れ
d
o
官
人
の
階
級
性
を
規
定
す
る
今

l
つ
の
因
子
は
.
後
に
述

べ
る
東
宮
の
慣
行
で
あ
る
o
官
職
は
茸
カ
あ
る
者
や
功
努
あ
-
し
者
に
は
輿

へ
ら
れ
ず
'
或
金
額
の
貨
幣
を
所
有
す
る
者
又
は
そ
の

貸
官

受
け
た
者
に
輿

へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

か
-
て
官
人
は
､
観
円
に
お
け
る

7
つ
の
支
配
階
級
近
形
成
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
､
彼
等
は
国
王
の
横
力
を
背
後
に
有
す
る
こ

■■

と
'
そ
の
数
に
お
い
て
多
数
で
あ
る
こ
と
-
･･･蓬
か
複
で
あ
る
が
･.
エ
そ
こ
工
は
宮
人
の
数
を
仝
餅
で

一
千
人
と
云
つ
て
ゐ
千

草
-､
の
徒
蕉

･
文
人

･
千
分

･
既
婚
怒
有
す
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
-
有
力
な
閣
牌
的
勢
力
を
構
成
し
､
王
及
び
王
族
に
対
し
て
す

即
ち
'
官
人
は
ま
づ
王
位
の
櫓
承
忙
干
渉
す
る
槽
利
を
も
っ
て
ゐ
た
｡
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
王
位
織
承
は
¶
男
子
相
規
で
も
な
く
嫡
子

相
溝
で
も
な
-
.
た

ゞ
王
族
の
う
ち
か
ら
宮
人
が
最
も
適
富
と
認
め
選
定
し
た
者
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
｡
新
に
観
王
た
る
べ
き
者
の

選
定
に
普
つ
て
は
'
大
臣
や
宮
廷
の
高
位
の
官
人
の
み
な
ら
ず
'
首
都
に
在
任
す
る
大
小
す
べ
て
の
官
人
が
選
拳
骨
に
お
い
て
意
見

を
述
べ
､
候
補
者
を
出
し
､
そ
の
僧
侶
を
論
ず
る
権
利
を
有
し
て
ゐ
た
｡
ね
2̂
昔
際
に
選
拳
す
る
者
は
､
原
則
と
し
て
五
人
の
大
臣

で
あ
っ
キ

ル
ク

レ
ー
ル
は
t
か
1
る
選
拳
権
は
昔
時
全
人
民
の
樺
利
で
あ
っ
た
も
の
が
漸
次
官
人
へ
'
更
に
大
臣
へ
と
移
動
し
た

も
の
で
あ
ら
う
と
見
て
ゐ
る
O

官
人
は
多
ぐ
の
場
合
王
の
弟

貢

は
王
の
父
や
伯
灸
)
を
擁
立
し
､
白
己
の
子
か
叉
は
自
ら
の
好
む
者

に
王
位
を
栂
が
し
め
ん
と
す
る
故
王
の
望

口
に
背
き
'
園
内
擾
乱
の
虜
を
造
っ
た
の
で
あ
る
が
｡
何
れ
に
せ
よ
新
に
璽

着

ら
れ
た

南
方
社
食

の
1
考
案

第
三
希

二
五
三

第

1J㌍

五

七

宜.AymonierLeCambodge,t伽rLI.L900,p.65.
1bid..p.65.
A.Lec1台re,DroltpubllC,pP.6-]L6.
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南
方
敢
膏
の
1
考
察

第
三
番

二

石

四

清
二
就

五
八

国
王
は
､
宮
人
に
劃
し
て
そ

Gh過
程
を
行
は
ね
ぽ
な
ら
す
.
既
に
即
位
の
時
に
お
い
て
宮
人
の

箪

肘
を
受
け
た
の
で
あ

る
O

高
位
の
有
人
は
填
た
国
王
や
王
族
を
監
督
す
る
樺
利
之
も
も
っ
て
ゐ
た
｡

撮
高
の
宮
人
に
し
て
大
官
人
骨
譲
の
長
た
る

宮
廷
長

S
o
m
d
a
c
h
･P
re
a
･A
ng
･

K
e
u

I

工
の
職
は

一
八
七

〇
年
代
ま
で
存
棟
し
て
ゐ
た
I
～

は
i
官
人
を
代
表
し
て
王
及
び
王
族
を
監
督

す
N7
も
り

ご
む

つ
.U
.

王
族
に
命
令
し
.
王
族
が
こ
れ
に
服
従
し
な
け
れ
ば
閲
.H
に
肯
げ
る
梓
利
を
も
っ
こ
TP
iU
G
劃
E
と
牡
も
.i

贋

EH
L.庶
務
-
な
る
場
合
K
は

畢
封
炭
は
ザ
ペ
て
C
l清
人
打
酌
で
叫
TY
m
行
路
が
恨
習
作
合
は
ぬ
IJ
と
を
謝
%
Lr
iuか

を

梨

止

づ

る
樺
利
を
も
っ
て
ゐ
た
｡
そ
し
て
閣
王
も
彼
の
意
見
を
尊
重
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
或
場
合
に
は
彼
の
樺
力
は
園
王

に
四
散
し
た

と
い
へ
る
｡
何
と
な
れ
ば
､
彼
は
国
王
の
行
鴛
を
取

調
べ

､
不
昔
と
認
め
た
場
合
に
は
宮
人
を
煽
動
し
て
他
の
王
族
を
王
位
に
鮎
か

㍉

し
め
る
こ
と

が
で
き
た
か

ら
で
あ
り句
o

ま
た
彼
の
攻
に
位

す
る

P.th-･S
al
areach
は
'

王
や
王
族
に
封
す
る
訴

へ
を
吟
味
す
る
秘

密
裁
判
官
で

あ
っ

て
.
王

や
王
族
が

法
律
や
慣
習
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
を
張
尉I
L
.
官
人
の
棟
利
を
擁
護
す
る
役
割
を
演
じ
た

の
で
あ

る
Io

か
-
て
理
論
上
は
絶
封
的
椎
力
の
所
有
者
で
あ
る
国
王
も
､
嘗
際
上
は
法
律
や
慣
習
の
み
な
ら
ず
'
官
人
の
勢
力
に
よ
っ
て
拘
束

さ
れ
た
の
で
あ
る
G
こ
れ
に
つ
い
て
ル
ク
レ
ー
ル
は
云
っ
て
ゐ
る
｡

｢
遺

-
に
ゐ
る
人
民
は
国
王
を
中
和
と
し
て
崇
め
て
み
る
が
'
大
臣
や
側
近
の
甘
人
は
同
じ
人
間
で
あ
る
こ
IU
を
知
I
.
年
耐
性
に
射
し
て
危
暁

光
留

保
の
混
じ
た
潜
革
で
ILJ
つ
て
ゐ
る
0
国
王
の
安
全
は
彼
の
貞
連
に
在
る
相
反
す
る
舗
刺
客
の
背
反
の
視
に
存
す
る
.
し
か
し
､
も
し
も
彼
が

こ
れ
ら
の
利
益
の
す
べ
て
叉
は
殆
ど

r-
ベ
T
を
傷
つ
け
､
官
人
の
全
部
叉
は
殆
ど
全
部
が
被
に
反
抗
し
て
囲
慈
し
七
･:す
る
な
ら
ば
'
誰
が
彼
を

保
護
す
る
で
あ
ら
う
か
?
誰
も
居
な
い
｡
敵
に
打
克
ち
'
彼
の
樺
威
を
謎
め
'
彼
の
安
泰
に
必
要
な
反
封
利
益
を
易
適
に
剥
合
し
得
べ
JnJ峠
方
の

｢

者
は
飴
ら
に
少
い
の
で
あ

る
｡｣

1

5

3

6

6

3

a
.
i
d
.

･d
血
rd

bi
bi
b

)
~ヽノヽ
~ノ

5
6

7

1
1
1

二㌢ 【



‥㌧･､†

エ
モ
三
工
も
宮
人
が
カ
ス
ト
で
も
世
襲
貴
族
で
も
な
い
こ
と
を
説
い
た
後
'
左
の
如
く
云
っ
て
ゐ
る
o

｢
し
か
し
'
こ
の
不
安
定
な
官
吏
は
.園
内
に
お
い
て
常
に
考
膚
を
珊
は
ね
ば
行tら
ぬ
園
髄
的
勢
力
で
あ
っ
た
O
彼
等
は
子
分
を
も
ち
'友
人
を
も

ち
徒
薫
や
僕
婦
を
も
っ
て
ゐ
る
.
上
部
に
お
い
て
は
国
王
が
全
能
を
も
っ
て
ゐ
る
が
'
彼
等
も
そ
れ
′ぐ
-
小
な
る
砥
闇
に
お
い
て
若
干
の
構
成
を

も
っ
て
ゐ
る
?
彼
等
の
官
位
は
不
安
定
で
あ
る
が
'
国
王
及
び
そ
の
大
臣
達
も
或
場
合
に
は
こ
れ
を
奪
ふ
こ
と
を
措
指
し
た
.
重
要
L･4職
務
に
就

い
て
み
る
者
や
勇
兎
と
精
力
に
秀
で
て
ゐ
る
省
に
封
じ
て
は
特
に
さ
う
で
あ
っ
LIo
こ
の
場
合
に
は
殺
人
や
嚢
殺
が
一
再
な
ら
ず
用
ひ
ら
れ
㌢

｣

以
下
'
安
南
の
考
察
に
お
け
る
と
同
じ
方
法
に
よ
-
'
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
官
人
支
配
の
諸
局
面
に
つ
い
て
考
察
し
ょ
う
と
思

A
.,!J

れ
に
つ
い
て
吐
づ
注
目
す
べ
き
等
鷺
は
'
官
人
の
俸
給
制
と
頚
骨
湖
上
董

あ
る
0

フ
ラ
ン
ス
が
百
人
の
俸
給
刷
寛
を
確
立
し
た

L
ノ
ブ
二
年
よ
り
山

部

に
4B
い
て
は

ザ

=
L
Ld
JLIJ111
ほ
.
"
定
の
俸
給
1.t=j支
給
さ
れ
な
か
っ
た
O
た
ど
飼
主
の
徴
収
す
り空
訓
dtj
や
阻

税

の
中

一
滋
部
分
数
日
巳
の
収
入
と
な
す
.L!･iJ
,I,若
き
･l
一オ

･htブ
婆
-
1
恒
=

コ
<
古
手
ー
<
1
ヤ
.1.tと
=

ー
戊
7
6
.≡

･
t
LE)llへ
.
つ
1
､
･u
こ
ytR
r,i
L
)劉
LiJ
fl
,つ
た甲
ijnJb
Ji)d
‥汽
レ亡
臥
'
/
,つ
て
.Ar～
り
j
.
i,
払
L
2㌔
レ

I

大
臣
す
ら

一
八
七
七
年
に
年
俸
の
金
寂
を
定
め
ら
れ
た
が
'
菅
際
上
は
行
は
れ
す
'

l
八
八
七
年
以
後
は
全
然
無
俸
給
と
な
っ
た
.

か
く
の
如
-
相
首
の
固
定
収
入
が
無
い
上
に
'
宮
人
は
多
-
の
豪
族

･
奴
索

･
子
分
を
給
興
し
'
外
観
上
蒙
蓉
な
生
活
を
せ
ね
は
な

ら
な
い
.
こ
1
に
人
民
に
封
す
る
搾
取
の

一
板
緒
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
｡

ま
た
す
べ
て
の
官
職
は
或
金
額
を
以
て

)̂れ
を
購
ひ
得
る
も
の
に
安
ら
れ
た
O
こ
の
膏
官
の
風
は
'
第

1
に
官
職

へ
の
投
資
を
償

却
す
る
た
め
の
各
種
の
搾
取
手
段
を
招
い
た
の
で
あ
る
.

｢
大
抵
の
省
に
お
い
で
は
'
省
知
事
は
大
官
人
の
間
の
み
か
ら
選
ば
れ
は
し
t･bか
つ
t
o
否
'
仝
裁
避
け
れ
仁
の
で
は
な
い
o
省
の
統
治
は
我
国

南
方
社
食
の
妄

寮

第

二森

一丁
五
五

第
表

五
九

才

18)色 Ayrnonier,op.°it.,p ･57
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南
方
社
食
の
1
考
寮

第
三
啓

二
五
六

第

二
郎

六
〇

の
保
護
の
下
に
お
い
て
す
ら
'之
を
買
ひ
得
る
者
に
輿
へ
ら
れ
L)
の
で
あ
る
｡

最
低
の
甘
人
と
撃

D
若
干
の
棒
貨
を
蒐

め

､甘
又
は
百
五
十
又
は
二

百
の
棒
を
前
貸
す
る
金
貨
を
見
出
し
た
な
ら
ば
､

1
首
の
知
事
-
な
る
こ
と
が
で
き
る
｡
被
の
前
任
者
は
何
ら
か
の
口
賓
の
下
に
免
職
さ
れ
'
新

知
事
が
之
に
代
る
｡
彼
の
貯
へ
た
･
････
ど
ん
な
方
法
で
か
は
知
ら
L.
い
が
-

又
は
借
-
た
匡
柿
の
余
'
彼
を
任
命
し
た
ま
及
び
官
人
にこ
献
げ
Li

巨
額
の
金
を
取
戻
す
た

砂
に
､
又
は
始
終
返
却
一打
催
促
す
る
憤
棉
令
に
堅
望
-
る
た
fia
に
p
新
知
事
は
あ
ら
ゆ
る
桟
敷
の
搾
取
な
行
Ii.I
-
｣

第
二
に
'
食

む

以
て
官
職
紅
絹
は
ん
と
す
る
競
韓
渚
の
多
い
,LJ
J｡
は
'
規
臓
譜
の
官
職
維
持
に
揮
す
る
韓
用
狂
犬
な
ら
し
め
'

経

つ
U
,こ
り
甫
賢
しL
女
至
りこ
hK
人リ
ノ
わ
/5
〇

一
-
.■
′‖Y苛
.〃L
rノV
T
]一巧一
･･‖r
E,一
､.ノレ
P-
､.′∪
一一

｢
大
臣
達
が
彼
等
の
地
位
か
ら
収
入
を
侍
る
に
は
中
々
骨
が
折
れ
た
.
恐
ら
-
被
等
の
中
で
,i,の
地
位
か

ら年
四
千
ピ
ア
ス
ト
ル
の
収
入
を
奉
げ

得
た
者
は
t
人
も
な
か
つ
LL
で
あ
ら
う
0
何
と
な
れ
ば
'
彼
等
の
野
心
を
利
用
す
る
官
人
が
多
数
且
食
慾

でゐ
ト
ノ'
大
臣
達
は
官
人
が
彼
等
と
並

ん
で
'
ま
た
彼
等
と
共
に
恥
づ
tへ
き
搾
取
を
行
ふ
の
を
獣
認
せ
ざ
る
を
待
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

･
･
･
肩
相
の
地
位
や
官
職
は
'
金
を
以
て

之
を
購
な
っ
た
人
々
の
手
に
在
っ
て
ま
す
く

不
安
定
と
な
っ
て
き
た
｡
何
と
な
れ
ば
'
そ
れ
ら
に
封
す
る
需
要
増

青

く

多
J

新
堂

は
1

{'

層
烈
し
-
ち
-
'
大
臣
蓮
や
高
位
の
官
人
は
'
掠
零
や
官
職
莞
却
以
外
に
生
汚
手
段
を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡｣

つ
ぎ
に
収
賄
'
租
税
着
服
'
費
用
や
罰
金
の
不
首
な
徴
収
'
掠
奪
と
徴
襲
'
賦
役
等
各
種
の
手
段
に
つ
い
て
見
よ
う
｡

収
賄
に
つ
い
て
は
'

ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
の
蔑
見
者

ム
ー
オ
は
､｢
カ
ン
ボ
'-,h
ア
に
お
い
て
も

シ
ャ
ム
と
同
じ
-
'
王
や
宮
人
の
恩
寵

c-I

を
得
た
い
と
息
ふ
な
ら
ば
贈
物
を
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
｣
と
い
払
'
官
人
に
贈
物
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
道
路
上
で

85I

出
遭

っ
た
未
知
の
娘
を
も
奴
索

と
な
し
得
る
こ
と
を
語
っ
て
ゐ
る

O

裁
判
そ
の
他
の
場
合
に
人
民
が
官
人
に
賄
路
を
曙
や
'
ま
た
下

#H

級
官
人
が
そ
の
搾
取
行
駕
を
宥
恕
せ
ら
れ
ん
が
た
め
に
上
級
官
人

へ
贈
賄
す
る
こ
と
も
彼
や
他
の
著
者
に
よ
-
詮
か
れ

て
ゐ
る
｡

第
二
は
租
税
の
着
服
で
あ
る
O
税
の

徴
収
の
た
め
国
王
が
浜
造
す
る

O
cnh
aJ
uon
g
や
省
知
事
や
倉
庫
監
税
の
役
人
は
自
ら
の
懐

19) A.I.ecl主re,Droitpublic,p.210.
20) ibid."pp.86,87.
21) H.Mouhot,VoyagedamslesRoyaumesde:もiam,deCambodge,de

Laos.吐eed.1882,p.116,p.140.
22) ibid"pp.,175-176.



を
肥
や
す
こ
と
に
努
め
た
O

｢
王
の
涯
潰
吏
は
省
知
事
の
液
遣

溜
た
る

barnro
Flh
h
e
t
と
共
謀
し
て
勝
手
に
規
を
徴
収
し
L

].
特
に
各
種
の
作
物
に
誤
硯
L
Ll｡
徴
税
が

終
る
と
'
王
の
涯
濃
束
と
省
知
事
と
は
税

の
大
L.言
部
分
n=q･)国
庫
か
ら
窃
取
す
る
た
め
に
相
談
し
た

｡

王
の
取
分
を
飴
-
減
少
せ
し
め
な
い
た
め

に
'
管
際
の
賓
塘
額
以
上
を
人
民
に
課
す
る
と
い
ふ
方
法
を
探
っ
た
｡
人
民
は
常
に
犠
牲
'
永
遠
の
犠
牲
で
あ
っ
た
｡｣

｢
王
週
か
ら
徴
収
す
る
胡
租
は
国
王
の
手
に
全
部
は
入
ら
な
か
っ
た
.
彼
の
倉
隼
の
粗
や
米
は
毎
日
窃
取
さ
れ
た
O

そ
し
て
'

t
方
に
お
い
て

o
c
iT.h
a
.iu
GTlg
は
'
各
省
に
お
い
て
彼
等
の
職
務
の
呼
人
海
将
す
Li
め
.J
規
定
量
以
外
の
規
を
徴
収
す
る
し
'
他
方
こ
れ
ら
硯
物
税
の
噺
的
な
監

い

視

し
倉
輩
に

入
れ
る
役
に
笛
る
官
人
達
は
'
こ
れ
ら
に
手
を
つ
け
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
O｣

カ
ン
ボ

ジ

ア
に
は
安
南
の

や
う

に

土
地
碁
帳
も
琴
＼

村
や
郡
の
郷
職
も
な

い
の
で
､

こ
れ
ら
の
非
行
に
対
し
人
民
の
別
荘
を
護

る
屯
の

は
な

か
つ
た
Q

｢
こ
の
人
民
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
芋
を
加
へ
ら
れ
た
G
朝
に
丑
扱
者
は
彼
等
に
窯
を
加

へ
Li｡
十･i泣
省
た
ち
は
罰
金
を
以
て
債
上
の
刑
罰
･lJ
す

る
こ
と
に
よ
-
'
最
悪
の
敵
L
'る
こ
と
を
示
し
L
pと
三
へ
よ
-
｡
革
賓
'
法
典
は
大
部
分
の
刑
罰
-

覆
い
罰
や
不
名
馨
な
罰
す
ら
も
-

官
金

で
腰
ふ
こ
と
を
規
定
し
た
.
串
殺
刑
に
至
る
ま
で
金
で
慰

へ
た
C
こ
の
場
合
に
お
い
で
も
'
他
と
同
じ
-
そ
の
目
的
は
土
民
が
そ
の
所
有
す
る
僅

か
の
金
を
巻
い
た
胴
巻
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
0
横
力
が
切
要
せ
ら
れ
'
官
職
が
無
報
酬
で
あ
る
此
国
に
お
い
て
は
'
罰
金
を
基

と

す
る
こ
の
立
法

,I

は
､
ど
う
に
も
..1･.･b
brl
l1tと
令
次
第
で
あ
-
.
些
T
uJ
も
T3
は
重
刑
梶
の
詩
輔
.で
も
つ
常
局
者
の
手
中
に
在
る
恐
る
べ
き
式
日望

一一の
つ

i'O

犯
罪
の
場
合
に
は
､
省
知
事
と

Phnealハ･n
g
ea
･
(首

巴
プ
ノ
ン
ペ
ン
に
ゐ
る
官
人
の
代
理
者
で
'
地
方

へ
派
遣
さ
れ
た
司
法
係
役
人
で
あ
る
)

と
が
こ
れ
を
利
用
し
て
自
己
の
懐
を
肥
さ
う
と
し
'
歴

々
醜

い
封
立
を
示
し
た
｡

23) P.Collard,Cambodget≡tCalnbodgiens,1925,p177
24) P.Collard,op.cit.,p.L∠H-･
25) A.Lecl色re,Droitpublic.p.158.
26) DeI.,anessan.1'IndochincFr.anqaLSe,1B89,p.241･
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南
方
鹿
骨
の

一
考
察

第
三
巻

二
五
八

第
二
就

六

二

r
･･･-
痴

知
事
は
あ
ら
ゆ
る
株
数
の
搾
取
.ど
桁
ひ
､
裁
判
を
で
き
る
だ
け
永
引
か
せ
､
懲
役
や
〟ロ
喚
や
数
列
等
の
費
用
を
増

加

せ
し
め
'
原
昔
と

I

聖

ロ
の
双
方
か
ら
内
解
の
貯
物
を
受
取
-
･
最
後
に
鼻

に
金
を
使
ひ
果
し
た
者
を
有
罪
と
L

i3LDL

｢
す
べ
て
犯
罪
は

≒

リ
ー､
切
撃

1-
･e
'
地
方
官
字

義

ら
れ
三

と
が
で
H
･･た
｡豆

も
母
地
方
基

は
孟

職
務
1-1J
I
収
入
塞

げ
る
漆
を
見

出
し
J
罰
ま
や
敷
申

し
賢
邦
｢寺

宝
ノい

r.
浩
行
に
碓
(j
犯
挙

:kJ迫

聖

-
る
と
い

ふ
外見
の
下
に
inl己
の
駅
布
姥
満
た
す
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ

･=;

た
｡
被
等

･(Ir.h
･.,le
nt
-
T1
61

Ca
r)
は
朝
等
-3

淡
邦
-
J実
字
-
を
余
で
貴
-
し
地
力
骨
iBl(
の
非
行
に
倒
し
て
眼
む
悶
11に

｡｣

啓
時
の
賦
役
弊

僻

につ
い
riJ
シ
ャ
ノ

1

･S
評

る
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
G

｢
園
壬
は
三
十
人
乃
至
百
人
し
か
要
求
し
な
い
の
に
､
昔
知
事
は
こ
れ
を
,B
T
省
内
全
村
に
抗
告
を
行
ふ
口
賓
-
し
'
農
学

〟､の
他
の
職
業
に
関

-
な
-
歩
き
得
る

一
切
の
年
齢
の
住
民
を
出
頭
さ
せ
た
o
そ
し
て

7
人
雷
-
二
乃
至
三
ピ
ア
ス
-
ル
を
以
て
こ
れ
を
買
戻
し
杓
る
者
は
之
を
放
免

L
t
そ
の
収
入
宝

の
墓

係
実

r五

分
け
し
㌔

そ
し
て
票

金
品

是

な
い
警

吏

間
富

府

へ
雪

L
1.
故
に
こ
れ
ら
篭

の
多

数
は
教
集
通
知
を
受
け
る
甲
否
や
森
の
中
や
野
原
を
越

へ
て
逃
亡
し
た

O
そ
し
て
歴
々
数
日
間
漂
演
の
生
漁
を
迭
-
7
左
の
下
に
眠
･C/
夜
に
な

る
-
米
を
と
-
に
コ
ツ
ソ
-
と
家

へ
繰

っ
て
森
の
中
で
食
べ
た
O
か
-
て
王
園
の
.健
康
者
全
部
の
大
豊
徴
集
が
欧
洲
人
労
働
者
の
二
十
分
の

一
し

か
働
き
得
な

い
好
せ
蓑

へ
飢
え
た
教
官
の
人
澗
=

そ
の
中
に
は
少

年
期
を
過
ぎ
た
ば
か
-
の
者
も
渡
っ
て
ゐ
LJ
I

･
が
苧

っ
じ
て
首
府
へ
到
着

I;

す
る
と
い
ふ
結
果
に
終
る
こ
と
も
屡
々
あ
LCI
L
ID｣

ル
ク

レ
ー
ル
も
ま
た
賦
役
が
無
数
の
濫
用
と
賄
賂
の
源
泉
で
あ
-
'
賦
役
の
割
昔
に
お
い
て
色
々
の
不
公
平
が
行
は
れ
る
こ
と
を

詮
い
て
後
云
ふ
｡

｢
ま
L1敢
賦
役
者

の指
揮
に
苦
る
場
合
に
は
'
賦
役
と
し
て
献
じ
ら
れ
た
伐
採
樹
の
数
の
二
倍
･
至

高

す
ら
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
O
ま
た

彼
等
を
自
分
の
た

め
に
勢
倒
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
.
私
は
轡

で
伐
ら
せ
て
後
こ
れ
九
･.頁
っ
て
自
分
の
所
甲

こ
し
Li
1
人
の
首
知
事
を
知
っ
て
ゐ

る
｡
破
賦
役
者
た
ち
は
こ
れ
を
知
っ
て
不
軍
宮
嶋

へ
'
そ
の
省
知
事
梢
フ
ノ
ン
ペ
ン
へ
召
喚
さ
れ
た
.
し
か
し
裾
は
敬
偽
の
銀
棒
を
大
臣
た
ち
に

P.Collard,op.citりpp.138,139,
A.Leclとre,Droitpublic,p.210.
1bid.,p_144.
P.Collard.op.°it.,p.157.
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埴
供
し
､
忽
ち
こ
の
事
件
は
納
ま
っ
た
O｣

軍
険
が
出
勤
す
る
と
き
に
は
通
路
に
近
い
省
の
首
nF
は
そ
の
給
輿
を
命
ぜ
ら
れ
る
っ
こ
の
命
令
は
屡

々
厭

い
地
域
に
亘
っ
た
が
'
晩

に
書

兵
士
に
と
ら
れ
て
ゐ
る
蓋

も
す
べ
て
彼
女
等
の
凋
倉
の
警

雫

精
白
し
軍
隊
の
た
め
還

供
せ
ね
ぼ
莞

慕

っ
た
｡

｢
こ
の
場
合
兼
や
干
魚
や
黒
蜜
を
頭
に
載
せ
た
女
や
子
供
の
長
い
行
列
が
､
宮
人
の
引
率
の
下
に
'
唱
折
り
つ
ゝ
宿
泊
所
へ
と
進
ん
だ
.
す
べ
て

の
車
､
す
べ
て
の
牛
､
す
べ
て
の
水
牛
は
徴
蓉
せ
ら
れ
て
梓
食
の
溝
fn
に
用
ひ
ら
れ
た
｡
こ
れ
ら
の
激
賛
は
屡
々
掠
奪
以
上
に
国
を
破
滅
せ
し
め

た
.
何
と
な
れ
ば
､
環
奪
は
軍
隊
の
通
路
に
近
い
多
数
の
家
'
屡
々
数
千
軒
の
家
に
器
を

及
ぼ
す
の
み
で
あ
る
が
｡
敬
啓
は
国
の
役
人
に
よ
-
調

査
琴
t
.用
ひ
て
組
織
的
に
行
ほ
れ
る
の
で
'

1
切
の
家
の
上
に
及
び
､
こ
れ
を
空
に
す
る
か
ら
で
あ
る
0
こ
れ
ら
の
激
賛
は
屡
々
之
に
遭
っ
た
話

nT

者
を
蜂
起
せ
し
め
'
軍
陳
か
rL
で
外
敵
と
国
内
の
横
臥
背
,Ju
の
挟
撃
LLi
譜
は
し
め
た
O

以
上
の
如
き
収
奪
の
結
果
は
せ
間
然
閣
内
の

一
般
的
疲
弊
で
あ
る
o
攻
に
常
時
の
プ
ラ
/

ス
人
雌
行
者
又
は
在
住
官
吏
の
眼
に
幌
じ

-nJ
｡

/
ド
/,/
-
L?
I
l
煩
的

状
措
け忙
)
pS
.
′
L
,.

ナ

ー

[
L)
O

1

.＼
一L
/
l]
T
LJ._._
一ヽ
ノヽ
+1I]こ
rrTl
.
]
T
｣
ノヽ
l
l
/

I

t
Tノ
王
ノ
句
ナ
一Lu,
カ
･1
1
三
年
田
に
IE
二
一
て
･ン
T
ム

･
カ
ム
ボ
.I,I)
ア

エ
ア
オ
フ
b
l宗
剖
f
t
を
裁
不
し

ァ

ン
Tl
-
-,l
表
別
til習
月
を

以
て
有
名
な
E
ZI然
科
尊
者
ア
ン
リ

･
ム
ー
オ
の
紀
行
は
､
嘗
時

の
ク
メ
ル
王
国
の
繁
柴
と
昔
時

の
カ
ン
ボ
ジ
ア
の

｢
深
刻
な
野
蟹
状

態
｣
と
の
封
照
を
指
摘
し
て
ゐ
る
O

｢
シ
ャ
ム
人
に
比
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
の
捌
ふ
租
税
が
少
い
こ
と
は
'
こ
の
人
民
が
富
裕
相
違

滑
を
し
て
ゐ
る
だ
ら
-
と
私
を
思
は
し
め
た
｡
故

に
こ
の
園
に
お
い
て
こ
-
僅
少
の
例
外
を
除
き
､
他
の
国
民
や
近
国
に
見
な
い
ほ
ど
の
1
切
の
第
悪
に
遭
遇
し
た
と
irb.
私
の
驚
き
は
大
き
か
つ

別

ilO
貧
窮

･
倣
悼

･
野
卑

･
狩
汁
･
破
廉
恥
･
奴
隷
根
性

･
甚
し
い
怠
惰
が
こ
の
去
れ
L･.J住
民
の
所
有
物
で
あ
る
｡
｣

｢
人
は
こ
の
や
う
に
雌
婆
仏
地
域
に
お
い
て
生
産
が
僅
少
で
ゐ
-
産
業
が
皆
無
で
Jの
る
こ
と
字

打
て
欝
ろ
-
.
し
か
し
人
は
'
国
王
と
官
人
J
J
が

南
方
社
骨
の
1
考
察

第
三
番

二
五
九

第

二
筋

六

三

.

′

32) ibld.,ユ51,152.
33) H.Mouhot,op.ciL,p.10EL



南
方
社
食
の

一
考
察

第
三
者

二
六
C

第

二
既

六
四

頗
職
と
賄
賂
-
に
よ
-
､
↓W
L
!勢
鋤
を
破
滅
さ
せ
進
歩
な
妨
げ
る
あ
ら
ゆ
る
非
行
に
よ
っ
て
富
ん
で
ゐ
る
こ
と
を
通
常
看
過
す

る
｡
こ
の
国
が
賢

明
と
慣
重
と
を
比
で
'
人
民
に
封
す
る
誠
賓
と
保
護
と
を
以
丁
冶
め
ら
れ
Lit･.ら
げ
'

1L
切
の
事
物
は
驚
ろ
-
ベ
N
･早
さ
を
以
て
姿
を
轡

へ
る
で

あ
ら
-
｡
あ
ら
ゆ
る
税
金
は
填
原
潜

･
耕
作
者
の
要

何
と
な
つ
で
ゐ

るD
彼
が
多
-
鉱
産
す
れ
.ri'す
る
ほ
ど
彼
の
納
税
は
多

-
な
る
｡
故
に
免
収

の
影
堺
に
よ
-
怠
惰
と
な
る
こ
と
以
外
に
､
彼
は
今

二
つ
の
理
由
に

よ
-こ
の

害
雷
に
域

へ
よ
-
と
す
る
の
で
あ
る
.
即
ち
生
産
す
る
こ
と
少
な

を
切
株
.･
L
t-
杏
-
,茂

り
･†
〕ず
.
詫
仕
の
甘
人

ふ
朝
知
輯

-
大
院
は
あ
ら
ゆ
る
輔

軸
の
搾
取
と
馳
肺
と
を
用
ひ
Y<･｡
王
族
及
団
王
白
月
が
そ
の

=

手
本
iSJ示
す
の
で
あ
る

)｣

彼
は
ま
た
,
青
眼
閑

の
必
要
保
件
た
る
大
な
k
,生
産
と
暦
汎
な
交
易
と
が
昔
時

の
カ
ン

ボ
･･,h
丁
に
存
老
し
た
か
香
か
を
自
問

し
て

日

く
｢
舛

-

､
そ
し
て
ま
た
こ
れ
ら

1
切
の
こ
と
は
今
日
ま
で
も
存
頼
L
Ll
で
あ
ら
う
D
も
し
も
国
が
賢
明
な
法
律
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
.
勢
働
と
農

業

と
が

蜜

蔑
き
れ
､
人
民
が
腰
迫
さ
れ
る
代
り
に
'
奨
励
さ
れ
尊
重
せ
ら
れ
'
政
府
が
紹
封
的
軍
制
政
治
を
行
は
な
か
つ
L
!な
ら
ば
.
博
に
こ
の

肥
沃
な
土
地
の
Jl
に
お
い
て
'

7
朝
の
費
展
を
妨
げ
'
人
間
を
動
物
の
水
準
に
定
き
'
多
く
生
産
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
多
-
約
枚
ぜ
ね
げ
な
ら

ぬた

G

め
自
己
の
必
要
以
上
に
生
産
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
'
こ
の
不
幸
な
奴
隷
状
態
が
支
配
し
て
ゐ
た
か
っ
た
な
ら
ば
｡｣
と
.

ま
た
官
人

の
搾
鞍
の
た
め
村
が
滅
亡
し
た
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
｡

ぺ
ム
プ
テ
ィ
エ
ラ
ン
の
甘
人
が

ヵ
ン
ポ
ジ
ア
王
の
命
令
を
奉
じ
又
は
こ
れ
を
起
過
し
て

テ
ィ
ア
ム
人
の
利
々
の
住
居
を
奴
隷
状
態
に
陥
し
入
れ

歴
通
し
た
の
で
'
彼
等
は
揖
兼
や
耕
作
の
道
具
も
な
-
'
金
も
な
し

食
物
も
な
-
'
多
数
の
者
が
限
死
す
る
ほ
ど
の
窮
乏
に
阿
っ
た
｡
故
.1
こ

の
凍
縛
を
逃
れ
ん
と
し
て
数
千
人
が
蜂
起
し
て
交
祉
支
那
へ
の
移
動
を
開
始
し
'
プ
ノ
ン
ペ
ン
附
近
の
も
の
も
そ
の
同
族
の
逃
亡
を
保
暮
し

た
｡

王
は
之
を
阻
止
す
べ
き
命
令
を
出
し
た
が
'
仝
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
は
唱
を
き
い
て
慣
れ
て
し
ま
っ
た
｡
昔
で
,3
前
の
豊
穣
な
耕
地
は
草
原
と
牝
L
t

ibid.,pp.175,176l
ibid.,p.209.



村
は
玲
て
ら
れ
'
家
や
桝
は
破
れ
て
し
ま
っ
た
｡

こ
れ
は
硬
族
を
臭
に
す
る
村

の

1
例
で
あ
る
が
'
ま
た
官

人
の
雑
制
限
な
搾
取
が
人
民
に
輿

へ
る
影
響
の

一
面
を
示
し
て
ゐ
る
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
｡

ド
ゥ
ダ

ー
ル

･ド
ゥ
･
.フ
グ

レ
は

｢
八
六
三
年
か
ら

一
八
K
K
年
ま
で
カ
ン
ポ
.･･h
ア
駐
在

フ
ラ
ン
ス
代
表
者

の
桟

に
在

っ
た
が
'
彼

が

1
八
六
五
年
七
月
.
支
批
支
那
代
替
穏
督
乗
司
令
官

ロ
ー
ズ
提
督
に
宛

て
た
報
青
書
は
'
昔
時

の
カ
ン
ポ
'･,h
ア
の
疲
弊
振
-
を
よ

-
叙
述
し
て
ゐ
る
o

｢
今
日
こ
の
小
王
国
は
完
全
に
頚
陵
し
故
ふ
こ
と
が
で
N.Jな
い
.
私
は
そ
れ
白
月
の
カ
に
･.̂
る
回
復
の
手
段
も
機
骨
も
全
-
無
い
と
信
じ
を
0
地

っ
て
遣
け
ば
王
国
は
直
ち
に
完
全
な
無
政
貯
状
膿
に
闇
る
で
あ
ら
う
O

..
･.
:I.･
∵
､
77
/
:･,･;./
こ
,.･'･
/.･
･,I.
∴
;
I
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;
::･∵
∴

･
/･1
∵

･=∵
･･.･4.=:'･.:L=∵
■.-
TL
･:.;酒
場
.･‥
==
.
.
-
.

･･...

彼
の
弟
も
他
の

す
べ
ての

着
も
綬
以
上
の
こ
と
は
し
は
い
で
あ
ら
-
L
t
彼
-
同
じ
様

に
費
用
を

佼
ふ
こ

と

は
疑
教
容
れ
だ･b
い
｡

カ
ン
ボ
ジ
ア
に
は
中
流
階
殻
は
存
在
し
な
い
.
労
働
し
な
い
官
人
た
ち
と
極
度
に
搾
取
さ
れ
る
哀
れ
な
人
選
と
が
み
る
の
み
で
あ
ち
.
商
業
は

整
-
外
国
人
'
即
ち
支
那
人

･
マ
レ
ー
人

･
壌
商
人
の
手
に
在
る
0
国
の
接
待
に
よ
っ
て
少
し
も
詰
ら
れ
ず
'
搾
取
に
よ
-
完
全
に
貧
困
と
な
っ

て
ゐ
る
人
民
は
'
武
装
せ
る
暴
動
に
封
し
て
最
小
の
抵
抗
す
ら
行
ひ
得
な
い
o

必
鐸
な
数
よ
-
二
三
倍
も
多
い
甘
人
の
階
級
は
'
国
王
の
給
輿
に
ょ
つ
て
7
部
分
し
か
滅
足
セ
し
め
ら
れ
待
な
い
O
囲
Hj
は
攻
第
に
多
-
の
機

力
を
分
割
し
.
地
方
の
官
吏
を
智
員
し
た
が
､
不
満
を
抱
-
者
の
敦
は
常
に
多
い
o
そ
の
結
晶
'
野
心
家
が
現
れ
て
'
成
功
の
境
に
は

l
刊
を
白

紙
に
還
し
て
カ
ン
ポ
･,ジ
フ
の
完
全
な
搾
取
を
輿
へ
る
旨
約
束
す
る
な
ら
ば
'
直
ち
に
こ
れ
に
加
糖
し
ょ
-
と
し
て
ゐ
る
輩
が
常
に
存
在
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
)

36) ibid.,pp.170-171.
37) A.B.dt∋Villemereuil,Expl(｢【∵ltLOnetmissxonsdeDoudartdeLagrbe･

1883,p.141.
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第
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六
大

最
後

に
'
竜
か
後
年

で
あ
る
が
t

f
八
八
五
年
か
ら

1
1;+
七
年
間

カ
ン
ボ
.ジ
フ
の
理
事
官
た

I,l
L
ポ

ー
ル

･
コ
ラ
ー
ル
の
回
想
記

も
右
と
杢
-
同
じ
こ
と
N
l不
し

て
ゐ
る
.

｢
私
の
や
っ
に

:
八
八
五
年
に
ク
メ
ル
酎
4.
割
暫
し
ナ
卦
‥3..
こ
い
開
封
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
か
如
何
L.言
.願
剛
い
下

に
irh
汚
し
て
之
た
か
を
知
っ

-
か
れ
は
#
,図
m
キ

拙
..価

,5
･･,r
b
¢

｢
九
品
･
･-

を
絃
終
約
..;-る
カ
故
に
..
溶
轍
ljp
-
強
奪
す
る
箱
根
を
見

た
の
dII･
わ
7<･OL

｢

骨
人

の
謹
剛
的
横
力
は
､
こ
の
朗
の

門

前
.Elk
-
琵
恭
し
強
-
呼
の
:辿
上
品

L.ゐ
る
の
で
'
農
丘
は
気
力
も
八･b-
意
志
･J
な
-
'
戟
小
の
措
立
本

能
す
ら
-
た
t･.
い
一
っ
の
抽
象
的
存
在
に
過
ぎ
な
か
つ
LJ.
ク
メ
ル
人
の
真
t
.i.子
孫
た
る
彼
等
は
'
季
節
や
竜
の
長
さ
に
頓
着
な
-
不
断
に
且

配

冷
酷
に
被
等
の
竜
を
盛
る
'
鼓
の
杜
を
,J
つ
た
半
開
の
後
に
障
っ
た
の
で
あ
る

.｣

′

｢
人
間
の
搾
取
を
生
ま
な
い
者
は
何

1つ
桁
は
れ
ず
､
何

1
つ
企
て
ら
れ
な
か
っ
た
O
接
辞
は
死
文
で
あ
っ
た
D
官
人
の
款
･j.恵
と
倉
慾
と
が
接
伴

と
正
義
に
代
っ
て
ゐ
た
.
そ
れ
は
人
民
G
結
城
で
は
.Jj,い
O
人
民
は

滑耗
L
i1
の
で
あ
る
0
こ
れ
は
掠
菅
で
あ
じ

人
間
の
強
奪
で
あ
っ
L
!｡
｣

｢地
方
の
役
人

もそ
の
勢
力
範
囲
内
で
は
'
首
都
に
お
け
る
大
臣
と
同
じ
勢
力
'
否
遺
構
の
た
め
監
督
が
届
か
ぬ
の
で

7
暦
強
大
t･t勢
力
を
も
っ

た
｡
彼
等
の
支
配
す
る
地
方
は
被
等
の
搾
取
の
重
鮎
下
に
屈
し
'
殆
ど
王
に
等
し
き
嚢
馨
に
封
し
て
大
な
る
収
入
を
提
供
す
る
た
め
に
烈
し
-
労

働
L
t
そ
の
書
制
の
下
に
瀕
死
の
唯
ぎ
を
L
LI.
彼
等
は
控
訴
な
き

判
決
に
お
い
て
死
刑
に
庭
す
る
権
利
を
も
ち
'
宋
邑
の
長
に
勤
し
死
刑
執
行

を
報
告
す
る
の
み
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
が
司
法
の
見
地
か
ら
み
て
'
内
閣
が
行
政
上
保
留
す
る
唯

7
の
干
渉
標
で
あ
っ
た
o
彼
等
は
外
出
の
時
に
は

高
い
官
職
空
が
す
標
章
を
苧

け
し
げ
に
つ
け
'
多
く
の
官
吏
や
供
韓
を
従

へ
､
耕
作
者
か
ら
骨
折
っ
て
蒐
冷
た
金
を
臓

7
杯
に
横
砂
.
大
臣
た
ち

す
ら
韓
望
ぜ
し
め
る
に
到
っ
た
O

｢
人
民
の
境
遇
と
受
動
性
に
乗
じ
て
官
人
は
人
選
の
垂
腰
と
な
つ
il
O
耕
作
者
即
ち
唯

T
の
生
産
者
は
'
そ
の
喜
蛭
の
下
に
押
し
描
47,れ
た
.

そ

の
賞
辞
は
裾
に
と
っ
て
梅
め
て
重
い
の
で
､
彼
は
官
真
の
貴
欲心
に
奉
仕
せ
ざ
ら
ん
が
た
め
に
､
自
ら
を
も
同
相
に
罰
す
る
に
到
つ
L
'o
汗
を
流

し

て
田
を
濯
漉
し
た
-
こ
ろ
EL,何
の
得
に
十
.r
Jう
?

そ
rS
純
収
軽
は
考
リ
官
人
の
得
物
に
L
.
る
で
は
へ仏
い
か
9

符
′､
べ
き
朋
沃
な
田
か
ら
被
G
.

p.ⅠⅩP.Colhrd,op.cit..
ibid"P.137.
ibid.,p.144.
ibldりp.139.
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I

求
め
る
も
の
は
'
彼
の
生
存
更
科
の
み
で
あ
る
.
そ
れ
以
上
で
は
な
い
o
自
由
な
土
地
は
無
い
こ
と
は
な
い
O
し
か
し
彼
は
現
在
の
耕
地
に
手
で

加
へ
る
こ
と
は
し
な
い
｡
何
と
な
れ
ば
'
彼
の
田
を
大
き
-
す
る
こ
と
は
.
彼
の
収
入
を
噂
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
0
こ
の
頑
固
さ
の
原
田

を
カ
ン
ボ
ジ
ア
村
住
民
の
特
色
た
る
物
質
的
盛
晴
の
貧
弱
に
求
め
て
は
な
ら
な
い
o
王
国
に
お
い
て
私
有
財
産
が
全
然
映
如
し
て
ゐ
る
の
は
'
よ

き
に
右
の
原
因
に
よ
る
の
で
あ
る
.
い
-
ち
か
財
を
も
っ
て
ゐ
る
唯

一
の
者
は
官
吏
か
大
臣
の
み
で
あ
っ
㌔

前
者
は
人
口
多
き
省
の
知
事
と
な

c.._i

-
仲
居
を
機
特
と
し
て
甲
乙
太
-
'
後
者
は
最
も
罪
深
き
搾
取
を
も
宥
恕
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
脂
ふ
下
僚
か
ら
裁
金
を
深
山
獲
得
し
た
O｣

こ
れ
ら
の
著
書
に
は
い
づ
れ
も
右
の
如
き
叙
述
が
数
多
-
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
以
上
引
用
を
重
ね
る
必
要
も
な
い
で

-
あ
ら
う
.
こ
れ
ら
の
叙
述
に
し
て
昔
時
の
計
膏
の
虞
相
を
億

へ
る
も
の
と
す
れ
ば
'
こ
1
に
見
ら
れ
る
も
の
は
'
明
か
に
官
僚
支
配

融
合
の
婆
で
あ
る
｡

前
述
九
晴
朗
の
中
､
僻
侶
以
下
の
詐
陣
緋

につ
い
て
.I
瞥
す
る
な
ら
ば
叶
舛
甜
<
遊
び
野
蟹
人
は
カ
ス
ト
を
樺
成
せ
ざ
る
は
勿
論

カ
ン
ボ
ジ
ア
人
の

11
部
分
を
も
僻
暁
し
な
い

8倍
伯
は
通
常
自
由
rLuY
の
出
身
で
あ
る
が
､
E
族
出
の
こ
LJf>O
あ
る
し
'
旗
竺

化
官
錠

の
こ
･iJも
あ
-
.
ま
ね
縦
前
の
奴
類
に
し
て
iil人
よ
り
儲
門
に
入
る
許
可
を
受

け

解

劫
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合
も
あ
る
｡
そ
れ
は
人

頭
税
も
十
分
の

1
硯
も
沸
は

す
'
賦
役
に
も
兵
役
に
も
服
し
な
い
特
樺
階
級
で
あ
る
が
'
こ
の
轄
樵
望

示
教
的
な
も
の
で
あ
る
.
重

た
決
し
て
現
世

の
事
柄

に
拘
は
ら
す
'
人
事
に
封
し
て
無
関
心
で
あ
る
O
国
表
の
こ
と
に
は
関
係
せ
ず
.
社
食
に
起
る
最
も
重
大
な

叫

事
件
を
も
閑
却
す
る
O

こ
の
意
味
に
お

いて
'
そ
れ
は
政
治
的
祉
骨
的
忙
重
要
な
役
割
を
潰
す
る
支
配
階
級
で
は
な
か
つ
た
と
見
る

と
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
｡

被
支
配
階
級
は
自
由
民
と
奴
殊
と
を
以
て
構
成
さ
れ
て
ゐ
た
.
特
に
自
由
民

n
eac･ch
ea
(幸
な
人
の
軍

或
程
度
の
璽
止
を
有
す
る

の
で
か
-
呼
ば
れ
る
)
は
人
民
大
衆
を
形
威
し
-
そ
の
耕
す
土
地
収
穫
の
十
分
の

1
硯
'
人
頭
税
を
約
め
'

1
年
に
九
十
日
の
親
授
に

両
方
政
令
の
7
考
察

蘇
三
番

二
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二
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南
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二
六
四

第

二
批

六
八

服
し
ー
且
つ
兵
役
に
服
さ
ぬ
ば
な
ら
な
か
っ
た
.
他
方
若
干
の
樺
利
も
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
が
'

そ
の
最
も
貢
要
な
も

の
は

｢
土
地
に

封
す
る
彬
利
｣
と
も
い
ふ
べ
-
'
囲
有
地
に
点
い
て
自
己
の
必
要
と
す
る
土
地
を
獲
得
し
'
且
つ
私
有
地
に
お
い
て
も
所
有
者
が
三

年
間
引
槙
い
て
排
作
し
患
い
土
地
牡
樟
指
す
る
椎
利
た
粘
っ
て
ぬ
た
O
付
し
関
の
行
政
に
は
粂
-
考
串
し
な
カ
/ノ尭
-
i(
臣
や
令
名

知
事
は
閲
王
に
よ
-
任
命
せ
ら
れ
.
下
細

の
甘
人
は
笥
如
蔀
に
よ
･i･且
tj.倫
せ
ら
れ
､
部
や
村
ま
で
眉
人
に
ょ
-
治
め
ら
れ
た
｡
そ
し

て
官
<
住
持
iJJB
民
の
意
見
に
綻
ぶ
こ
と
は
勿
論
採
用
す
る
裁
許
も
な
か
れ･轟

｡
か
-
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
政
治
的
制
度
は
重
く
懇
意
に

基
く
制
度
に
外
な
ら
ず
'
垂
自
由
民
は
椎
力
に
封
す
る
何
ら
の
保
障
を
も
輿

へ
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.
な
ほ
自
由
民
の
鳩

立
性
は
保
護
者
制
度
に
よ
-
著
し
く
制
限
を
受
け
て
ゐ
た
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
よ
う
と
息
ふ
｡

最
後
に
'
奴
隷

E
h
n
.
m

に
は
国
王
の
奴
蒸
⊥

苛
院
の
奴
繋
'
私
人
の
奴
辞
の
三
種
あ
-
'
前
二
者
は
買
戻
や
賓
買
不
可
能
で
且

子
孫
や

武
久
に
奴
隷
で
あ
る
が
'
私
人
の
奴
頴
は
売
買

･
買
戻
で
き
る
も
の
と
'
安
男
は
で
き
る
が
買
戻
で
き
ず
'
子
孫
が
永
久
に

I

奴
隷
で
あ
る
も
の
と
に
分
れ
て
ゐ
た

｡

奴
常
に
な
る
原
因
は
｢
不
具
'
犯
華

捕
虜
'
罰
金
及
債
務
の
支
梯
不
能
.
人
身
東
軍

奴

隷
と
の
結
締
､
奴
隷
の
子
と
し
て
の
出
生
等
で
あ
っ
た
o
王
の
奴
寮
に
は
官
延
を
守
護
す
る
兵
士
た
る
者

(ba
n
ch
o
t
che
a
r
207)
と

宮
廷
以
外
の
任
意
の
場
所
に
住
み
'
王
の
所
有
地
を
耕
作
L
t
自
己
の
労
働
を
以
て
生
活
し
'
税
金
を
納
め
ず
'
時
に
官
人
の
召
集

柑

に
よ
り
賦
役
に
服
す
る
者

(n
eak
･ng
ear)
と
が
あ
っ
た
.
後
者
は
む
し
ろ
曲冠
奴
に
近
い
も
の
と
み
ら
れ
て
ゐ
る
｡
私
人
の
奴
隷
に
も

主
家
内
に
生
活
す
る
者
と
'
主
家
を
離
れ
て
住
み
'
事
賛
上
白
由
で
土
地
の
耕
作
を
委
ね
ら
れ
て
ゐ
る
者
と
が
あ
っ
た
｡
後
者
は
分

r,

葱

琵

近
く

た
ゞ
主
人
と
の
間
に
収
穫
分
配
の
契
約
を
し
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
wo

奴
歳
は
勿
論
璽

止
の
人
格
を
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
が
､
そ
の
地
位
は
両
断
敢
骨
の
奴
隷
偲
ど
に
悲
博
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
私

44) ibid,,･pp.15･17.
45) ibid.,p.165.
46) ibid.,p,176.
47) ibld.,p.198.



人
の
奴
隷
は
家
庭
内
に
お
い
て
は
給
料
を
茸
は
な
い
僕
碑
た
る
の
地
位
に
在
-
'
動
物
の
如
き
虐
待
を
受
け
ず
'
.
或
程
度
の
樺
利
､

例

へ
ば
買
戻
植
'
任
意
に
主
人
を
壁

へ
得
る
椎
利
､
好
ま
ぬ
者
と
の
結
婚
を
拒
否
す
る
樵
利
を
も
認
め
ら
れ

て
ゐ
た
｡
法
律
は
笥

･

鵠

･
橿
等
に
よ
る
主
人
の
懲
戒
椎
を
認
め
て
は
ゐ
た
が
t
L
か
し
そ
の
濫
用
を
防
ぎ
'
主
人
に
封
し
て
奴
希
を
保
護
す
る
諸
規
定
を

.['

',

設
け
て
ゐ
た
o
要
す
る
に
カ
ン
ポ
.,,h
ア
社
食
の
奴
隷
は
'
支
部

や

安
南

に

お
け
る
と
同
じ
-
.
西
欧
に
お
け
る
が
如
き
動
物
的
虐
遇

を
受
け
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
'
東
洋
的
社
骨
に
お
け
る
奴
隷
の
特
質
を
表
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
O

[･

(止
】

奴
帝
の
数
は
多
か
つ
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る

が

'

そ
の
正
確
な
数
は
不
明
で

あ

る

｡

し

か
し
な
が
ら
常
時

の
生
産
物
の
社
食
的
分
配

に
お
け
る
そ
の
従
嵐
的
地
位
よ
-
み
て
.
昔
時
の
敢
膏
を
奴
奪
融
合
と
規
定
す
る
こ
と
は
富
然
不
可
能
で
あ
ら
う
O
こ
れ
は
安
宿
社

食
に
お
5
て
も
同
株
で
あ
っ
た
.

｣二智

澄
錦
戊

(種
族
nq･-.問
は
ず
)

非
登
録
艮
'
女
子
'
兄
貴

簡
侶
'
官
人
及
そ
の
家
族
及
健
棒
'
王
及
王
族
の
僕
蹄

国
家
の
労
働
者
'
富
蓮
守
備
兵
及
水
兵
'
王
の
俳
優
'

貢
網
野
野
人
.
囚
人

浮
預
入
日
推
定

計

一
二
六
'

7
七
七
人

七
五
七
､
〇
六
二

五
七
､
七

H
Fl

五

'

〇
〇
〇

九
四

五

､

九
五
四
人

こ
れ

よ

り

み
て
も
へ
奴
隷
の
数
が
自
由
民
よ
･I
も
多
-
な
か
っ
た
こ
-
が
わ
か
る
｡

以
上
の
考
察
よ
り
し
て
'

フ
ラ
ン
ス
の
保
護
碓
確
立
昔
時
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
社
食
は
本
質
的
に
宮
人
支
配
社
命

で
あ
っ
た
と
結
論
す

48) ウイッ トフォーゲル,平■好蓋･臣.解離過 控にある連郡の経野 と社 &'
501-502貫0

49) 前鴇軸箱15頁O

ノ 50) P･Collard,op･C王t.,p∴78･

南
方
起
骨
の
一
考
察

第
三
巻

二
六
五

第
二
肝

六
九
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南
方
証
骨
の
一
考
察

第
三
替

二
六
六

第

二
批

七
〇

る
こ
と
が
で
き
る
と
息
ふ
O
そ
れ
-ぐ

･民
族
を
異
に
す
る
に
も
か
ゝ
は
ら
す
'
支
部

･
朝
鮮

･
安
南

･
カ
ン
ボ
･,),
ア
に
お
い
て
.
Iた

と
ひ
種
々
の
小
異
は
あ
る
に
し
て
も
'
す
べ
tr
rか
1
る
官
僚
支
配
社
食
を
見
出
す
こ
と
は
興
味
深
き
現
象
で
あ
っ
て
､
東
洋
的
社
骨

の
特
質
よ
り
こ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
が
今
後
の
孜
々
の
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
iI.

こ

偶
人
支
配
杜
骨
の
樫
僻
的
監
礎

攻
に
か
1
る
官
人
支
配
社
骨
の
経
済
的
基
礎
の
考
察
へ
進
み
た
い
と
息
ふ
‥

【

買
租
閲
係

官
人
の
収
入
の
主
要
源
泉
は
園
豪
の
財
政
収
入
で
あ
る
｡
昔
時
の
カ
ン

ボ
.I)J
ア
に
お
い
て
は
'
清
人
に
封
す
る

1
定
の
俸
線
の
制
度
は
な
-
､
国
家
収
入
の
中
の
1
定
部
分
を
関
係
官
吏
が
報
酬
と
し
て
取
得
す
る
の
み
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
官

人
が
種
々
の
不
在
手
段
に
よ
っ
て
､
規
定
さ
れ
た
割
合
以
上
を
取
得
し
た
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
0
.5
づ
れ
に
し
て
も
'
官
人

の
収
入
の
主
た
る
瀬
泉
は
財
政
収
入
に
在
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
左
に
各
種
の
財
政
収
入
が
賓
質
的
に
卿
何
な
る
性
格
ikJも
つ
も
の

で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
ル
ク
レ
ー
ル
の
奉
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
'
カ
ン
ボ
･･,h
ア
王
国
の
財
政
職
人
は
'

;.

1
八
七
〇
年
以
後
新
設
さ
れ
た
諸
税
を
も
合
す
れ
ば
､
主
と
し
て
左
の
十
九
種
の
収
入
よ
-
成
っ
て
ゐ
た
｡

仙
徴
税
又
は
米
穣

p.
n
･
er.u
････こ
れ
は
所
謂
十
分
の
一
棟
で
あ
っ
て
'
収
脅
さ
れ
た
枚
の
量
の
十
分
の

1
'
又
は
そ
の
貨
幣
換

-算
額
の
十
分
の
1
に
常
る
金
額
を
徴
収
す
る
も
の
で
あ
る
｡
但
し
そ
の
外
に
各
種
の
名
DI[で
少
し
づ
.1
の
附
加
税
が
徴
収
せ
ら
れ
･

官
人
た
ち
の
収
入
と
な
っ
た
O
そ
の
形
態
は
現
物
で
も
金
納
で
も
よ
い
こ
と
と
な
っ
て
ゐ
た
が
'
徴
穣
官
は
､
粗
の
や
う
な
重
い
物

を
連
搬
す
る
手
数
を
免
れ
る
た
め
に
'
物
納
す
る
者
に
は
首
府
ま
で
自
ら
撃

k
l道
ぶ
琴
,tB
を
課
し
.
な
る
べ
く
使
幣
で
支
棟
は
せ
る



Ⅷ
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こ
と
に
努
め
た
o
琴

つ
て
多
-
の
省
で
は
'
そ
の
i]
部
分
は
貨
幣
か
金
暴
撃

hJ以
て
支
沸
は
れ
た
と
い
ふ
o
金
網
の
場
合
の
換
算
率

り
才
ア
r]1ル
.

は
'
枚

1
th
an
抑
(即
ち
三
大
O
tE?)
が
四

某

貸

(

三
フ
ラ
ン
量..n
)
に
等
し
い
と
す
る
割
合
で
'

粒
の
慣
柊
と
現
金
と
の
比
率
は
､
物

網
の
場
合
よ
り
や
ヽ
低
く
'

八
･
五
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
昔
つ
て
ゐ
挺
o

枚
税
の
徴
収
着
は
飼
主
の
演
遣
官
た
る

O
c
nha･lu.Jlg
と

M
e
ka1.g
と
で
あ
っ
た
が
'

ル
ク
レ
ー
ル
は
'

こ
れ
に
到
る
ま
で
に

二
つ
の
形
式
を
経
過
し
て
釆
允
と
推
測
し
て
ゐ
る

o
知
ち
最
も
Itjv
は
'
封
建
諸
侯
が
僅
少
の
買
約
を
国
主
へ
遣
り
.
粗
税
そ
の
他

の
規
は
自
己
の
計
算
に
お
い
て
徴
収
し
た
と
思
は
れ
る
｡
こ
の
場
合
､
封
建
諸
侯
の
収
入
の
源
泉
は
'
そ
の
封
建
的
封
地
よ
-
の
買

租
で
あ
-
､
所
謂
封
建
的
地
代
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
O
そ
の
後
か
1
る
封
地
が
中
央
に
回
収
さ
れ
る
に
つ
れ
て
､
租

ゝ

硯
の
徴
収
及
び
分
配
は
中
央
政
府
に
よ
-
行
は
れ
る
忙
到
っ
た
｡
始
は
過
渡
的
形
態
と
し
て
省
知
事
が
中
a
J政
府
の
代
理
と
し
て
.U

人
の
十
分
の
一之
得

､
そ
の
う
ち
の
約
半
分
を
部
下
た
る
官
人
た
ち

に
給
興
し
た
の
で
あ
る
C
こ
の
場
合
和
横
は
'
封
建
諸
侯
が
夫

々
rq
Z己
の
計
算
に
お
い
て
誉

巴
よ
-
徴
収
す
る
代
-
に
'
中
央
政
府
に
よ
り
徴
収
分
配
せ
ら
れ
る
に
到
っ
た
の
み
で
あ
っ
て
'
そ
の

封
建
的
現
物
地
代
た
る
の
賓
質
に
お
い
て
は
膏
時
と
異
る
所
は
な
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
金
納
の
場
合
に
お
い
て
も
'
現
物

の
単
な
る
換
算
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ

と
は
前
述
の
如
ぐ
で
あ
る
｡

こ
の
叔
税
は
土
地
生
産
物
に
封
す
る
課
税
で
あ
っ
て
.
土
地
そ
の
も
の
に
課
さ
れ
る
地
租
で
は
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ボ
ジ
ア

に
於
け
る
土
地
所
有
権
の
不
安
定
性
を
原
因
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
｡
こ
の
作
物
検

た
る
性
質
に
閲
聯
し
て
ク
ラ
ン
ペ
テ
が
述
べ
て
ゐ
る
言
葉
は
激
税
の
本
質
を
よ
く
表
現
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
G

南
方
融
骨
の

1
考
案

第
三
番

二
六
七

第

二
訳

七

l
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南
方
鹿
骨
の
一考
察

第
三
巻

二
六
八

第

二
既

七
二

｢故
に
こ
の
租
税
は
耕
作
に
課
さ
れ
る
も
の
で
め
っ
て
､
土
地
に
課
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
耕
作
を
t
.め
た
者
は
､
そ
の
こ
と
に
よ
,Jl
租

税
を
免
せ
ら
れ
た
o
こ
の
課
税
方
技
は
封
建
的
殴
階
に
在
る
若
干
の
文
明
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
'
カ
ン
ポ
ジ
.ア
に
お
い
T
l

後

に
見
る
如
し

土
地
に
封
す
る
確
利
を
圃
王
に
典
へ
た
法
制
的
国
子
に
渡
合
し
た
の
で
あ
る
.
故
に
土
地
娃
産
物
に
封
す
る
こ
の
十
分
の
山
税
は

約

枚
と
い
ふ
名
目
を
も
っ
て
は
ゐ
る
が
'
頂
掩
情
緒
-
考
へ
や

1-
か
■て
･.･Uる
｡
〃
土
瑚
所
萄
者
た
る
国
王
は
そ
の
臣
展
を
貸
借
人
と
考
へ
'
こ

の
形
式

の
下
に
収
桂
藍
に
比
例
す
る
賃
貸
料
を
,要
求
し
た

O
収
穫
が
良
師
で

為
れ
ば
J¢
る
ほ
ど
'
こ
の
税
は
大
な
る
税
収
を
輿
へ
九
∴
｣

抑
州
地
相

P
c;･
･teL=

･A-.れ
脚
力
ン
JiT
.'J,与

仔
放

け
る
岬

㌫

地
空

し
い
拭
れ
た
が
､
地
利
Lij
は
な
-
F
畑
地
の
作
物
に
封
す

る
枕
で
あ
っ
て
､

右
の
籾
税
と
同
じ
性
質
の
も
が
で
あ
る
｡
そ
れ
は
作
物
と
共
に

l
年
毎
に
襲
更
さ
れ
'
ま
た
土
地
が
耕
作
さ
れ
な

い
場
合
に
は
課
せ
ら
れ
な
い
｡
そ
の
形
態
は
現
物
で
も
金
納
で
も
な
く

作
物
の

7
定
量
は
そ
れ

ぐ
1

1定
額
の
貨
幣
に
換
算
さ
れ

る
｡㈲

胡
根
橋

同
じ
-
土
地
生
産
物
に
封
す
る
棟
SJあ
っ
て
.
栽
培
者

.F
Å
常
-
四

tae
ls
二
五
〇
聖

の
胡
根
の
割
合
で
あ
る
.

現
物
で
も
金
納
で
も
よ
-
'
金
納
の
場
合
に
は
サ
イ
''n
ン
市
場
に
お

け
る
販
貸
借
格
に
よ
っ
て
換
算
せ
ら
れ
た
｡

㈲
砂
糖
税

p
.n
･sk
a
a
.･

砂
糖
生
産
者

1
人
に
つ
き
二
p
h
en
(小
飼
)
又
竺

k
ahom
(LtJE)
年
分
)
で
あ
っ
た
O

以
上
四
硬
は
土
地
生
産
物
に
封
す
る
課
税
で
あ
る
が
､
明
か
に
貸
地
料
た
る
件
質
を
も
つ
も
の
に
左
の
二
東

の
稜
が
あ
っ
た
｡

㈲
無
主
推
挽

･
･王
領
地
の

7
部
に
し
て
､
相
環
人
の
昧
紋
や
地
乗
に
よ
り
撃
王
と
な
っ
た
土
地
を
歯
庫
の
計
算
に
お
い
て
国
民

に
貸
附
け
'
そ
の
賃
貸
料
を
と
る
も
の
で
あ
る
O

㈲

C

11a
m･kZtr
･･
･･チ
ャ
ム
カ

ル

(中
位
の
傾
斜
を
も
つ
河
岸
の
土
地
か
至
洲
の
名
稀
'
替
水
時
の
沈
澱
物
bJT
jし
め
肥
沃
で
あ
る
)
を
ば
国
庫

㌔

の
計
算
に
忠
小
て

'之
を
耕
す
着
tJ+
貸
し
'
料
金
を
と
る
む
の
で
あ
る
.
こ
れ
は
租
碑
で
は
た
く
･
工
嶺

地
の
収
入
で
あ
る
｡

R.Kleinpeter,LeprabJ主mefoncierauCambodg{L,193:7,plr･!I2-93･53)
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王
族
や
官
人
は
無
主
地
や
森
林
を
酪
王
か
ら
借
受
け
.
そ
の
番
人
た
る

m
e･prey
(森
林
の
長
の
意
'
招
じ
で
彼
の

守
る
地
域
の
意
と
も
な
る
)
を
任
命
し
た
｡
こ
の
番
人
は
森
林
や
土
地
の
維
持
に
屠
る
の
で
は
な
く
て
'
開
墾

･
耕
作

･
住
居
等
の
目

的
で
土
地
を
要
求
す
る
者
あ
る
場
合
土
地
の
境
界
を
劃
定
L
t
そ
の
用
宗
に
封
す
る
料
金
を
徴
収
す
る
0
受
纂
者
た
る
王
族
や
官
人

は
親
王
に
封
し
毎
年
贈
物
を
す
る
の
み
で
あ
る
0
番
人
は
樹
木
の
伐
採
に
封
し
て
棟
を
課
し
'
林
産
物
に
封
し
十
分
の

7
税
を
課
し

ま
た
地
域
内
を
通
航
す
る
ジ
ャ
ン
ク
に
封
し
革
洞
祝
を
課
し
､
陸
か
ら
凍
る
外
国
人
や
犀

･
虎

･
象

･
熊
の
狩
猟
者
か
ら
も
税
を
徴

収
し
た
｡

coC
賦
役

R
each･c
hea･car

･

･
特
権
階
級
及
び
そ
の
指
定
考

七
十
歳
以
上
の
党
人
及
十
八
歳
以
f･
の
禾
域
年
者
を
除
-
す
べ
で

の
僻
鮮
な
自
由
民
及
び
国
家
の
奴
隷
は
年
に
九
十
m
間
､
碑
や
橋

･
造
河

･
堤
防
等
の
土
木
工
事
の
た
め
に
労
働
す
る
義
務
が
あ
っ

た
G
こ
れ
は
明
か
に
襟

働
地
代
で
あ
る
O
伸
し
第
千
の
余
r
J以
.I.･j
こ
L
蕊
的
屈
し
絡
た
ERJ
IL.は
析
淋
毒
如

し
'Lij
め
γTT･3
-uTT
た

茄

千

の

村
は
国
王
や
宮
人
に
対
し

T
定
量
の
産
物
を
換
供
す
る
こ
と
に
よ
り
賦
役
狂
免
ぜ
ら
れ
た
o

ま
た
道
路

に

近
い
村
は
S

ai

a･pia
u
(追

路
の
家
の
意
)
を
維
持
修
繕
し
'
附
近
の
池
を
清
潔
に
し
､
毎
晩
若
干
の
番
人
を
出
す
こ
と
に
よ
-
斌
役
を
免
れ
た
｡

93
人
頭
税

p
on
･k
h
tuo
n
････
此
鮫
的
新
し
-
t

l
八
七
〇
年
ノ
ロ
ド
ム
王
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
｡
儲
庚
者
竺

tIO
兼
貸
叉
は
三
ど

ア
ス
･1
ル
'
奴
舞
は
そ
の
年
額
､
病
人
及
び
老
人
は
更
に
少
い
｡
免
税
者
は
二
十

!
歳
以
下
の
未
丁
年
者
'
六
十
歳
以
上
の
老
人
'

壁
人
出
の
奴
隷
'
女
'
若
干
の
官
人
'
僧
侶
､
王
族
及
び
そ
の
使
用
人
'
王
族
や
官
人
か
ら
免
我
語
を
輿

へ
ら
れ
た
者
等
で
あ
る
o

賦
役
労
働
に
召
喚
さ
れ
な
い
す
べ
て
の
住
民
か
ら
徴
収
さ
れ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
'
賦
役
労
働
と
坪
似
し
た
性
質
の
も
の
と
考

へ
る

こ
と
が
で
き
よ
う
｡

南
方
社
軒
の

7
号
寮

第
三
巻

二
六
九

第
二
親

七
三
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南
方
赦
骨
の

7
考
察

第
三
番

二
七
〇

第
二
折

七
E
l

叩
支

部
人
人

頭
税

d
a
rn

･r
l

e-
･
･
外
聞
人
と
見
な
さ
れ
て
ゐ
た
支
部
人
及
び
印
度
人
は

-
エ
業
者

･
商
人

･
栽
堵
者
と
し
て
他
の

/

I

納
税
者
･Li
り
多

-
の
財

産

をつ
'-

つ
て
ゐ
た
の
で
.
十
八
歳
乃
至
五
十
歳
の
者
に
課
さ
れ
た
け
貧
民

･
士
人

･
失
業
者
に
封
し
て
は

牛

漉
さ

れ

'

病
人

･
頗
接
着

は

免

税
さ
れ
る
e

謀
閉
民
よ
し
で
拭
椎
さ

れ
た
｡
･.i.議

八
は
列
紺
八
で
は
あ
る
が
,#
隣
の
顧
族
で
あ
乙
か
ら
稗
金
は
支

那
人
よ
り
は
低
麻
で
あ
っ
た
e

ほ
罰
傘

-
-
最
も
古
-
よ
り
の
収
入
で
.
昔
は
罰
金
刑
が
主
な
刑
罰
で
あ
-
'
鰹
刑
は
す

っ

と
後
に
な
っ
て
設
け
ら
れ
た
主
恩
は

れ
る
そ
し
て
奮
時
に
な
る
ほ
ど
罰
金
は

1
屠
度
数
多
-
且
厳
重
に
課
さ
れ
た
｡

望

見
物
…

･
年
野
蟹
の
若
干
の
土
民
が
献
納
す
る
品
物
で
'

カ
ン
ボ
.I,h
ア
人
が
諸
種
族
を

征
服
し
た
頃
は
砂
金

･
岨

･
木
綿

･

絹

･
象
牙

･
繊
銅
鏡
金
銀
塊
等
が
用
払
ら
れ
た
が
､
後
に
な
る
ほ
ど
少
-
な
っ
た
｡
罰
金
に
競
い
で
最
も
古
い
収
入
で
あ
る
｡

右
lの
二
つ
の
収
入
は
前
期
的
な
も
の
で
あ
っ
て
封
土
制
の
痔
代
叉
は
氏
族
制
社
食
の
時
代
よ
-
の
遺
物
と
思
は
れ
る
｡

′

14
関
税
･
･

す

べ
て
の
国
外
輸
出
品
は
従
慣
十
分
の

T
の
関
税
を
課
さ
れ
た
が
'
各
省
知
事
も
ま
た
大
交
通
路
に
お
い
て
園
内
陶

枕
を
徴
収
し
た
.
そ
の
額
は
碓
償
二
十
分
の

一
と
さ
れ
て
ゐ
た
が
'
畳
々

十
分
の

1
に
連
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡
後
者
は
支
那
の
馨

金
に
似
て
を
-
､
封
建
的
な
要
素
が
濃
い
と
息
は
れ
る
.

15
漁

柴

聴

牌
隊

屠

殺

硯

17
賭

博

硯



18
阿

片

硯

19
滴

＼

硯

以
上
は
権
利
金
若
く
は
猫
占
業
者

へ
の
課
税
で
あ
る
が
､
そ
の
設
定
は
比
較
的
新
し
く

ノ
ロ
ド
ム
王

(
一
八
五
九
十

九
O
四
年
)

又
は
ア
ン
グ

･
デ
ヨ
ン
グ
王

(
1
八
四
五
I
T
八
五
九
年
)
の
時
代
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

以
上
要
す
る
に
常
時
の
財
政
牧
r<
の
中
に
は
､
古
代
的
形
態

の
も
の
や
新
し
い
間
接
棟
碓
蓮
根
的
な
も
の
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
が
'

そ
の
主
題
を
起
す
も
の
は
土
地
生
産
物
に
封
す
る
課
税
'
貸
地
料
収
入
'
斌
役
塔
働
等
で
あ
っ
て
'
現
物
地
代
.
努
働
地
代
又
は
そ

の
単
な
る
貨
簡
換
算
額
た
る
金
納
雅
代
の
琶
質
を
備

へ
た
も
の
で
あ
っ
夜
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
O
従
っ
て

一
言
を
似
て

{許
】

す
れ
ば
p
宮
人
の
収
入
の
源
泉
は
封
建
的
地
代
に
在
つ
た
と
い
へ
る
で
あ
ら

う

｡

し
か
し
､
こ
の
こ
と
は
常
時
の
上
欄
朋
有
関
係
の

本
質
批
明
か
に
せ
ず

L
で
は
未
だ
勤
lHjす
h7
i..七
が
1g'･I告
な
い
の
で
.
槌
に
.Lj
の
土
剤
刷
新
紺
供
K
Er
.い
て
考
摸
し
よ
う
JJ
I乱
ふ
｡

右
の
如
き
封
建

的
貢
租
閲
係
は
'
常
時
の
王
国
の
産
業
構
成
か
ら
も
推
知
し
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
即
ち
常
時
は
集
村
自
邦
経

済
の
時
代
で
あ
っ
て
'
住
民
の
主
要
な
生
業
は
農
業
と
漁
業
の
み
で
あ
っ
た
.
商
業
は
全
然
支
部
人
の
手
中
に
在
つ
た
が
'
国
際
貿

易
も
国
内
商
業
も
飴
り
坂
は
な
か
っ
た
.

ム
ー
オ
は
云
ふ
｡

｢
若
干
-
ン

数
の
雌
弟
'
少
畳
の
象
牙
'
宴
商
人
が
太
湖
で
練
っ
た
魚
'
有
名
Tj
唐
木
及
建
築
用
大
樹
､
棉
花
を
除
い
て
は
'
カ
ン
ボ

ジ

ア
は
何

1
つ
商
貨
の

た
め
に
提
供
し
i:j
い
o
安
帝
の
諾
港
が
欧
洲
人
に
開
か
れ
た
ら
カ
ム
が
ツ
ー
に
住
む
支
那
人
商
人
は

こ
の
町
を
薫
て
る
だ
ら
-
と
思

51

は

れ
る
0
し
か
し
政
治
が
良
け
れ
ぽ
こ
の
地
方
は
多
薮
の
産
物
の
藩
韻
を
牽
ひ
得
る
で
あ
ら
う
｡｣
と
0

諒

一
八
七
二
年
に
お
け
る
カ
ン
ポ
J,,L
ア
の
輸
出
贋
は
僅
か
に

J
O
貰
ピ
ア
ス
ト
ル
で
あ
っ
た

｡

南
方
社
食
の
一
考
察

第
三
者

二
七
i

昧

二
洗

七
五

54) H.Mauhot,op.cit.,p.109･
55).A.BouinalqetA.Paulus.op.･:1.ヒ･,pd567･
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二
七
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第
二
筋

七
｣ハ

エ
巣
か
不
振
で
あ
っ
た
o
常
時
の
エ
糞
叉
は
手
工
業
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
環

賓
石
賃
金
屠
細
工
'
簡
見
な
絹
布
及
綿
布
'

原
始
的
方
法
に
よ
る

精
米
'
精
糖
'
酒
醸
造
'
滞
'
扇
子
'
縄
'
旦
純
な
製
餓
'

良
質
で
は
あ
.N'
が
製
法
の
下
手
な
煉
瓦

蔓

郡
人

文
は
マ
レ
ー
人
搾
瞥
)

手
を
用
払
て
日
周
品
の
み
な
つ
-
る
陶
器
'
水
産
物
加
工
(
恥

と
TfJ
.-墓

両
人
)
等
に
過
ぎ
ず
､
何
れ
も
多
く
手

を
用
ひ
る
極
め
て

原
始
的

な
工
業
で
あ

っ
た
｡
ド
ゥ

‥
7
ネ
ソ
サ
ン
絶
潜
は
ゝ
八
八
九
年
隼

｢
要

す
る
に
今
日
の
乃
ソ京

.･,lL
7-
は
殆

灯

か

1
る
産
米
構

成
が

そ
れ
に
封
雁す
る

買

租
形
態
を
招
郊
し
た
JJ
と
は
む
し
ろ
常
q
rfで
あ
る
.

〓

土
地
所
有
関
係

昔
時
に
お
い
て
土
地
が
国
家
又
は
そ
の
人
格
化
た
る
国
王
の
所
有
で
あ
っ
た
か
'
叉
は
私
人
の
土
地
所
有

棟
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
か
に
つ
い
て
は
'
安
南
壬
園
に
お
け
る
と
同
じ
-
二
つ
の
封
立
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る
｡
雨
着
の
議
論
を
詳

[T

細
に
比
較
検
討
す
る
達
は
な
い
が
'
若
干
の
論
者
に
つ
い
て
そ
の
論
接
を
管
見
し
た
3
,と
息
ふ
｡

土
地
の
国
有
叉
は
王
有
を
王
張
す
る
着
と
し
て
は
'

1
八
八
≡
年
に
ム
ー
ラ
は
左
の
如
-
述
べ
て
ゐ
る
.

｢
カ
ン

ボ
ジ
ア
に
は
土
地
の
私
有
桶
は
存
在
し
な
い
o
何
-
な
れ
-i1
.
人
の
云

ふ
所
に
ょ
れ
ば
'
周
家
が
土
地

の絶
封
的
所
有
者
で
あ
る
か
ら
.

但
Tj
土

地
の
用
黍
は
こ
れ
を
開
墾
し
'
何
ら
か
の
耕
作
特
に
光
の
耕
作
に
充
て
る
肴
に
委
ね
ら
れ
る
0｣

舶

ブ
ル
ユ
ー

エ
ル

も

我
々
の
考

へ
る
や
う
な

私
的
所
有
樺
が

1
八
八
四
年
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
H
l.顕
し
､

住
民
は
土
地

の
単
な
る
用
益
椿
着
で
あ
っ
た
と
見
る
者
で
あ
る
.
即
ち
彼
は
カ
ン

ボ
･-,h
ア
の
湊
律
が
借
入
に
封
L
で
認
め
る
土
地
に
封
す
る
樺
利

が
単
な
る
軸
索
に
よ
っ
て
滑
液
す
る
と
い
ふ
事
賓
に
着
目
し
'

｢非
所
有
に
ょ
つ
て
輸
液
す
る
や
-
な
原

有

権
は
畳
の
意
味
の
所
有
権
で
は
L･bい
O
そ
れ
は
占
有
横
で
あ
る
0｣

56) DeLanessan,L'IndochineFranCaise,1889,p.:326,.U】18,A Bc･uinais
/etA.PauJus,op.cit.,p.565.

57) A.Klelnpeter,Op.Clt:.,p,103etsuivl
58) J.Mour且.op.clt..T.1,p･347又 p･265･
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ま

ェ
張
し
た
の
で
あ
る
.

コ
ラ
ー
ル
も

シ
ゾ

ワ
ッ
ト
王

(
t
九
〇
四
-

7
九
二
七
年
)
の
時
代
に
所
有
樺
制
度
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
は
.

人
民
の
槽
利
は
周
釜

■

椿
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
見
て
ゐ
る
｡

｢王
の
協
力
を
待
て
､
我
々
は
我
々
の
保
辞
氏
に
封
し
て
最
も
噂
し
い
曙
物
を
し
た
｡
即
ち
我
々
は
嘗
顔
役
等
の
所
有
に
魔
す
べ
き
で
あ
る
の
に

用
益
槽
し
か
も
に
な
か
っ
た
土
地
を
彼
等
に
輿
へ
LIの
で
あ
る
D
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
が
土
地
に
つ
い
て
話
す
場
令
に
は
'
彼
の
建
て
た
家
か
作
物
の

み
を
意
味
し
T
る
た
｡
彼
等
は
用
益
械
背
に
過
ぎ
ず
'
未
だ
不
姿
定
な
地
仕
に
在
っ
た
二

二
年
間
耕
作
し
な
い
場
合
に
は
土
地
に
封
す
る
1
切
の

槽
利
を
失
っ
た
0
枚
に

土
地
は
彼
の
所
有
物
で
は

な
か
っ
た
e
姫
は
用
益
姫
を
･d
つ
の
み
で
ゐ
L

波
S
L子
も
こ
れ
に
巣
資
を
浅
ま
し
め
る
と
い

ふ
偲
仲

附
で
彼
の
後
に
こ
の
用
益
補
を
も
っ
た
の
で
あ
る
.
こ
の
傾
伸
が
適
さ
れ
れ
ば
'
+
議

は
結
締
S
保
誰
を
受
け
'
か
-
保
讃
せ
ら
れ
る
土

地
は
誹
詔

･
領
軍
･
質
入
｡
治
階
の
封

県
と
Lj{つ
に
｡
-㌫

し
､
こ
の
候
件
が
準
YTJ
m
･.-.t
い
鉛
丹
に
は
胤
ヤ

盲

の
iJ旭
は
上
や
脚
す
=
と
LI

7

･｡
茄
の
陳
件
Je･J流
す
人
間
の
出
有
物
と
,..;-つ
た
｡
こ
れ
は
明
か
に
所
有
物
で
は
な
か
った

.｣

他
方
'
土
地
私
有
槽
を
認
め
る
者
に
は

ル
ク
レ
ー
ル
､
プ
デ
イ
ヨ
ン
､

モ
リ
ゾ

ン
等
が
あ
る
.
ル
ク
レ
ー
ル
は
､｢
囲
王
は
筆

土
閲

の
土
地
の
所
有
者
で
は
な
-
'

桶
爺
構
音
で
あ
･S1
'

国
王
が
土
地
に
関
し
て
も
つ
棒
利
は

特
殊
の
主
構
で
あ
っ
て
所
有
棲
で
は
な

い
｡
虞
の
土
稚
所
有
碑
者
は
国
民
で
あ
る
｣
と
見
､
(
イ
)閑
居
の
土
地
は
未
開
喪
の
ま

1
で
は
非
生
産
的
な
も
の
で
傭
人
に
譲
渡
さ

れ
る
が
'
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
土
地
は
杢
-
性
質
を
饗
じ
て
自
由
と
･な
-
'
責
貫

･
贈
輿

二
父
換

･
譲
渡

･
禰
横
が
自
由
に
出
奔
る

忙
到
-
'
囲
王
は
こ
れ
に
封
し
王
梓
を
も
つ
の
み
と
な
る
こ
と
､
(
ロ
)個
人
の
手
に
落
ち
た
土
地
は
､
彼
が
土
地
を
耕
作
し
て
ゐ
る

醍
-
は
誰
も
1

知
事
や
王
と
経
も
･
-

空

屋

矧
債
を
せ
ず
し
て
は
之
を
没
収
し
得
な
い
こ
と
.
(
ハ
)
前
所
有
樺
の
親
族
は
そ
の

土
地
の
買
戻
に
際
し
て
優
先
槽
を
も
つ
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
'
土
地
私
有
権
の
存
在
は
香
定
で
き
な
い
と
論
じ
て
ゐ
る
｡
係
印
の

南
方
鹿
骨
の
一
考
寡
J

第
三
番

二
七
三

第

二
就

七
七

59) H.Bruen,Delaconditionjuridi｡uedesterresauCambodge,1924,
Kleinpeterの引用による｡op.° it.,ppl13P,114･

60) P.Collard,op.cit.,pp.242,243.
61) A.Lecl占re,DroitpriV占,pp.'255-'2,68.
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方
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食
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一
考
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第
三
番

二
七
四

第

二
郎

七
八

.

土
碓
改
革
案

の
起

草
者
プ
デ
ィ
ヨ
ン
,d･Ot

国
王
が
国
士
の
唯

一
縦
封
の
所
有
者
で
あ

っ
た
の
は
遥
か
苦
の

こ
と
に
過
ぎ

な
い
と
し
､

T
I

OJ･Prasa
t
の
石
碑
の
刻
字
を
語
接
と
し
て
､
班
に
十
世
紀
以
釆
個
人
の
土
地
斯
有
椿
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
と
見
て
ゐ
る
.
鞭
に
よ

れ
ば

'カ
ン
ボ
ジ
ア
法
典
に
は
土
地
の
圃
鰹
的
所
有
の
存
在
垂

不
す
候
文
は
無
-
'
王
甑
の
土
地
所
有
に
封
す
る
圃
王
の
堅
烏
陳
を

示
す
候
文
は
存
在
し
た
い
｡

士
拙
河
有
に
師
す
る
低
文
は
す
べ
て
土
地
私
有
僻
の
有
季

.竺
那
デ
も
の
で
あ
る
.V
即
ち

妹
蝿
は
､

耕

作

･
準
繋
他
占
百

･
純
綿
瑠
LJi
よ
.k=･士
胞
私
端
株
r〃
楠
墜

た
m
縦
桁

∴
即
1.1･:
紫

仰

…
軍

人
昨
よ
ア
鹿

的
等
倍

つ

い

て

便
々

の

規

定
を
設
け
て
ゐ
る
.
住
民
の
慣
習
も
こ
の
規
定
と
ム
ロ
致
し
て
ゐ
る
e
ま
た

1
八
七
七
年

1
月
十
五
日
の
王
命
に
よ
り
造
ら
れ
た
税
制

は
土
地
所
有
よ
や
の
椀
と
し
て
･
森
林
使
用
税

･
貸
地
料
の
外
に
地
租
を
奉
げ
て
ゐ
る
が
･
之
は
土
地
私
有
を
示
す
も
の
で
あ
りOoo

最
後
に
モ
リ
ヅ
ン
は
'
プ
チ
イ
ア
ン
と
共
に

T
u.
1･P
r
｡S｡t
の
石
碑
の
刻
字
を
以
て
ク
パ
ル
王
観
に
お
け
る
土
地
私
有
の
有
巷
の

詮
接
と
見
る
と
共
に
'

!
六

一
八
年

P
･rea
s
C
hey
Chesd
LLla
王
が
即
位
の
時
に
'
人
気
の
た
め
自
己
の
土
地
所
有
樵
を
地
案
し
た

JJ
と
に
よ
-
'
嘗
カ
ン
ポ
ジ
丁
の
土
地
私
有
が
生
れ
た
と
見
て
ゐ
る
｡
ま
た

1
八
七
七
年
の
王
命
が
チ
ャ
ム
カ
ル
の
土
地
は
人
民
に

貸
す
の
み
で
依
然
国
王
所
有
地
た
る
べ
き
こ
と
を
定
め
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
､
そ
の
他
の
土
地
に
封
す
る
王
樺
は
薄
軸
で
あ
っ

6

た
と
見
て
ゐ
る

｡

以
上
の
如
-
､
諸
単
著
の
見
解
は

1
致
し
た
い
O
翻
っ
て
法
律
の
候
文
を
み
る
と
､
こ
の
相
反
す
る
見
解
の
何
れ
の
側
に
も
そ
れ

そ

･論
塘
と
な
る
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡

即
ち
~
カ
ン
ポ
.･IL
T
法
典
の
中
に
は
､

囲
王
を

｢
土
地
の
主
｣
｢
生
命
及
び

土
地
の
主
｣
｢
土
地
及
び
水
の
長
｣
と
呼
び
'
ま
た

｢
王
に
屠
す
る
も
の
た
る
土
地
に
存
す
る
物
は
す
べ
て
王
の
所
有
物
で
あ
る
｣
､

｢
王
樹
の
1
助
の
土
地
の
所
有
者
た
る
王
｣
等
の
文
句
も
あ
る
.

ま
た
Hl
の
五

つ

の
財
物
と
し
て
'

人
民

･
水

･
山
の
外
に
土
地
及

62) A.Boudl】lozl,Ler占gimedelaproprj6te]oncはleenhdoChlne,19:L5,
pp.99-115.

63) R.Kleinpeterの引用によるo op,clt,ppllF,]16



び
森
が
聾
け
ら
れ
'
王
の
即
位
式
の
際
に
は
土
地
に
封
す
る
王
の
樺
利
を
表
明
す
る
言
葉
が
述
べ
ら
れ

た

｡

近
-
は

1t
八
六
三
年
八

月
十

l
日
の
保
護
領
傑
約
の
第
十
八
保
は
'
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
王
が
三
郎
の
森
林
の
使
用

･
材
木
の
伐
採
樺
を
フ

ラ
ン

ス
に
移
譲
す
る

旨
を
定
め
'
ま
た

山
八
八
四
年
六
月
十
七
日
の
候
約
の
第
九
保
は
'
今
日
ま
で
専
ら
宮
廷
の
所
有
物
で
あ
っ
た
王
国
の
土
地
の
不
可

譲
渡
性
を
願
案
す
る
旨
定
め
て
ゐ
る
.

他
方
に
お
い
て
'
土
地
私
有
椎
を
窪
め
た
も
の
と
僧
は
れ
る
汗
文
も
莱
干
あ
る
｡
法
典
は
殆
ど
常
に

｢
所
有
者
｣
と
い
ふ
語
を
周

班
.｢
占
有
者
｣
と
い
ふ
語
を
席
払
る
こ
と
は
少
い
O
ま
た
土
地
に
封
す
る
杵
利
が
相
帯
や
遺
言
に
よ
っ
て
移
儲
さ
れ
る
と
･1/

土
地

が
膏
男
山

質
入

･
貸
借

･
質

店
借
の
封
象
と
な
る
こ

と
.
二.E.年
間
土
地
を
拙
乗
す
れ
ば
土
地
梓
利
は
偲
<
の
千
に
移
る
こ
と
等
を
規

･㌧

定
し

た
法

文
は
法
典
の
諸
所
に

散
見
す
る
の

で
あ
る
｡

I-
-

G

説
明
に
碓
は
う
･tJ
L*
･y

即
ち
､

一
方
に
お
い
て
.
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
程
々
の
自
然
的
融
合
的
諸
候
件

は
'
土
地
所
有
の
不
安
定
性
を

招
き
'
用
益
的
卓

旬
を
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
土
地
所
有
椎
の
本
質
た
ら
し
め
'
従
っ
て
闘
王
を
し
て
土
地
所
有
着
た
ら
し
め
た
.
ち

つ
と
詳
し
く
い
へ
ば
'
特
に
地
理
的
要
田

(
土
地
の
偲
状
､
高
温
､
常
水
)'
人
口
的
要
囲

人

口
に
比
し
て
耕
地
の
男
富
字

｣と
)'
財
政
的

要
因

(
土
地
そ
の
も
の
で
ハナ
,'
土
地
の
収
穫
へ
い
課
税
)
は
'

心
理
的
宗
教
的
要
因
に
よ
る
牧
種
の
寡
少
と
神
俣
つ
て
¶

住
民
が

一
箇

所
に
定
任
し
て
同

丁
土
地
に
固
執
す
る
JJ
と
な
か
ら
し
め
'
国
内
各
地
を
韓

々
し
て
不
安
定
な
耕
作
を
行
は
し
め
た
｡
従

っ
て
個
人

の
土
地
所
有
樽
は
確
立
せ
ず
'
耕
作
権
の
み
が
重
ん
じ
ら
れ
'
鍬
に
よ
る
獲
得
や
長
期
の
地
乗
に
よ
る
模
利
喪
失
の
慣
習
が
形
成
さ

れ
た
.
か
く
て
人
民
の
土
地
椿
の
本
質
は
耕
作
構
鞘
益
博
と
な
-
'
土
地
所
有
梓
は
.
王
凶
の
最
高
の
横
力
者
た
る
親
王
に
屠
す
る

南
方
社
食
の
T
考
察

弟
三
巻

二
七
五

第

二
就

七
九

64) ibid.,pp.1041108,
65) lbid.,pp.108-1】2.
66) ibld.,pp.117-ユ24｡

･
Tl-
一l川



南
方
融
合
の
l
考
察

第
三
番

二
七
六

第

二
班

.<C)

外
は
な
か
つ
た
の
LEJ
あ
る
O
観
王
も
ま
た
土
地
授
輿
の
樺
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡

何
と
な
れ
ば
'

人
口
は
少
い
の
に
土

地
は
幾
ら
で
も
あ
る
か
ら
､
誰
で
も
自
由
な
土
地
を
占
有
し
得
､
土
地
授
輿
酷
希
求
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
O
囲
壬
も

ま
た
'
貧
困
な
盤
民
は
土
地
授
輿
に
劃
し
て
金
を

肌
納
す
る
カ
が
な
い
の
で
p

た
ゞ
租
税
の
形
で
'
快
催
物
に
対
し
十
分
の
1t
穂
む

課
す
る
の
み
に
止
め
た
の
で
あ
る
.
JJ
の
生
遣
物
課
税
は
'
首
然
貸
地
料

p
rix
d
e
ioL.a
tio
n
と
考
へ
る
べ
き
で
'
土
地
授
輿
に
封

す
る
代
伐
で
は
な
レ
･
ii
IilJな
;
は
い
;iJり
雑
托
T･㌔

土
地
縛
梢
の
桟
に
桁
は
れ
や
S
m
で
あ

づ

㌔

11
弛
傭
昂
の
前
に
朽
は
れ
る

ー

も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
O

他
方
に
お
い
て
'
財
澱
的
要
因

(農
業
の
指
溝
に
ょ
り
収
入
の
増
加
を
園
る
必
要
)
や
人
樺
的

･
塵
取
的

･
心
理
的
要
因

(催
民
の
怠
惰

や
無
関
心
)
は

'
耕
作
者
に
封
し
て
便
宜
と
保
障
と
を
輿

へ
'

以
て
耕
作
を
可
能
に
し
て
奨
励
す
る
土
地
立
法
を
聾
生
せ
し
め
た
｡

即
ち
,努
働
に
よ

る
土
地
の
樺
得

･
譲
渡

･
相
鯨

･
貸
借

･
賃
貸
借

･
質
入
等
を
認
め
た
の
で
あ
る
｡
た
ゞ
最
後
的
土
地
所
有
樺
の
み

は
絶
封
椎
を
も
つ
図
三
の
手
に
保
留
さ
れ
た
が
､
そ
の
他
の

1
切
の
柿
利
は
国
民
に
輿

へ
ら
れ
た
の
で

あ
る
.
ま
た
最
後
的
樺
利
を

も
っ
て
ゐ
な
-
て
も
排
作

者

は
不
都
合
を
感
じ
な
か
っ
た
｡
何
と
な
れ
ば
'
血静

と
し
て
の
没
収
の
場
合
を
除
い
て
は
'
国
王
は
土

地
没
収
棟
を
行
使
し
て
も
'
徒
ら
に
耕
作
を
害
し
財
政
収
入
を
少
く
す
る
の
み
で
あ
る
か
ら
'
容
易
に
複
版
樺
を
韓
は
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
｡

右
心
如
き
解
樺
を
承
認
す
る
た
ら
ぼ
'
最
終
的
土
地
所
有
椎
は
国
王
の
手
に
在
り
'
人
民
は
菅
摩

上
土
地
所
有
と
異
ら
ざ
る
用
益

椎
を
も
つ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
0
然
ら
ば
人
民
が
納
付
す
る
寅
租
は
'
本
質
的
に
は
地
代
で
あ
っ
た
と
い
ふ
前
述
の
見
解
も

富
然
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
｡

三

身
分
関
係

最
後
に
'
直
接
生
産
者
た
る
豊
民
が
如
何
に
身
分
的
拘
束
を
受
け
雑
桝
外
的
強
制
を
受
け
た
か
に
つ
い
て
見

ib王d.,pp.118-119.67)



済

価
層

儒

遜

濁
驚

き

,

f

r

1

--鷹

よ
う
0
身
分
的
拘
束
の
第

7
は
.
国
王
と
人
民
'
主
人
と
奴
紫
と
の
間
の
君
臣
主
催
関
係
の
存
在
で
あ
る
｡

と
の
甜
係
が
税
の
徴
収

に
お
い
て
作
用
す
る
態
様
に
つ
き
'
粗
租
徴
収
の
例
は
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
｡

圃
王
の
派
遣
す
る

O
c
n
h
E1･lu
o
n
g
と
そ
の
補
助
者
た
る

M
e
k
o
n
g
と
は
省
知
事
の
所
へ
赴
き
'
多
-
の
官
人
の
列
座
す
る
前
で
王
の
勅
書
を

倦
達
し
.
省
知
事
は
恭
し
-
命

を
奉
じ
て
之
に
養
力
す
る
こ
と
を
嘗
ふ
｡
こ
の
式
の
後
'
前
二
者
は
省
知
事
の
掘
遣
す
る
官
人
と
共
に
省
内
の
す

べ
て
の
村
を
娼
-
'
す
べ
て
の
村
長
に
骨
か
､
命
を
庫
達
㌻
る
O
後
旨
は
耕
作
者
や
清
人
の
表
を
撞
出
し
'
収
税
さ
れ
た
粗
の
全
部
を
徴
税
官
に

知
ら
し
め
る
-
い
上
菅
を
ぜ
ね
は
な
ら
ぬ
O
そ
し
て
彼
等

に従
っ
て
す
べ
て
の
住
民
の
家
に
赴
-
O
各
家
の
前
で
徴
税
官
た
ち
は
立
停
-
'
主
人

を
呼
び
'
不
在
な
ら
ば
呼
び
に
や
る
.
iil人
か
妻
か
代
哩
昔
が
来
る
と
徴
税
官
た
ち
は
家
へ
の
階
段
を
上
h
l.
穀
物
置
場
に
宅
内
4･J
せ
る
｡
そ
し

て
肱
と

C
h
a
m
･a
m

(栂
指
頭
と
小
指
頭
J
J
の
距
離
)
と
下
由
篭
の
た
.い
さ
や
雑
事
か
.測
り
.
入
れ
T
や
心
根
の
高
さ
を
洲
･Ej

柵
の
愚
を
柚
算

す
る
.
鶴
首
は
通
常
賓
際
蒐
よ
-
も
大
で
dE芸
か
ら
'
耕
作
者
は
こ
れ
TLl
読
耕
し
､
貨
際
dp.1.以
下
の
蓮
を
111東
す
る
.
T.tI-1J
で
双
方
は
き
ん
-J品

熊
入
れ
の
舶
JI
tS
滞
ii
軌
･T.I
.-
朝
議
七
･芯
J

.
方
に
ま
徴
税
J耳
i
他
方
に
漣
戊

と
･.rの
#
L.
q
i.1
い
仲
介
瑞
は
和
讃
Ii-苛
知
串
妹
践
甘
で
透
る
〈

籾
畳
が
決
定
さ
れ
る
IU
蓑
に
記
入
さ
れ
る
.
こ
の
商
議
は
ih.判
J
J呼
ば
れ
'王
徴
税
官
の
収
入
と
し
て
槻
三
tc,C
(
二
EjH.
八
百
式
)が
徴
収
さ
れ
る

｡

硯
の
徴
収
に
紺
す
る
所
定
の
事
項
を
細
心
の
注
意
を
以
て
遵
守
し
な
い
省
知
事
や
相
方
官
吏
は
大
な
る
罪
を
犯
す
も
の
と
認
め
ら

謝

れ
'
昇
進
の
途
を
塞
が
れ
る
の
で
あ
る
｡
な
ほ
国
王
の
奴
隷
及
び
私
人
の
奴
隷
の
中
に
農
奴
に
近
い
性
質
を
も
つ
も
の
が
あ
っ
た
こ

と
rは
商
連
の
如
-
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら
が
主
従
関
係
に
よ
り
束
縛
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
言
を
侯
た
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
.

第
二
は
保
護
者
制
度
で
あ
る
｡
自
由
民
の
有
す
る
白
由
は
､
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
著
し
-
制
限
さ
れ
た
｡
帝
連
の
如
-
'
自
由
民

は
官
人
の
中
か
ら

1
人
を
選
び
'

こ
れ
を
保
護
者
と
せ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
の
官
人
は
現
職
の
も
の
で
も
よ
か
つ
た
が
'
こ
の

保
護
者
は
政
府
と
自
由
民
と
の
闇

竺

止
ち
'
納
税

･
兵
役

･
斌
役

･
裁
判
官
等
に
お
い
て
'
自
由
民
の
庇
護
者
た
る
と
共
に
'
ヨ

リ

屡

々
政
府
の
代
理
人
と
な

っ
た
O
保
護
者
は
'
壬
徴
税
官
の
代
-
に
園
庫
の
た
め
に
租
税
を
徴
収
し
'
政
府
に
封
し
て
租
税
の
収

入

南
方
鹿
骨
の

一
考
案

第
三
懸
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南方社食の1考察第三亀二七八第二折八二

額につき責任を負ひ滞納者に督促した｡また駄役労働に昔つては､王の命により'白巳の被保護者C.m]ang(力の意)を集め'自ら彼等を仕事場に連れてゆ-か､又はJTTT-巳の部下なる官人か親族の1.人に連れて行かせた｡そして労働の或部分を監督することもあった｡被保護者が逃亡するとi彼はこれを探し-逮捕し'仕事場に連れ属す背任があった｡との保護者の御慶は著しく行政を容易ならしめ'被保護者よりむしろ観象に山暦有爺であっ

T~

多かった｡しかし'人民は自ら保護者む選び'これむ尊敬したので'彼の命に管-こきは帯て彦/J六･.Rl之偵護者制度が封土制時代の主権関係の遺物と考へられることは前述の如くである｡この制度は次第に蓑微Ltその

楼能は行政営局に取って代られ'十九世紀末には殆ど政治的勢力をもたなくなった｡

第三は刑罰である｡旋税者に封する罰は蕨しく'晩れようとした税額の五倍を徴収せられ､三十回の腎刑に魔

｢

せられた｡また硯簿上の納税者の名を抹消した者は'財産没牧を伴ふ斬罪'国王の奴頴への編入'llヶ月の禁銅

;.

と免職､筒頭引廻しと二倍の罰金'十五d.mtungの罰金､諜賛､の中何れかの罰に虞せられたOまた賦役努働を免れんがために無断で保護者の許に身を降した者がある場合には'彼の宴と子とは彼の障る日まで首柵を鱗めら

=7

れ'彼が掃って奉ると妻子が放免される代りに'彼は懲しめのため引廻しの刑に虞せられた.また或者が他の村や省へ逃亡し'保護者が彼を逃亡者として昔愛した場合には'その地で彼と結婚した妻とその両親とは罰金の刑に鷹せられ'子は父母との間で分けられ'彼が奴隷である場合には､妻は同様に罰金の刑に虞せられ'子は父母の問に分けられたoまた賦役弊働を免れるがために'豪族や他人の子を伴って国境を超え'これらを外囲望買る意圏を有すと認められた者は謀叛郡を犯すものと見られ'玉の緒赦により死刑や投獄を免ぜられた場合には五十
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回
の
晋
及
び
安
ら
う
と
し
た
人
間
の
慣
値
の
三
倍
の
罰
金
刑
に
鹿
せ
ら
れ
た
.
奴
意
は
主
人
の
財
産
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
逃
亡
は
主

人
を
害
す
る
罪
と
し
て
特
に
僅
々
の
規
定
に
よ
る
罰
を
受
け
た
｡
逃
亡
し
た
十
二
歳
乃
至
六
十
方
歳
の
男
子
奴
廉
は
二
1,+
回
'
女
子

Lq

奴
帝
は
二
十
五
回
の
筈
刑
に
虞
せ
ら
れ
'
そ
の
債
務
は
増
加
し
'
こ
れ
を
布
助
牒
覆
し
た
者
も
罰
せ
ら
れ
た
.
以
上
の
如
く
裁
判
に

伐
ら
な
い
場
合
で
も
'
省
知
事
は
'
自
己
の
命
に
服
従
し
な
い
者
や
軽
罪
を
犯
し
た
者
に
封
し
.
屡
々
任
意
に
等
刑
を
行
使
し
得
た

i?

の
で
あ
る
O
か
1
る
刑
罰
が
人
民
の
移
動
を
制
限
し
'
財
政
収
入
を
確
保
す
る
上
に
役
割
を
演
じ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
.

以
上
カ
ン
ボ
ジ
ア
社
骨
の
経
済
的
基
礎
を
考
察
し
'
貢
租
関
係

･
土
地
所
有
関
係

･
身
分
関
係
を
中
心
と
し
て
昔
時
の
生
産
関
係

の
本
質
を
考
案
し
た
の
で
あ
る
が
'
結
局
常
時
の
生
産
関
係
は
'
本
質
的
に
は
領
主
と
身
分
的
拘
束
を
蒙
る
農
奴
と
が
封
立
L
t
封

建
地
代
が
徴
収
さ
れ
る
封
建
的
生
産
関
係
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

フ

ラ
ン
ス

領
有
常
時
に
お
け
る
カ
ン
ポ
.･･h
ア
融
合
の
性
格
の
考
察
は
'
同
時
代
の
安
南
社
食
の
そ
れ
と
同
様
な
結
論
に
導
く
も
の

で
あ

る
｡
即

ち
曹
カ
ン
ボ
ジ
ア
社
骨
は
'
政
指
的
構
成
を
み
れ
ば
中
史
集
樺
的
官
僚
支
配
社
食
で
あ
る
が
'
そ
の
経
済
的
基
礎
は
封

建
的
生
産
関
係
と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
か
1
る
特
殊
の
結
び
つ
き
を
東
海
的
封
建
制
と
呼
ぶ
と
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
t
か

/

･,
る
東
洋
的
封
建
制
の

1
例
と
し
て
薗
カ
ン
ボ
ジ
ア
朴
含
む

一
つ
加
へ
得
る
わ
け
で
あ
る
｡､

こ
1
で
問
題
と
な
る
JJ
と
は
'
封
建
的
生
産
関
係
の
基
礎
の
上
に
'
或
社
食
で
は
封
土
即
政
指
で
構
成
さ
れ
､
他
の
社
骨
で
は
官

僚
政
治
が
構
成
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
'
如
何
な
る
事
情
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
t
と
い
ぶ
疑
問
で
あ
る
｡
し
か
し
'

こ
れ
は
こ
1
で
簡
単
に
論
及
す
べ
き
問
題
で
も
な
い
｡
後
日
の
考
究
に
侯
ち
た
い
と
思
ふ
｡

南
方
赦
骨
の
7
考
察

第

三
番

二
七
九

第
二
統

八
三
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