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植

村

泰

夫

【
要
約
】
　
一
八
一
六
年
に
ジ
ャ
ワ
に
復
帰
し
た
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
権
力
は
、
一
八
｝
九
年
選
挙
法
に
よ
リ
デ
サ
首
長
の
住
民
選
挙
原
理
を
法
制
化
し
た
。

こ
の
原
理
は
一
八
五
四
年
統
治
憲
章
で
再
確
認
さ
れ
、
そ
の
具
体
化
作
業
が
開
始
さ
れ
、
一
八
七
八
年
選
挙
法
が
公
布
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
一

八
｝
九
年
選
挙
法
と
比
べ
る
と
、
植
罠
地
権
力
が
選
出
に
対
し
て
影
響
力
を
行
使
し
「
不
適
格
者
」
を
デ
サ
首
長
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
方
向
も
み
ら

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
方
向
性
は
、
一
九
〇
七
年
の
選
挙
法
改
正
に
お
い
て
一
層
強
め
ら
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
選
挙
法
の
実
際
の
導
入
は
か
な
り
遅
れ
、
ま
た
実
施
さ
れ
た
住
民
選
挙
に
は
選
挙
法
の
規
定
か
ら
の
逸
脱
が
多
く
見
ら
れ
た
。
即
ち
、
デ
サ

内
の
有
力
者
層
は
党
派
を
形
成
し
て
デ
サ
首
長
職
を
争
い
、
買
収
や
陰
謀
が
横
行
し
た
。
同
時
に
、
住
民
の
多
数
が
「
自
由
」
選
挙
を
通
じ
て
、
わ
ざ
と

「
不
適
格
者
」
を
選
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
植
民
地
権
力
の
課
す
諸
負
担
を
軽
減
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
よ
り
、

デ
サ
首
長
の
社
会
的
地
位
は
必
然
的
に
低
下
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
三
巻
一
号
　
一
九
九
〇
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

筆
者
は
、
先
に
二
九
世
紀
後
半
～
二
〇
世
紀
初
頭
ジ
ャ
ワ
・
マ
ヅ
ラ
の
デ
サ
首
長
の
社
会
的
地
位
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
四
七
i

三
、
以
下
、
婬
心
と
略
す
）
に
お
い
て
、
デ
サ
首
長
の
デ
サ
内
に
お
け
る
地
位
が
次
第
に
低
下
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
そ
の

際
、
こ
の
時
期
に
如
何
な
る
人
々
が
ど
の
よ
う
に
し
て
デ
サ
首
長
に
選
ば
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
次
の
課
題

と
し
て
お
い
た
。
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こ
の
問
題
と
か
か
わ
り
が
あ
る
従
来
の
我
国
で
の
研
究
に
は
、
内
藤
能
房
氏
の
「
一
九
世
紀
中
葉
の
ジ
ャ
ワ
村
落
と
村
落
運
営
に
つ
い
て
」

（『

A
ジ
ア
研
究
』
二
五
－
三
・
四
、
一
九
七
九
）
が
あ
り
、
こ
の
中
で
氏
は
「
村
役
人
扁
の
決
定
方
法
を
国
和
の
記
事
に
依
拠
し
て
概
括
的
に
論

じ
、
以
下
の
特
長
点
を
指
摘
さ
れ
た
。
即
ち
、
ω
選
挙
法
の
原
則
の
浸
透
の
遅
れ
、
②
強
欄
栽
培
制
度
に
よ
り
そ
れ
が
歪
め
ら
れ
、
上
級
権
力

に
よ
る
恣
意
的
な
村
長
の
首
の
す
げ
か
え
が
頻
発
し
た
こ
と
、
③
村
長
選
出
に
は
世
襲
原
理
が
存
在
し
、
こ
の
こ
と
は
現
実
に
住
民
が
自
分
達

の
望
ん
だ
人
物
を
実
質
的
に
得
る
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
ω
し
か
し
、
上
級
権
力
の
干
渉
が
選
出
に
実
質
的
効
果
を
及
ぼ
す

こ
と
も
あ
っ
た
、
㈲
被
選
出
要
件
と
し
て
、
村
内
居
住
者
か
つ
耕
地
保
肩
者
、
村
長
の
一
族
、
草
分
け
ま
た
は
そ
の
子
孫
、
裕
福
で
人
望
が
あ

り
住
民
に
影
響
力
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
在
地
の
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
、
⑥
有
権
者
資
格
は
地
方
に
よ
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
、
⑦

選
挙
は
、
上
級
宮
吏
列
席
の
も
と
に
デ
サ
、
あ
る
い
は
郡
長
宅
で
実
施
さ
れ
た
、
の
七
点
で
あ
る
。

　
筆
者
も
、
国
・
笥
．
に
依
拠
し
て
そ
の
段
階
に
お
け
る
デ
サ
首
長
選
挙
の
特
色
を
整
理
す
れ
ば
確
か
に
こ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
が
、
氏
の
指

摘
は
多
分
に
形
式
面
に
偏
り
す
ぎ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
相
互
の
関
係
を
歴
史
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
な
お
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
う
。
小
論
で
は
、
そ
う
し
た
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
　
一
九
世
紀
に
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
権
力
が
導
入
し
た
「
自
由
選
挙
」
の
実
際
が
如

何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
討
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
前
稿
で
残
し
た
課
題
に
解
答
を
与
え
、
併
せ
て
デ
サ
社
会
に
お
け
る
「
自
由
選
挙
」

の
音
心
味
を
考
え
て
み
た
い
。

　
以
下
、
小
論
で
は
、
先
ず
オ
ラ
ン
ダ
の
導
入
し
た
選
挙
法
の
内
容
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
、
次
い
で
そ
の
実
際
の
導
入
の
事
情
を
検
討
し
、

最
後
に
そ
の
も
と
で
の
「
自
由
選
挙
」
の
実
情
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
剛
章
　
選
挙
法
の
変
遷
と
そ
の
特
色

植
民
地
権
力
が
ジ
ャ
ワ
の
デ
サ
の
首
長
の
選
出
に
関
し
て
規
定
し
た
最
も
初
期
の
法
令
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
ダ
ン
デ
ル
ス
統
治
時
代
の

一
八
○
八
年
に
北
東
海
岸
地
域
の
行
政
機
構
の
再
編
に
つ
い
て
公
布
さ
れ
た
命
令
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
ブ
パ
テ
ィ
を
は
じ
め
と
す
る
首
長
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は
総
督
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
「
プ
テ
ィ
ン
ギ
あ
る
い
は
ル
ラ
ー
は
、
ど
こ
で
も
住
民
自
身
に
よ
っ
て
選
出

さ
れ
、
年
々
交
替
す
る
の
で
、
例
外
と
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
デ
サ
の
首
長
は
住
民
選
出
で
あ
る
と
い
う
慣
行
を
存
続
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ

①た
。
同
地
方
の
最
も
西
側
に
位
置
す
る
チ
ル
ボ
ソ
に
つ
い
て
も
、
「
い
わ
ゆ
る
プ
レ
ン
タ
ス
，
（
箕
窪
δ
ω
）
即
ち
最
下
級
の
デ
サ
首
長
は
、
旧
慣
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

従
っ
て
、
住
民
の
手
で
選
ば
れ
る
こ
と
に
よ
り
年
々
交
替
す
る
」
と
、
同
様
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
デ
サ
首
長
の
住
民
選
出
を
、
ジ
ャ
ワ
の
直
轄
支
配
地
域
全
域
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
制
度
と
し
て
宣
言
し
た
の
は
、
そ
れ
に
続

く
イ
ギ
リ
ス
統
治
時
代
で
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ワ
統
治
の
責
任
老
で
あ
っ
た
副
総
督
ラ
ッ
フ
ル
ズ
は
、
各
地
に
派
遣
し
た
官
吏
の
調
査
報
告
を
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
、
一
八
一
四
年
二
月
一
一
B
の
法
令
の
中
で
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

ω
　
「
1
1
．
ジ
ャ
ワ
村
落
の
住
民
首
長
は
、
太
古
以
来
の
慣
行
に
よ
っ
て
、
治
安
維
持
に
努
め
る
こ
と
で
あ
れ
、
領
域
内
で
発
生
す
る
小
紛
争
の
調
停
で
あ
れ
、

　
あ
る
い
は
税
の
徴
収
や
、
よ
り
頻
繁
に
は
労
役
の
徴
発
を
行
な
う
こ
と
で
あ
れ
、
そ
の
村
落
に
関
連
し
た
避
退
の
全
般
的
な
監
督
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
考

　
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
そ
の
職
は
選
挙
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
が
行
使
す
る
権
力
は
仲
間
の
佐
民
達
に
よ
り
彼
に
委
任
さ
れ
て
き
た

　
　
　
　
④

　
の
で
あ
る
。
」

②
「
題
．
各
村
落
に
は
（
℃
①
陣
膝
撃
ω
p
冨
♂
い
昌
蜀
一
ど
内
薯
F
銀
弓
α
9
な
ど
、
こ
の
国
の
慣
習
に
よ
っ
て
如
何
な
る
名
称
の
も
と
に
認
め
ら
れ
よ
う
と
も
）
　
一
人
の
首
長

　
が
お
り
、
村
落
自
身
の
住
民
の
手
で
彼
ら
の
中
か
ら
自
由
に
選
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
政
府
の
側
か
ら
唯
一
要
求
す
る
こ
と
は
、
彼
が
実
際
に
そ
こ
に
住

　
み
、
土
地
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
各
々
の
職
責
を
遂
行
す
る
の
に
不
適
格
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
り
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
そ
の
占
め
て
い

　
る
職
務
を
続
け
る
こ
と
に
対
し
て
他
の
根
拠
あ
る
異
議
が
生
じ
た
者
が
い
る
場
合
は
、
そ
う
し
た
趣
旨
の
こ
と
が
村
民
に
対
し
て
理
事
に
よ
り
表
闘
さ
れ
、

　
村
民
は
そ
れ
に
よ
っ
て
別
の
誰
か
の
指
名
を
行
な
い
、
理
事
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
彼
は
認
証
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。
」

③
　
「
K
．
こ
の
選
出
方
式
と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
権
力
は
、
新
た
に
導
入
し
た
も
の
で
は
な
く
、
太
古
以
来
の
慣
行
の
中
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
そ
の
性
質
と
範
囲
は
全
島
の
ジ
ャ
ワ
人
に
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

こ
こ
で
は
、
デ
サ
首
長
は
慣
行
に
従
っ
て
デ
サ
の
土
地
占
有
者
の
中
か
ら
自
由
に
選
挙
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
植
民
地
政
庁
は
そ
れ
に
基
本
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的
に
は
干
渉
し
な
い
と
い
う
「
自
由
選
挙
」
の
立
場
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
一
八
一
六
年
の
東
イ
ン
ド
植
民
地
回
復
後
、

オ
ラ
ン
ダ
権
力
が
最
初
に
公
布
し
た
一
八
一
九
年
選
挙
法
（
9
鏑
き
・
影
）
で
も
継
承
さ
れ
た
。

　
同
法
は
六
条
か
ら
成
る
が
、
先
ず
第
一
条
に
お
い
て
「
デ
サ
住
民
が
そ
の
首
長
を
彼
ら
の
内
部
か
ら
選
出
し
交
替
す
る
と
い
う
古
来
の
慣
習

は
、
維
持
さ
れ
、
デ
サ
の
住
民
に
対
し
て
保
証
さ
れ
る
。
」
と
、
住
民
選
挙
の
原
理
を
宣
言
し
た
。
ケ
ン
プ
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
前
提
と
な
っ
た

の
は
前
年
の
＝
一
月
二
五
聞
付
の
「
土
地
収
入
に
関
す
る
調
査
報
告
」
影
9
じ
。
込
。
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
ジ
ャ
ワ
人
の
旧
慣
行
、
旧
鋼
度
は
、

住
民
に
対
し
て
、
デ
サ
の
内
部
統
治
の
た
め
の
首
長
を
彼
ら
自
身
の
内
部
か
ら
選
出
す
る
権
利
を
認
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
ジ
ャ
ワ
人
の
こ
の

古
く
か
ら
の
本
来
の
慣
行
に
対
す
る
不
変
の
愛
着
を
認
め
、
こ
の
制
度
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
は
何
ら
問
題
が
な
い
と
確
信
す
る
」
と
、
ラ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

フ
ル
ズ
と
同
様
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
た
。
次
に
選
挙
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
で
「
デ
サ
首
長
の
選
挙
は
、
　
一
般
に
、
そ
の
年
の
地
誌

の
査
定
が
決
め
ら
れ
る
よ
り
前
に
実
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
、
選
挙
時
期
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
条
項
は
、
一
条
と
相
侯
っ
て
、
デ
サ
首

長
選
挙
を
毎
年
実
施
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
被
選
出
要
件
に
つ
い
て
は
、
「
そ
の
デ
サ
に
所
属
し
、
そ
こ
に
居
住
す

る
者
」
（
五
条
）
以
外
の
規
定
は
な
い
。
選
出
さ
れ
た
首
長
を
住
民
が
不
適
当
だ
と
見
な
し
た
場
合
に
は
、
理
事
の
承
諾
を
得
て
新
た
な
首
長
を

選
ぶ
こ
と
が
で
ぎ
た
（
三
条
）
。

　
デ
サ
の
選
出
結
果
に
対
し
て
は
、
「
理
事
は
、
一
般
に
そ
の
承
認
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
重
大
な
理
由
に
よ
り
こ
れ
を
行
な

う
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
を
理
由
を
付
し
て
総
督
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
四
条
）
と
、
上
級
権
力
は
そ
れ
を
基
本
的
に
尊
重
す
べ

き
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
六
条
で
は
「
デ
サ
首
長
が
職
務
怠
慢
、
非
行
や
犯
罪
行
為
に
よ
り
、
地
方
裁
判
所
（
一
㊤
昌
α
同
P
ρ
伍
）
や

そ
の
他
の
そ
れ
に
権
限
を
有
す
る
機
関
に
よ
っ
て
解
任
さ
れ
た
時
は
、
他
の
ケ
；
ス
と
同
様
に
デ
サ
の
住
民
自
身
の
手
で
、
新
首
長
が
選
ば
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
り
、
上
級
権
力
の
手
に
よ
る
罷
免
も
あ
り
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
同
法
に
は
選
挙
の
具
体
的
な
手
続
き
に
つ
い
て
の
規
定
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
れ
ら
の
点
は
地
方
の
慣
行
や
官
吏
の
判
断
に
委

ね
ら
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
住
民
選
挙
が
同
法
の
意
図
し
た
よ
う
に
は
な
か
な
か
実
施
さ
れ
な
か
っ
た

76　（76）



植民地期ジャワ・マヅラにおけるデサ首長「自由選挙」をめぐって（植村）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
い
う
状
況
を
も
た
ら
す
原
因
の
一
端
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
同
法
制
定
後
、
ジ
ャ
ワ
・
マ
ヅ
ラ
の
デ
サ
首
長
選
挙
に
極
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
　
一
八
五
四
年
に
制
定
さ
れ
た
統
治
憲
章

（
菊
Φ
α
Q
。
Φ
臨
茜
ω
き
σ
Q
δ
B
。
昇
以
下
、
図
●
男
．
と
省
略
）
第
七
一
条
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
「
原
住
民
共
斜
体
は
、
地
方
当
局
の
承
認
の
も
と
に
そ
の

首
長
と
行
政
役
人
を
選
出
す
る
。
総
督
は
、
こ
の
権
利
を
あ
ら
ゆ
る
侵
害
か
ら
擁
護
す
る
。
」
と
、
「
自
由
選
挙
」
の
原
則
が
、
あ
ら
た
め
て
植

民
地
統
治
の
根
本
原
理
と
し
て
宣
言
さ
れ
た
。
今
、
そ
の
意
図
を
オ
ラ
ン
ダ
本
国
議
会
下
院
で
の
涛
．
園
’
法
案
審
議
の
中
に
探
っ
て
み
る
と
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
は
、
政
府
は
法
案
説
明
に
お
い
て
、
「
政
府
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
重
要
な
権
利
を
、
最
も
威
厳
あ
る
方
法
に
よ
り
、

即
ち
菊
．
男
・
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
原
住
民
の
先
祖
伝
来
の
制
度
や
特
別
の
規
定
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
す
べ
て
の
地
域
に
周
知
さ
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
正
当
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
政
府
は
ま
た
、
こ
の
原
則
を
、
そ
れ
が
な
お
見
ら
れ
な
い
地
域
へ
も
啓
発
の
手
段
と

し
て
拡
張
す
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
下
院
の
一
般
的
雰
囲
気
は
、
葦
切
●
に
住
民
選
挙
原
則
を
宣
言
す
る
こ
と
を
ジ
ャ
ワ

住
民
の
「
古
来
の
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
の
大
き
な
前
進
」
と
と
ら
え
て
歓
迎
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
地
方
権
力
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
選
挙
介
入
を
防
止
す
る
た
め
の
具
体
的
な
規
定
を
図
．
男
．
の
条
文
中
に
明
示
す
べ
き
だ
と
い
う
、
積
極
的
な
提
案
も
出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、

切
．
幻
．
七
一
条
に
お
い
て
は
、
「
自
由
選
挙
」
原
則
は
ジ
ャ
ワ
の
現
状
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
住
民
を
「
啓
発
」
す
べ
き
手
段
と
し
て
宣
言
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ
ワ
の
「
原
住
民
」
社
会
は
「
進
歩
発
展
」
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
図
・
園
・
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
住
民
選
挙
実
施
へ
の
方
向
は
一
層
強
力
な
も
の
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
八
五
五
年
に
出
さ
れ
た

総
督
命
令
の
六
九
条
は
、
「
総
督
は
、
地
方
行
政
首
長
の
地
位
に
あ
る
官
吏
に
対
し
て
、
原
住
民
共
同
体
の
首
長
と
行
政
役
人
の
選
挙
と
解
任

に
関
し
て
必
要
な
指
示
を
、
こ
れ
に
関
す
る
何
ら
か
の
介
入
が
彼
ら
官
吏
に
許
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
住
民

選
挙
を
具
体
化
す
る
意
図
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
そ
し
て
、
一
八
五
七
年
に
な
る
と
、
政
庁
は
上
の
「
指
示
」
の
内
容
を
具
体
化
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

め
、
栽
培
長
官
（
國
）
一
同
①
O
げ
Φ
目
触
　
く
卑
づ
　
○
自
一
け
¢
昌
⑦
ω
）
に
地
方
長
官
と
協
議
の
上
で
意
見
を
上
申
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
栽
培
長
官
は
こ
の
命
令
に
基
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⑩

づ
き
、
各
州
理
事
に
デ
サ
首
長
選
挙
の
実
情
報
告
を
求
め
、
一
八
五
八
年
に
提
出
さ
れ
た
各
地
か
ら
の
報
告
書
（
以
下
、
五
八
年
報
告
と
省
略
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

も
と
に
選
挙
規
則
案
を
作
成
し
政
庁
へ
提
出
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
よ
う
や
く
選
挙
の
詳
細
に
つ
い
て
の
具
体
化
作
業
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
同
時
に
、
一
八
一
九
年
選
挙
法
や

図
・
男
．
七
一
条
が
規
定
し
た
「
自
由
選
挙
」
、
定
期
選
挙
が
果
し
て
古
来
の
慣
行
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
激
し
い
論
争
の
行
な

わ
れ
た
過
程
で
も
あ
る
が
、
そ
の
問
題
は
別
稿
で
論
じ
る
予
定
な
の
で
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
と
も
か
く
、
そ
う
し
た
過
程
を
経
て
、
よ

う
や
く
一
八
七
八
年
に
な
っ
て
一
八
一
九
年
選
挙
法
に
代
わ
る
新
選
挙
法
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
防
妹
魯
．
　
⇔
O
●
　
蒔
）
。
以
下
、
そ
の
特
徴
を
検

討
し
よ
う
。

　
同
法
は
＝
二
条
か
ら
成
る
が
、
住
民
選
挙
原
則
に
つ
い
て
の
条
項
は
、
最
早
自
明
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
見
あ
た
ら
な
い
。
逆
に
、
選
挙
の
具

体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
詳
細
に
規
定
さ
れ
る
。
先
ず
、
選
挙
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
空
押
が
生
じ
次
第
、
一
ヶ
月
以
内
に
実
施
す

る
こ
と
と
定
め
ら
れ
（
一
条
）
、
一
八
一
九
年
選
挙
法
で
の
毎
年
選
挙
と
い
う
考
え
方
が
完
全
に
放
棄
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
選
挙
は
監
督
官
と

驚
怖
も
し
く
は
副
郡
長
か
ら
成
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
召
集
す
る
選
挙
集
会
に
お
い
て
実
施
し
（
二
条
）
、
同
委
員
会
は
デ
サ
名
と
人
口
、
集
会

参
加
有
権
老
数
、
各
候
補
者
の
名
前
、
職
業
、
推
定
年
齢
、
得
票
数
な
ど
を
内
容
と
す
る
経
過
報
告
を
五
日
以
内
に
理
事
宛
に
提
出
せ
ね
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ら
な
い
（
四
条
）
。
有
権
者
の
資
格
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
く
、
こ
れ
は
地
域
の
慣
行
に
委
ね
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
被
選
挙
権
に
つ
い
て
も
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

定
は
な
い
が
、
こ
れ
は
自
明
の
こ
と
だ
と
い
う
理
由
で
削
除
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　
当
選
の
要
件
は
過
半
数
の
得
票
で
あ
る
。
し
か
し
何
れ
の
候
補
者
も
こ
れ
に
達
し
な
い
山
雲
は
、
直
ち
に
再
選
挙
を
実
施
し
て
最
高
得
票
老

を
当
選
と
す
る
、
も
し
再
三
の
場
合
は
選
挙
管
理
委
員
会
に
決
定
権
が
あ
る
（
三
条
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
デ
サ
か
ら
選
出
さ
れ
た
者
は
理
事
の

承
認
を
受
け
ね
ぼ
な
ら
な
い
が
、
六
条
は
、
㈲
選
出
手
続
き
不
備
、
㈲
選
出
さ
れ
た
者
が
ア
ヘ
ン
常
習
者
、
行
為
が
不
正
、
精
神
的
肉
体
的
欠

陥
が
あ
る
場
合
、
勧
罷
免
経
験
、
禁
固
、
懲
役
刑
よ
り
重
い
処
罰
の
経
験
が
あ
る
場
合
に
は
、
理
事
は
こ
の
承
認
を
拒
否
で
き
る
と
規
定
し

て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
直
ち
に
関
係
官
吏
に
通
知
し
、
標
置
に
そ
の
こ
と
が
通
知
さ
れ
て
よ
り
一
五
日
以
内
に
再
選
挙
が
実
施
さ
れ
ね
ば
な
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ら
な
い
（
七
条
）
。
次
に
、
一
度
就
任
し
た
デ
サ
首
長
を
解
任
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
解
任
理
由
を
示
し
た
理
事
の
命
令
が
必
要
で
あ
る
こ
と

（
八
条
）
、
解
任
に
は
本
人
の
申
請
や
他
所
へ
の
移
住
、
病
気
、
老
齢
、
肉
体
的
精
神
的
欠
陥
な
ど
を
理
由
と
す
る
「
名
誉
の
解
任
」
（
九
条
）
と
、

犯
罪
行
為
、
職
務
怠
慢
、
違
反
行
為
、
懲
役
刑
な
ど
の
宣
告
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
「
不
名
誉
の
解
任
」
（
～
○
条
）
の
別
が
あ
る
と
規

定
さ
れ
た
。

　
一
八
七
八
年
選
挙
法
を
一
八
一
九
年
選
挙
法
と
比
較
す
る
と
、
選
挙
方
法
の
具
体
的
な
規
定
を
通
し
て
、
植
民
地
権
力
が
デ
サ
首
長
選
出
に

対
す
る
影
響
力
を
行
使
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
方
向
は
、
特
に
六
条
や
一
〇
条
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
植
民

地
権
力
側
か
ら
見
て
不
適
格
と
思
わ
れ
る
者
を
デ
サ
首
長
の
地
位
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
閑
．
幻
・
の
規
定
し
た
「
自
由
選

挙
」
と
い
う
大
原
則
の
中
で
、
こ
の
点
を
如
何
に
保
証
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
同
選
挙
法
制
定
に
際
し
て
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
こ
の
方
向
は
、
こ
れ
以
降
、
と
り
わ
け
内
務
部
（
∪
Φ
饗
答
ヨ
①
⇒
げ
く
磐
し
ご
一
員
Φ
昌
一
窪
α
。
。
魯
じ
σ
①
ω
ε
貰
）
の
中
で
一
層
強
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
こ

と
を
示
す
動
き
を
、
以
下
に
示
そ
う
。
一
八
九
〇
年
、
内
務
長
官
ク
ネ
マ
ン
は
、
施
行
後
一
二
年
を
経
た
選
挙
法
の
諸
規
定
に
対
し
て
様
々
な

批
判
が
出
さ
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
同
法
の
施
行
状
況
の
実
情
調
査
を
全
州
に
指
示
し
、
同
時
に
ど
の
点
の
改
善
が
必
要
か
に
つ
い
て
の
意

　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

見
を
求
め
た
。
こ
う
し
て
各
地
方
官
か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告
書
（
以
下
、
九
〇
年
報
告
と
省
略
）
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
後
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

選
挙
の
現
状
に
面
す
る
不
満
を
述
べ
、
同
選
挙
法
規
定
に
お
け
る
上
級
権
力
の
介
入
権
の
不
充
分
さ
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ク
ネ
マ
ソ

は
、
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
、
「
相
談
を
受
け
た
多
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
官
吏
、
原
住
民
官
吏
は
、
こ
の
権
利
（
「
自
由
選
挙
」
の
こ
と
1
引
用
者
）

を
共
同
体
が
行
使
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
閥
題
が
あ
り
、
そ
れ
は
数
多
く
の
不
正
の
原
因
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
統
治
業
務
の
進
捗
に
と
り
悪

い
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
表
明
し
て
い
る
」
と
の
意
見
を
上
申
し
、
同
時
に
、
デ
サ
首
長
は
％
以
上
の
得
票
者

の
中
か
ら
理
事
の
指
名
に
よ
り
決
め
る
と
い
う
内
容
を
持
っ
た
選
挙
法
改
正
案
を
、
政
庁
に
提
出
し
た
。

　
し
か
し
、
東
イ
ン
ド
評
議
会
は
一
八
七
八
年
選
挙
法
を
改
正
す
る
必
要
は
認
め
て
い
た
も
の
の
、
ク
ネ
マ
ン
法
案
は
風
早
・
と
対
立
す
る
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と
い
う
理
由
で
受
理
せ
ず
、
そ
の
修
正
を
内
務
長
官
に
求
め
た
。
こ
の
た
め
、
後
継
長
官
の
ウ
リ
エ
ー
は
一
八
九
四
年
に
修
正
案
を
提
出
し
た

が
、
こ
れ
も
同
じ
理
由
に
よ
り
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
、
内
務
部
は
改
め
て
選
挙
法
の
改
正
を
め
ざ
し
て
意
見
を

ま
と
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
デ
サ
首
長
の
「
自
由
選
挙
」
権
の
歴
史
と
実
情
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
一
八

九
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
の
が
、
㌶
・
≧
●
≧
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
以
下
の
九
点
が
結
論
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
ω
か
つ
て
デ

サ
首
長
の
「
自
由
選
挙
扁
権
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
九
世
紀
初
に
は
ジ
ャ
ワ
の
大
半
で
消
滅
し
て
い
る
、
②
イ
ギ
リ
ス
統
治
も
全

権
委
員
統
治
も
、
「
自
由
選
挙
」
権
を
住
罠
の
中
に
根
付
か
せ
ら
れ
な
か
っ
た
、
㈹
菊
．
国
・
施
行
時
に
も
、
様
々
な
地
域
で
「
自
由
選
挙
」
は

住
民
の
制
度
と
合
致
し
な
か
っ
た
、
ω
現
在
も
、
住
畏
は
そ
の
権
利
を
重
視
し
て
い
な
い
、
⑤
現
在
の
デ
サ
首
長
の
質
が
悪
い
の
は
、
住
民
が

選
挙
権
を
自
由
に
行
使
し
て
行
な
う
不
正
に
原
因
が
あ
る
、
⑥
「
自
由
選
挙
」
権
の
導
入
に
よ
り
、
デ
サ
首
長
世
襲
制
と
い
う
古
来
の
、
良
質

な
デ
サ
首
長
選
出
を
保
証
し
た
原
則
が
大
き
く
侵
害
さ
れ
た
、
⑦
デ
サ
首
長
の
質
を
上
げ
る
に
は
、
「
自
由
選
挙
」
に
干
渉
し
な
い
と
い
う
原

則
の
放
棄
が
不
可
欠
で
あ
る
、
⑧
こ
の
こ
と
は
、
住
民
の
伝
統
や
現
状
に
照
ら
し
て
も
全
く
問
題
が
な
い
、
⑨
「
自
由
選
挙
」
権
の
制
限
と
い

う
点
か
ら
・
即
即
薄
野
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
・
と
い
う
の
で
あ
輌
こ
こ
で
は
・
即
塑
の
整
さ
、
え
も
が
射
程
に
入
れ
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
自
由
選
挙
」
に
対
す
る
全
面
的
な
批
判
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
す
る
形
で
、
一

九
〇
七
年
選
挙
法
（
の
蝋
ぴ
．
　
湿
。
．
　
b
り
一
悼
）
が
新
た
に
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
〇
七
年
選
挙
法
は
、
全
一
七
条
か
ら
成
る
。
先
ず
選
挙
の
時
期
に
つ
い
て
は
一
八
七
八
年
選
挙
法
と
同
じ
で
あ
る
。
選
挙
集
会
で
の
実

施
と
い
う
点
も
同
様
だ
が
、
新
た
に
集
会
成
立
の
要
件
と
し
て
有
権
者
の
％
以
上
の
出
席
が
必
要
だ
と
い
う
点
が
加
え
ら
れ
、
こ
れ
を
満
た
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ぬ
場
合
に
は
再
召
集
を
行
な
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
（
三
条
三
項
）
。
更
に
、
投
票
に
先
立
ち
、
選
挙
管
理
委
員
会
が
、
デ
サ
役
人
の
構
成
、
デ

サ
首
長
と
役
人
の
収
入
、
被
選
挙
権
資
格
に
つ
い
て
説
明
を
行
な
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
（
四
条
一
項
、
五
条
四
項
）
。
ま
た
、
代
理
投
票
の
禁
止

が
初
め
て
規
定
さ
れ
た
（
三
条
二
項
）
。
経
過
報
告
提
出
義
務
は
同
様
だ
が
、
そ
の
期
限
は
選
挙
実
施
後
一
五
日
以
内
へ
と
改
め
ら
れ
た
（
七
条
）
。

　
有
権
者
資
格
に
つ
い
て
も
、
こ
の
段
階
で
初
め
て
規
定
が
な
さ
れ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
公
共
労
役
負
担
者
及
び
村
役
人
、
「
名
誉
の
解
任
」
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に
よ
り
邊
等
し
た
前
の
首
長
、
理
事
が
認
め
た
宗
教
教
師
、
モ
ス
ク
役
人
、
二
二
守
り
に
限
定
さ
れ
た
（
　
条
二
項
）
。
同
じ
よ
う
に
、
被
選
挙

権
に
つ
い
て
も
、
女
性
、
未
成
年
者
、
罷
免
さ
れ
た
デ
サ
首
長
や
官
吏
、
裁
判
で
官
職
に
就
く
権
利
を
剥
奪
さ
れ
た
者
は
除
外
す
る
と
い
う
門

限
条
項
が
初
め
て
設
け
ら
れ
た
（
五
条
一
項
）
。

　
大
き
く
変
っ
た
の
は
当
選
要
件
で
あ
る
。
六
条
は
、
一
八
七
八
年
選
挙
法
で
の
過
半
数
規
定
の
か
わ
り
に
、
全
有
権
者
の
％
以
上
の
得
票
の

最
高
得
票
者
を
当
選
者
と
み
な
す
と
規
定
し
た
。
智
能
の
場
合
の
扱
い
は
、
変
っ
て
い
な
い
。
何
れ
の
候
補
老
の
票
も
％
未
満
の
場
合
に
は
再

選
挙
を
実
施
し
、
そ
れ
で
も
決
ま
ら
ぬ
場
合
は
改
め
て
一
ヶ
月
以
内
に
選
挙
集
会
を
再
召
集
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
当
選
者
に
対
す
る

理
事
の
承
認
拒
否
の
要
件
に
は
、
新
た
に
賭
博
、
飲
酒
常
習
者
、
罰
金
刑
を
越
え
る
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
と
い
う
内
容
が
加
え
ら
れ
、
更
に

「
そ
の
他
の
公
共
の
利
益
に
関
す
る
重
大
な
理
由
か
ら
、
デ
サ
首
長
職
に
不
適
と
み
な
さ
れ
る
者
」
と
い
う
こ
と
が
謳
わ
れ
、
そ
の
余
地
が
一

層
拡
大
さ
れ
て
い
る
（
八
条
）
。
こ
の
場
合
の
再
選
挙
実
施
に
際
し
て
は
、
承
認
拒
否
理
由
が
有
権
者
に
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
九
条
一
項
）
。

デ
サ
首
長
の
解
任
の
場
合
は
、
や
は
り
そ
の
理
由
を
示
し
た
理
事
の
命
令
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
直
ち
に
デ
サ
内
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
こ
と

（一

�
�
j
、
「
名
誉
の
解
任
」
の
揚
合
に
は
、
解
任
命
令
に
在
職
年
数
を
記
入
す
る
こ
と
（
一
三
条
）
が
決
め
ら
れ
た
。

　
以
上
に
一
九
〇
七
年
選
挙
法
の
主
要
な
内
容
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
二
つ
の
志
向
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ

は
、
選
挙
の
方
法
を
よ
り
細
部
に
わ
た
っ
て
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
住
民
選
挙
そ
れ
自
体
は
擁
護
し
よ
う
と
す
る
方
向
で
あ
り
、
そ
れ
は

男
．
切
・
七
一
条
を
あ
く
ま
で
基
礎
に
置
く
べ
き
だ
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
今
一
つ
は
、
有
権
者
や
被
選
挙
権
の
制
限
、
承
認
摸
否
の
余
地
の
拡

大
な
ど
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
自
由
の
制
限
を
志
向
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
後
者
は
一
八
七
八
年
選
挙
法
と
比
較
す
る
な
ら
ば
一
層
強
力
な
も

の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
選
挙
法
に
は
内
務
宮
僚
達
の
要
求
が
か
な
り
反
映
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ

そ
、
前
者
の
立
場
か
ら
は
選
挙
方
式
の
一
層
細
か
い
規
定
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
選
挙
法
の
規
定
の
変
遷
を
討
て
き
た
が
、
そ
の
過
程
は
、
園
．
菊
．
ま
で
は
住
民
選
挙
の
実
現
と
い
う
点
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
の

に
対
し
、
そ
れ
以
降
は
如
何
に
し
て
「
不
適
格
者
」
を
排
除
し
て
有
能
な
デ
サ
首
長
を
確
保
す
る
か
と
い
う
点
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
き
て
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い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
背
景
は
、

一
般
的
に
言
え
ば
植
民
地
権
力
に
よ
る
デ
サ
の
把
握
が
深
化
し
た
こ

と
に
求
め
ら
れ
よ
う
が
、
具
体
的
に
は
亡
の
よ
う
な
選
挙
法
下
に
お

け
る
デ
サ
首
長
選
挙
の
実
綿
に
求
め
ね
ぼ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

下
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
次
章
で
は
先
ず
選
挙
法
が
実
際
に
は
い
つ

適
用
さ
れ
た
か
と
い
う
点
を
検
討
し
た
い
。

①
卵
〉
．
＜
き
畠
禽
O
げ
こ
。
・
”
≧
胤
ミ
N
§
爵
ミ
福
↓
ミ
跨
客
℃
ミ
神
職
ミ
9
罫
＆
爲
よ
費
ト

　
切
舞
甲
く
一
P
㌧
〈
O
一
¶
一
G
R
「
や
一
①
b
o
。

②
　
尊
ミ
こ
℃
．
れ
㊤
P

③
イ
ギ
リ
ス
統
治
期
の
デ
サ
首
長
選
出
に
関
す
る
報
告
記
審
は
、
下
の
表
の
通
り

　
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
報
告
が
明
ら
か
に
し
た
選
出
法
は
様
々
で
あ
り
、
大
別
す
る
な
ら
ば
佐

　
民
選
出
型
（
】
W
騨
算
㊤
欝
0
9
鼠
σ
8
㌧
O
冨
二
げ
曾
角
①
σ
Q
巴
」
臼
ω
三
g
。
｛
留
唐
㌣

　
舜
瓢
σ
q
”
島
ω
窪
一
〇
富
o
h
　
一
ρ
℃
碧
㊤
　
騨
爵
仙
　
｝
o
p
⇒
ρ
ω
o
弓
㊤
σ
a
9
臼
ω
＃
♂
富
㌧
『
o
け

　
い
塁
審
。
剛
蚕
℃
ω
。
q
冨
げ
川
棚
」
自
6
α
富
什
二
9
ω
国
p
珍
。
h
o
Q
。
弩
帥
げ
固
冒
）
、
上
級
権

　
力
任
命
型
（
王
侯
領
、
α
貯
け
臨
9
0
h
9
匹
o
o
）
と
整
理
で
き
る
が
、
後
者
に
つ
い

　
て
ラ
ッ
フ
ル
ズ
は
「
上
級
権
力
が
じ
d
置
引
を
意
の
ま
ま
に
任
命
す
る
行
為
は
、

　
後
の
時
代
の
（
住
民
選
出
権
に
対
す
る
）
侵
害
漏
（
9
も
無
ミ
§
㌧
や
に
ト
。
～
℃
．
＝
ω
）

　
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
政
権
が
古
来
の
慣
行
を
尊
重
し
な
か
っ
た
こ
ど
に
よ
っ
て
発

　
生
し
た
形
式
で
あ
る
（
趨
ミ
、
や
り
。
。
～
℃
．
り
O
）
と
見
な
し
、
前
者
を
法
網
化
し
た
。

④
　
菊
①
〈
①
目
。
ぎ
ω
貯
β
g
8
ロ
。
・
悔
α
§
o
山
一
一
一
男
。
σ
把
碧
ざ
一
。
。
一
介
　
一
一
条
、

　
9
δ
箕
ミ
ミ
鴨
㌧
や
H
o
◎
Q
。
～
や
一
Q
。
野

⑤
海
。
σ
q
三
馨
圃
。
戸
〉
・
U
」
。
。
茎
鵠
。
。
器
α
ξ
夢
。
嵩
9
6
霞
9
三
。
二
お
＝
④
馨
①
一

　
ロ
蝉
簿
Ω
o
＜
④
ヨ
。
触
貯
O
o
犀
ロ
。
鉾
。
昂
葺
Φ
＝
島
。
噛
句
。
σ
遷
9
蔓
　
H
O
。
建
㌔
h
o
戦

地　　　　域 報　　告　　者 臼　　付 所　　収　　文　　献

Ba1ユtam W．Yuよe 1813年1現15目 Haan，　P．388

Cheribon 」．Crawfurd 1813年12月31日 5zめ3如っ～08，　p，110

gaan，　P．388

Cheribon・Tegal T，S，　Ra稲es 不　　　詳 57の5如ηoθ，p．112～p．113

District　of　Samarang J．Eales 不　　　詳 5τの5忽？z6θ，　p，108～p．109

districts　of

iapara　and　Joana

T．M’Quoid 不　　詳 Szの5彦α？；oθ，　p．105～p，107

王　侯　領 」．Grawfurd 1813年5月 5乞め∫忽716β，p．86，　p．87，　p．89

district　of　Cadoe J．Crawfurd 1812年11月15日 Bastin，　P．98

Sourabaja　districts A．Adams 不　　．詳 ετの5凄α，多。θ，p．104～p．105

het　Landschap

rourabaija

F．J．　Rothenbuhler 1812年12月31日 レ～B．G．，　VQI．41　（1881），　P．16

the　districts

dast　of　Sourabaja

D，Hopkins 不　　．詳 5τの5如ワ多。θ，p．100，　p．103～

P04
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自
冨
日
O
お
O
歳
⑦
O
け
β
巴
P
α
ヨ
一
⇒
雷
窪
㊤
二
〇
コ
O
断
　
一
β
ω
自
8
一
路
　
け
7
0
　
勺
8
〈
貯
9
鎮

　
○
。
霞
況
。
h
智
く
2
七
条
、
九
条
、
き
ミ
こ
℃
■
隠
ρ

⑥
℃
．
同
白
く
雪
開
ゆ
旨
や
智
暑
、
ω
い
§
§
ξ
、
w
の
ミ
題
』
㎏
。
。
旨
農
。
。
遣
払
露
の
、
6
。
一

　
○
諺
く
〇
三
号
α
q
ρ
や
ω
2
．

⑦
さ
し
あ
た
り
、
こ
う
し
た
状
況
を
示
す
初
期
の
｝
例
を
あ
げ
て
お
く
。
一
八
二

　
四
年
四
月
六
日
の
ジ
ャ
パ
ラ
州
上
薬
命
令
は
、
一
八
一
九
年
選
挙
法
に
関
し
て
、

　
「
今
後
、
こ
れ
ら
の
諸
規
定
を
厳
守
す
る
こ
と
に
留
意
し
、
デ
サ
首
長
選
挙
に
対

　
し
て
如
何
な
る
地
位
の
原
住
民
番
長
も
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
は
な

　
ら
な
い
」
と
述
べ
（
卜
■
騎
こ
く
O
ド
b
o
”
娼
．
Q
◎
轟
”
躍
■
り
向
こ
℃
．
ド
リ
H
）
、
当
時
、
上
級
権

　
力
に
よ
る
選
挙
介
入
が
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

⑧
詳
し
く
は
、
幾
．
≧
．
墨
”
σ
嘗
・
多
多
ω
刈
～
》
ω
Q
。
に
所
収
の
下
院
暫
定
報
告

　
（
＜
o
。
二
〇
。
蹴
α
q
＜
臼
匹
お
く
き
9
ゴ
く
①
巴
。
囚
夢
ヨ
①
騰
）
を
参
照
。

⑨
　
寓
’
≧
穴
、
や
績
．

⑩
　
報
告
書
の
提
出
さ
れ
た
の
は
、
プ
リ
ア
ソ
ゲ
ル
、
パ
ニ
ュ
マ
ス
、
ケ
ド
ゥ
ー
、

　
テ
ガ
ル
、
プ
カ
ロ
ン
ガ
ン
、
ジ
ャ
パ
ラ
、
ク
デ
ィ
リ
、
パ
チ
タ
ン
、
ブ
ス
キ
、
ス

　
マ
ラ
ン
の
諸
地
方
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
報
告
の
～
都
は
、
鶏
≧
緊
’
や
『
～
緊

　
一
〇
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

＠
　
こ
の
規
則
案
は
、
複
数
の
立
候
補
者
の
あ
る
場
．
合
に
は
地
方
長
官
に
指
名
選
択

　
権
を
認
め
る
（
三
条
）
、
前
首
長
の
息
子
や
兄
弟
、
雪
行
方
正
な
者
、
読
み
書
き
計

　
算
の
で
き
る
者
を
優
先
す
る
（
四
条
）
、
不
適
格
者
が
選
出
さ
れ
た
場
合
は
承
認
せ

　
ず
、
郡
長
、
監
督
官
、
レ
ヘ
ソ
ト
の
三
者
か
ら
提
出
さ
せ
る
三
聖
か
ら
成
る
推
薦

　
者
リ
ス
ト
よ
り
理
事
が
デ
サ
首
長
を
任
命
す
る
な
ど
の
内
容
を
含
ん
で
お
り
、
東

　
イ
ン
ド
評
議
会
は
、
男
9
切
切
七
一
条
、
一
八
五
五
年
総
督
命
令
の
精
神
に
反
す
る

　
と
い
う
理
由
で
こ
れ
を
受
理
し
な
か
っ
た
。
詳
し
く
は
、
緊
≧
緊
悔
や
ε
～
℃
．

　
一
一
を
参
照
。

⑫
　
ベ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
段
階
で
は
地
域
に
よ
り
有
権
者
の
資
格
は
様
々
で
あ

　
つ
た
。
即
ち
、
西
ジ
ャ
ワ
、
バ
ゲ
レ
ソ
と
パ
ニ
ュ
マ
ス
の
多
く
の
デ
サ
、
ケ
ド
ゥ

　
1
金
域
で
は
、
自
分
の
家
を
持
つ
成
人
男
子
全
員
、
ケ
ン
ダ
ル
県
を
除
く
ス
マ
ラ

　
ン
、
マ
デ
ィ
ウ
ン
、
ク
デ
ィ
リ
、
パ
ス
ル
ア
ン
、
プ
ロ
ボ
リ
ン
ゴ
、
ブ
ス
キ
及
び

　
マ
ヅ
ラ
で
は
、
ほ
ぼ
全
デ
サ
で
老
齢
者
と
未
成
年
者
を
除
い
た
男
子
全
員
、
パ
マ

　
ラ
ソ
と
ブ
レ
ペ
ス
で
は
庭
地
占
有
者
の
み
、
そ
れ
以
外
の
地
域
で
は
水
田
占
有
者

　
も
し
く
は
共
同
占
有
水
田
持
分
保
有
の
権
利
を
持
つ
者
に
限
定
さ
れ
、
最
後
の
条

　
件
は
マ
デ
ィ
ウ
ソ
、
，
，
ハ
ス
ル
ア
ン
で
も
若
干
の
デ
サ
で
適
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
プ

　
カ
ロ
ン
ガ
ソ
で
は
、
水
田
持
分
を
保
有
す
る
未
亡
人
に
も
投
票
権
が
認
め
ら
れ
た
。

　
以
上
は
ど
■
≦
．
ρ
＜
雪
伽
雪
じ
ご
鶏
σ
q
”
、
．
頃
農
圃
づ
冨
づ
α
ω
o
げ
。
O
o
ヨ
。
窪
け
σ
宅
。
ド
⑦
ロ

　
o
℃
冒
く
㊤
①
口
論
巴
8
審
．
、
（
鵯
蝕
翫
§
偽
ミ
こ
ミ
寄
ミ
」
ト
ミ
軸
蹴
－
§
ぎ
幕
ミ
蚤
ミ
§

　
器
§
≧
馬
§
ミ
ミ
ミ
動
罫
曳
扇
田
職
匙
や
く
。
一
’
紹
、
一
〇
〇
一
）
、
や
ω
b
。
を
参
照
。

⑬
即
鵠
■
ぢ
・
貯
督
‘
。
、
9
§
§
塁
ミ
N
一
儀
ミ
§
§
ミ
翫
ミ
～
§
§
罫
さ
ミ
聾
〈
。
ド

　
即
一
8
ρ
〉
ヨ
ω
富
三
p
§
㌧
マ
b
o
O
㊤
．

⑭
潮
≧
溶
や
ω
ω
■

⑮
報
告
書
を
提
出
し
た
の
は
、
バ
ン
テ
ン
、
ク
ラ
ワ
ソ
（
プ
ル
ウ
ォ
カ
ル
タ
監
督

　
官
）
、
バ
タ
ビ
ア
（
理
事
、
バ
イ
テ
ン
ゾ
ル
フ
監
督
官
）
、
プ
リ
ア
ソ
ゲ
ル
（
チ
ベ

　
ベ
ル
監
督
官
）
、
チ
ル
ボ
ン
（
プ
ル
ン
ボ
ソ
監
督
官
）
、
テ
ガ
ル
（
モ
ガ
監
督
官
）
、

　
ス
マ
ラ
ン
（
サ
ラ
テ
ィ
が
副
理
　
争
）
、
　
レ
ン
バ
ン
（
ト
ゥ
バ
ソ
監
督
官
、
　
ポ
ジ
ョ

　
ネ
ゴ
ロ
監
督
官
H
）
、
　
ス
ラ
バ
ヤ
　
（
モ
ジ
ョ
ケ
ル
ト
監
督
脚
呂
、
　
ス
ラ
バ
や
監
督
官
［
）
、

　
パ
ス
ル
ア
ン
（
グ
ラ
テ
ィ
監
督
官
、
バ
ン
ギ
ル
副
理
事
）
、
プ
ロ
ボ
リ
ソ
ゴ
（
ク
ラ

　
カ
監
督
官
）
、
ブ
ス
キ
（
パ
ニ
ュ
ワ
ン
ギ
副
理
事
）
、
。
ハ
ニ
ュ
マ
ス
（
理
事
）
、
マ
デ

　
ィ
ゥ
ソ
（
ポ
ノ
μ
ゴ
副
理
事
）
、
ク
デ
ィ
リ
（
理
事
、
ブ
リ
タ
ル
副
理
ぶ
）
、
マ
ヅ

　
ラ
（
理
事
、
バ
ソ
カ
ラ
ン
副
理
事
、
サ
ン
パ
ン
監
督
官
）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
内

　
容
の
一
部
は
蛍
宅
．
緊
、
や
冨
～
や
。
。
込
ひ
に
載
録
さ
れ
て
い
る
。

⑯
こ
の
点
は
、
き
、
§
欝
ミ
欝
蟻
、
職
薦
藁
。
。
8
い
や
象
に
お
い
て
も
、
「
こ
の
規
定

　
の
実
施
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
た
見
解
は
、
全
般
に
好
意
的
な
も
の
で
は
な
か
っ

　
た
」
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
内
務
宮
僚
ら
の
一
入
七
一
年
選
挙
法
批

　
判
が
大
き
な
広
が
り
を
持
ち
、
オ
ラ
ン
ダ
本
国
議
会
に
も
充
分
に
伝
わ
っ
て
い
た
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こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑰
　
以
上
の
詳
細
は
、
鳶
L
＜
≧
、
勺
．
ω
㈹
～
℃
．
も
。
心
を
参
照
。

⑱
こ
れ
は
恐
ら
く
、
当
晦
、
選
挙
集
会
に
住
民
の
か
な
り
の
部
分
が
欠
席
す
る
ケ

　
ー
ス
が
見
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
対
応
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

Ω
冒
．
尉
・
b
J
o
号
ヨ
⑦
二
①
び
．
、
一
㊦
富
。
く
⑦
弓
α
o
勺
a
智
住
写
ヨ
ー
頃
。
賦
①
o
μ
山
⑦
出
ρ
昌
α
茜
。

矧
く
一
霧
暁
£
色
一
轟
瓢
賃
U
①
ω
ω
p
7
0
0
箆
2
0
｝
）
智
♂
、
餌
。
p
寓
盆
。
Φ
養
、
”
（
S
勤
鏑

く
〇
一
9
修
し
り
O
b
。
y
ワ
謡
一
を
参
照
。
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第
二
章
　
選
叢
法
導
入
の
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
前
章
で
検
討
し
た
選
挙
法
は
、
本
来
、
ジ
ャ
ワ
・
マ
ヅ
ラ
の
オ
ラ
ン
ダ
直
轄
支
配
地
域
全
域
に
同
時
に
施
行
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、

実
際
の
適
用
状
況
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
以
下
、
先
ず
こ
の
点
を
、
デ
…
タ
ー
の
得
ら
れ
た
限
り
地
域
毎
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
ょ

旨
つ
。

　
最
初
に
選
挙
法
施
行
時
期
を
明
示
し
た
デ
ー
タ
ー
が
得
ら
れ
た
地
域
を
あ
げ
よ
う
。
バ
ソ
テ
ン
で
は
、
一
八
四
四
年
に
ブ
イ
ン
理
事
の
手
で

全
州
に
導
入
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で
は
ス
ル
タ
ン
統
治
下
で
は
ス
ル
タ
ン
や
封
地
領
主
（
9
鳴
舜
σ
q
Φ
ぎ
乱
鶏
）
の
任
命
、
ス
ル
タ
ン
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

治
廃
止
後
は
オ
ラ
ン
ダ
人
宮
吏
が
村
の
長
老
や
原
住
民
行
政
官
の
推
薦
に
基
づ
い
て
任
命
し
て
い
た
と
い
う
。
バ
タ
ビ
ア
の
バ
イ
テ
ン
ゾ
ル
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

県
ブ
ル
ブ
ル
で
は
、
私
領
地
廃
止
（
一
八
六
三
年
）
に
伴
な
い
、
一
八
六
六
年
一
月
二
六
日
の
政
庁
命
令
昌
ρ
ω
で
選
挙
制
導
入
が
行
な
わ
れ
た
。

次
に
プ
リ
ア
ソ
ゲ
ル
で
は
、
従
来
、
一
八
四
〇
年
ま
で
は
婦
長
の
任
命
、
そ
れ
以
降
は
郡
長
が
レ
ヘ
ン
ト
に
推
薦
し
、
レ
ヘ
ン
ト
が
理
事
の
承

認
を
受
け
て
任
命
し
、
こ
の
際
、
世
襲
権
に
留
意
し
て
い
た
。
選
挙
制
の
導
入
の
試
み
は
一
八
五
｝
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
が
幾
度
か
失
敗
に
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

り
、
よ
う
や
く
六
四
年
に
ス
メ
ダ
ン
、
リ
ソ
バ
ソ
ガ
ソ
両
県
で
成
功
、
翌
年
か
ら
全
州
で
困
難
な
く
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ス
マ
ラ
ン

州
デ
マ
ッ
ク
県
の
場
含
は
、
一
八
三
四
年
八
月
二
三
日
付
総
督
代
理
9
0
・
バ
ウ
ト
の
植
民
相
宛
書
簡
の
中
に
「
レ
ヘ
ン
ト
は
、
イ
ギ
リ
ス
統

治
時
代
に
こ
こ
に
導
入
さ
れ
た
デ
サ
首
長
の
自
由
な
選
挙
を
、
良
し
く
な
い
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
在
、
一
般
に
政
庁
よ
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

住
民
の
側
に
依
存
し
、
治
安
維
持
に
充
分
に
は
役
立
た
な
い
よ
う
な
多
数
の
下
級
首
長
が
存
在
す
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
」
と
あ
る
よ

う
に
、
例
外
的
に
早
く
イ
ギ
リ
ス
時
代
に
実
施
さ
れ
た
選
挙
が
少
く
と
も
一
八
三
〇
年
代
前
半
ま
で
は
存
続
し
て
い
た
。
し
か
し
、
同
型
サ
ラ
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テ
ィ
が
県
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
副
理
事
○
．
旨
℃
．
ヴ
ァ
レ
ッ
テ
の
九
〇
年
報
告
に
よ
れ
ば
選
挙
が
一
般
化
し
た
の
は
一
八
七
八
年

以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
彼
が
、
一
八
三
〇
年
代
、
四
〇
年
代
以
来
、
長
期
に
わ
た
っ
て
在
職
し
つ
づ
け
て
い
る
デ
サ
首
長
か
ら
聴
取
っ

た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ジ
ャ
ワ
戦
争
以
前
に
は
「
慣
習
法
に
は
、
政
庁
が
一
八
七
八
年
に
導
入
し
た
よ
う
な
デ
サ
選
挙
は
見
ら
れ
ず
、
彼
ら
や

同
年
代
の
者
は
み
な
、
妾
時
、
ロ
ン
ゴ
（
8
昌
σ
q
σ
q
o
）
即
ち
レ
ヘ
ン
ト
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
そ
の
職
に
就
い
て
い
た
父
や
お
じ
の
後
を
襲
う
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
般
的
で
あ
っ
た
偏
と
い
い
、
ジ
ャ
ワ
戦
争
後
、
こ
う
し
て
選
ば
れ
た
首
長
は
理
事
か
ら
任
命
証
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
次

に
、
ジ
ャ
ワ
戦
争
後
に
直
轄
支
配
地
化
し
た
バ
ニ
ュ
マ
ス
州
に
つ
い
て
見
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
　
一
八
六
五
年
一
月
一
六
日
の
理
事
報
告
昌
ρ

鵠
り
＼
一
に
よ
る
と
、
二
八
三
一
年
の
政
庁
に
よ
る
こ
の
地
方
の
接
収
後
も
な
お
長
い
間
、
デ
サ
首
長
の
任
命
に
関
し
て
（
王
侯
領
の
）
旧
慣
が

適
用
さ
れ
て
き
た
。
彼
ら
は
郡
長
の
手
で
、
時
に
は
住
民
の
求
め
に
よ
り
、
あ
る
い
は
住
民
と
協
議
し
た
後
に
、
し
か
し
、
た
い
て
い
の
場
合

は
そ
の
頭
ご
し
に
、
普
通
は
そ
の
デ
サ
の
住
着
か
ら
、
し
か
し
時
に
は
ま
た
別
の
デ
サ
か
ら
も
選
ば
れ
、
レ
ヘ
ン
ト
が
任
命
し
理
事
が
承
認
し

た
。
」
と
あ
り
、
デ
サ
首
長
が
地
税
の
引
上
げ
に
反
対
を
表
明
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
首
の
す
げ
変
え
す
ら
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、

以
上
の
よ
う
な
状
況
は
こ
の
理
事
が
同
州
勤
務
を
止
め
た
一
八
四
六
年
忌
も
見
ら
れ
た
と
描
写
さ
れ
る
。
同
報
告
は
、
更
に
「
現
在
で
は
、
そ

れ
が
い
つ
か
ら
か
を
私
は
辿
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
恐
ら
く
は
新
し
い
統
治
憲
章
が
施
行
さ
れ
た
一
八
五
五
年
以
降
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
こ
の

州
に
お
い
て
も
、
デ
サ
住
民
自
身
が
彼
ら
の
首
長
を
選
出
す
る
権
利
を
持
つ
と
い
う
規
定
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
一
八
一
九
年
一

月
齢
眉
公
布
の
法
（
の
山
守
●
口
。
。
一
ω
）
に
含
ま
れ
る
諸
規
定
に
従
っ
て
い
る
」
が
、
工
条
の
定
期
選
挙
や
、
四
条
の
承
認
拒
否
の
場
合
の
総
督
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

通
告
は
守
ら
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
　
こ
の
報
告
で
は
男
．
幻
．
を
導
入
の
き
っ
か
け
と
見
て
い
る
が
、
肉
．
肉
ご
目
押

や
b
⊃
謬
で
は
、
参
州
チ
ラ
チ
ャ
ッ
プ
県
で
は
住
民
選
挙
の
一
般
化
は
一
八
六
五
年
以
来
の
こ
と
で
あ
る
、
プ
ル
バ
リ
ン
が
漿
で
は
一
八
六
二

年
以
来
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
最
後
は
マ
ヅ
ラ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
各
地
の
領
主
に
よ
る
自
治
の
廃
止
i
パ
メ
カ
サ
ン
一
八
五
三
年
、

ス
メ
ネ
プ
一
八
七
九
年
、
バ
ン
カ
ラ
ン
一
八
八
二
年
一
i
を
待
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
五
八
年
、
一
八
八
三
年
、
一
八
八
五
年
に
住
民
選
挙
が

　
　
　
　
⑧

導
入
さ
れ
た
。
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以
上
に
掲
げ
た
地
域
以
外
に
関
し
て
は
、
導
入
時
期
を
鷹
接
的
に
示
し
た
デ
ー
タ
ー
は
な
い
の
で
、
よ
り
間
接
的
な
記
事
に
よ
っ
て
推
測
す

る
他
は
な
い
。
先
ず
チ
ル
ボ
ン
に
つ
い
て
は
、
同
州
理
事
の
一
八
六
四
年
一
〇
月
二
九
日
付
書
簡
切
ρ
。
。
卜
。
謬
に
、
一
八
一
九
年
選
挙
法
は
二

条
と
四
条
を
除
け
ば
厳
格
に
実
施
さ
れ
て
い
る
、
「
何
ら
か
の
理
由
で
デ
サ
首
長
職
が
空
席
に
な
っ
た
場
合
、
公
共
労
役
義
務
を
有
す
る
住
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
常
に
郡
長
宅
へ
召
集
さ
れ
、
そ
こ
で
レ
ヘ
ン
ト
と
監
督
官
が
首
長
の
選
出
を
行
な
う
こ
と
を
通
告
す
る
扁
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
既
に
こ
の

時
期
に
は
一
般
化
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
こ
の
州
の
理
事
で
あ
っ
た
ω
．
O
●
匿
ネ
ー
デ
ル
ブ
ル
フ
も
、
　
一
八
七
七
年
の
論
文
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
て
、
選
挙
が
古
来
の
も
の
か
オ
ラ
ン
ダ
政
庁
の
導
入
し
た
も
の
か
は
と
も
か
く
、
か
な
り
よ
く
行
な
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
東
霞
の

テ
ガ
ル
に
つ
い
て
は
、
理
事
の
五
八
年
報
告
に
「
デ
サ
首
長
か
ら
退
任
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
老
齢
や
病
気
を
理
由
と
し
た
も
の
で

あ
れ
ば
息
子
が
後
を
襲
う
」
こ
と
が
慣
例
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
同
時
に
デ
サ
首
長
選
挙
の
際
に
は
陰
謀
が
め
ぐ
ら
さ
れ
「
も
し
デ
サ
首
長
が
住

民
に
義
務
を
課
す
な
ら
ば
、
デ
サ
住
民
は
別
の
そ
れ
を
強
く
要
求
し
な
い
者
が
か
わ
り
に
現
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
少
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ら
ず
あ
る
」
と
も
述
べ
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
段
階
で
か
な
り
行
な
わ
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
プ
紅
唇
ン
ガ
ン
で
も
理
事
の
五
八

年
報
告
が
、
テ
ガ
ル
の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
内
容
の
陰
謀
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
に
「
自
由
選
挙
権
を
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
統
治
原
則
と

政
庁
に
と
っ
て
有
害
な
の
で
、
地
方
行
政
首
長
が
そ
う
し
た
事
態
を
防
ぐ
権
限
を
持
つ
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
み
て
必
要
に
な
っ
て
き
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
る
」
と
、
選
挙
権
制
限
の
必
要
性
を
訴
え
て
お
り
、
や
は
り
こ
の
時
期
に
は
選
挙
が
か
な
り
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

ジ
ャ
パ
ラ
で
も
同
様
で
あ
る
。
理
事
の
五
八
年
報
告
は
、
選
挙
で
の
最
高
得
票
者
が
不
適
格
と
見
な
さ
れ
る
場
合
に
は
再
選
挙
を
命
じ
る
こ
と

が
で
き
、
更
に
そ
れ
で
も
な
お
承
認
で
き
ぬ
よ
う
な
者
が
選
ば
れ
る
な
ら
理
事
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
他
デ
サ
の
者
を
も
指
名
す
る
権
限
を
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

す
る
よ
う
な
内
容
の
選
挙
規
則
が
、
デ
サ
首
長
選
挙
の
継
続
の
た
め
に
は
必
要
だ
と
の
見
解
を
提
出
し
て
い
る
。

　
内
陸
部
の
ケ
ド
ゥ
ー
で
は
、
五
八
年
報
告
に
よ
る
と
デ
サ
首
長
選
挙
は
既
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
際
、
不
適
格
者
や
性
格
の
悪
い
者
、

年
齢
の
若
す
ぎ
る
者
や
老
け
す
ぎ
の
者
、
ア
ヘ
ン
常
習
者
は
候
補
者
に
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
、
逆
に
読
み
書
き
の
で
き
る
者
を
優
先
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
住
民
に
申
し
わ
た
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
か
な
り
の
定
着
ぶ
り
が
窺
わ
れ
る
。
南
岸
に
接
す
る
バ
ゲ
レ
ン
で
は
、
固
牝
“
H
H
押
℃
・
N
醒
に
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コ
八
六
八
年
に
お
い
て
も
な
お
、
レ
ヘ
ソ
ト
に
指
名
さ
れ
た
首
長
が
い
る
。
こ
れ
は
我
々
の
統
治
に
な
っ
た
当
初
に
は
普
通
で
あ
っ
た
。
後

に
な
っ
て
初
め
て
住
民
に
よ
る
選
挙
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
息
子
も
し
く
は
そ
れ
に
次
ぐ
者
が
継
承
す
る
と
い
う
慣
行
が
維
持
さ
れ

た
。
扁
と
あ
り
、
正
確
な
導
入
時
期
は
不
明
だ
が
、
夕
影
調
査
段
階
で
は
か
な
り
広
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
東
ジ
ャ
ワ
諸
地
域
を
見
よ
う
。
先
ず
南
部
の
マ
デ
ィ
ウ
ソ
州
パ
チ
タ
ン
県
で
は
、
一
八
三
八
年
、
副
理
事
に
対
し
て
、
今
後
、
一
八
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

九
年
選
挙
法
の
規
定
に
従
い
、
住
罠
に
そ
の
規
定
を
周
知
徹
底
さ
せ
る
よ
う
に
と
い
う
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
以
降
に
選
挙
制
の

導
入
が
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
選
挙
制
が
こ
の
地
域
で
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
同
県
副
理
事
の
五
八
年
報
告
に
、
監
督
宮
や

副
理
事
は
「
住
民
に
対
し
て
も
行
政
に
対
し
て
も
責
任
を
全
う
で
き
な
い
デ
サ
首
長
が
選
出
さ
れ
任
命
さ
れ
る
と
い
う
、
し
ぼ
し
ぼ
発
生
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

事
態
を
防
止
し
、
着
実
で
良
質
な
デ
サ
首
長
の
選
出
の
た
め
充
分
な
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

窺
わ
れ
る
。
ク
デ
ィ
リ
で
は
、
一
八
三
三
年
九
月
＝
一
日
付
決
定
昌
ρ
圃
に
よ
り
、
州
理
事
は
「
州
内
の
デ
サ
首
長
は
、
今
後
、
理
事
の
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
も
と
に
住
民
に
よ
っ
て
選
挙
さ
せ
る
こ
と
」
及
び
、
デ
サ
首
長
に
対
し
任
命
証
書
を
交
付
す
る
こ
と
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ

の
時
期
以
降
に
選
挙
制
導
入
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
理
事
の
五
八
年
報
告
に
よ
れ
ぽ
、
小
規
模
デ
サ
で
は
適
当
な
候
補
者
が
い
な
い

か
ら
選
挙
権
の
制
限
が
必
要
で
あ
る
、
こ
の
場
合
、
レ
ヘ
ン
ト
と
監
督
官
が
推
薦
し
理
事
が
任
命
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
規
定
が
必

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
こ
の
時
期
に
は
か
な
り
一
般
化
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
次
に
、
当
時
は
レ
ン
バ
ン
州
に
属
し
た
ポ
ジ
ョ
ネ
ゴ
ロ
県
で
は
、
肉
．
涛
ご
H
H
押
や
b
⊃
鳶
に
よ
れ
ぽ
、
選
挙
の
際
に
適
当
な
候
補
者
が
出
な

か
っ
た
た
め
郡
長
が
推
薦
し
て
任
命
を
行
な
っ
た
ケ
ー
ス
が
し
ぼ
し
ぼ
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
、
一
八
六
八
年
の
調
査
時
に
も
、
選
挙
制
は
実
施

さ
れ
て
い
た
が
充
分
に
は
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
県
監
督
官
の
九
〇
年
報
告
に
は
買
収
な
ど
選
挙
に
伴
な
う
様
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
次
第
に
一
般
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ス
ラ
バ
や
州
北
部
の
グ
リ
セ
、
シ
ダ
ユ
に
つ
い
て
は
、
郎
勲

目
押
℃
・
b
。
お
は
、
「
以
前
に
は
い
つ
も
住
民
選
挙
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
原
住
民
行
政
の
手
荒
い
権
力
濫
用
が
な
さ
れ
た
結
果
、
選
挙
は
阻

げ
ら
れ
た
り
消
滅
し
た
。
し
か
し
、
調
査
時
に
は
何
年
か
前
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
。
」
と
述
べ
、
更
に
註
ω
に
シ
ダ
ユ
県
ウ
ジ
ュ
ン
パ
ン
カ
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村
の
老
首
長
か
ら
の
聴
取
り
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
話
を
載
せ
て
い
る
。
「
最
も
早
い
時
期
か
ら
、
我
々
自
身
の
手
で
我
々
の
デ
サ

首
長
を
選
ん
で
い
た
。
当
時
は
、
選
挙
の
際
に
複
数
の
候
補
者
が
立
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
選
挙
が
行
な
わ
れ
る
と
衆
心
に
通
報
さ
れ
、
管
長

は
ト
ゥ
メ
ン
ゴ
ン
に
通
報
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
選
挙
さ
れ
た
者
は
承
認
さ
れ
た
。
一
八
二
〇
年
以
来
、
選
挙
に
多
数
の
候
補
者
が
立
つ
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
場
合
、
墨
画
が
や
っ
て
来
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
候
補
者
が
彼
を
も
て
な
し
た
。
馬
長
に
と
り
入
っ
た
老
が
、
最
高
得
票
で
な

く
て
も
任
命
さ
れ
た
。
…
…
私
自
身
、
醤
長
と
な
る
た
め
に
臨
圏
を
郡
長
に
渡
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」
こ
の
聴
取
り
デ
ー
タ
ー
の
解
釈
は

微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
一
八
二
〇
年
に
、
一
八
一
九
年
選
挙
法
が
適
用
さ
れ
立
候
補
に
制
限
の
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
結
果
、

従
来
の
原
理
と
異
っ
て
多
数
の
候
補
者
が
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
、
し
か
し
、
同
時
に
そ
れ
は
上
級
権
力
に
よ
る
介
入
の
強
化
を
招
い
た
と
考
え

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
結
果
、
選
挙
そ
の
も
の
が
形
骸
化
す
る
に
至
っ
た
が
、
恐
ら
く
は
菊
．
切
●
の
施
行
を
契
機
と
し
て
再
び
行
な
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
州
南
部
に
関
し
て
も
、
動
陶
”
H
團
押
や
N
お
の
記
述
に
よ
れ
ば
住
民
選
挙
は
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
、
一
八
七
九
年
～
一
八
八
三
年
に
実
施
さ
れ
た
シ
ド
ア
ル
ジ
ョ
県
の
沼
田
の
あ
る
デ
サ
の
慣
習
法
調
査
で
は
「
ル
ラ
ー
の
任
免
は
上
級

権
力
の
命
令
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
デ
サ
首
長
は
、
そ
の
任
命
が
認
め
ら
れ
た
時
点
で
デ
サ
首
長
と
し
て
公
認
さ
れ
、
そ
の
解
任
状
が
手
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

さ
れ
た
時
点
で
退
職
し
た
と
見
な
さ
れ
る
。
」
と
あ
り
、
必
ず
し
も
自
由
な
選
出
が
定
着
し
て
い
た
よ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ベ
ル
フ
の

一
九
〇
一
年
の
論
文
も
、
ス
ラ
バ
ヤ
で
は
一
八
一
九
年
の
後
も
な
お
長
年
、
村
落
首
長
は
レ
ヘ
ソ
ト
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

住
民
は
選
挙
権
を
重
視
し
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
東
端
地
方
の
パ
ス
ル
ア
ン
、
プ
ロ
ボ
リ
ン
ゴ
に
つ
い
て
は
不
詳
だ
が
、
ブ
ス
キ
に
関
し
て
は
五
八
年
報
告
が
、
こ
の
地
方
で
は
デ

サ
首
長
選
挙
は
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
長
年
忠
実
に
勤
め
て
き
た
デ
サ
首
長
が
引
退
し
た
時
な
ど
は
選
挙
を
行
な
わ
ず
に
息
子
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
後
を
襲
い
、
人
々
は
そ
れ
に
満
足
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
選
挙
が
既
に
導
入
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

笥
・
》
り
昌
押
や
b
。
部
に
よ
れ
ば
、
郡
長
が
指
名
し
た
ケ
ー
ス
も
残
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
選
挙
制
度
の
導
入
の
事
情
を
語
っ
て
く
れ
る
デ
ー
タ
ー
は
散
発
的
で
あ
り
、
不
明
の
点
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
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次
の
よ
う
な
特
徴
を
あ
げ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
一
般
的
に
言
っ
て
選
挙
法
の
実
際
の
適
用
は
、
内
藤
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
か

な
り
遅
い
時
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
定
着
も
な
か
な
か
進
ま
ず
、
恐
ら
く
は
一
九
世
紀
の
後
半
期
に
入
っ
て
徐

々
に
一
般
化
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
二
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
導
入
さ
れ
た
住
民
選
挙
に
は
、
多
く
の
点
で
一
八
一
九
年
選
挙
法
の
規

定
通
り
で
な
い
点
が
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
定
期
選
挙
は
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
承
認
拒
否
の
場
合
の
総
督
へ
の
通
告

義
務
も
守
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
更
に
、
上
級
権
力
が
選
挙
に
際
し
て
候
補
者
資
格
に
制
限
を
付
け
た
り
、
あ
る
い
は
「
世
襲
原
理
」

に
よ
っ
て
選
挙
を
実
施
し
な
い
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
た
。
第
三
に
、
「
自
由
選
挙
扁
の
大
原
則
が
守
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
不
適
格

者
の
選
出
辱
や
「
陰
謀
」
と
い
っ
た
地
方
官
に
と
っ
て
坐
視
す
べ
か
ら
ざ
る
事
態
が
発
生
し
、
選
挙
は
図
・
園
．
が
意
図
し
た
よ
う
な
「
原
住

民
啓
発
の
手
段
偏
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
第
三
点
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
す
る
こ
と
に
し
、

こ
こ
で
は
第
一
、
第
二
の
点
、
即
ち
な
ぜ
一
八
～
九
年
選
挙
法
の
導
入
は
ス
ム
ー
ズ
で
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
今
少
し
述
べ
て
み
た

い
。

　
筆
者
も
、
こ
の
原
因
の
一
つ
は
、
内
藤
氏
の
指
摘
の
通
り
に
強
制
栽
培
制
度
に
求
め
ら
れ
る
と
思
う
。
口
・
幻
．
第
二
次
法
案
解
釈
は
、
そ
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
デ
サ
首
長
の
選
挙
は
、
現
在
、
そ
の
共
同
体
の
住
民
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
が
、
実
際
は
、
極

め
て
し
ば
し
ば
、
レ
ヘ
ン
ト
や
理
事
が
こ
れ
ら
の
首
長
を
指
名
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
上
級
官
吏
が
行
使
す
る
影
響
力
は
、
先
の

報
告
で
も
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
地
税
の
引
上
げ
を
手
伝
っ
た
り
、
住
民
の
福
祉
に
役
立
つ
よ
り
以
上
に
大
量
の
政
府
栽
培
を
課
し
た
り
す

る
よ
う
な
柔
順
な
村
落
首
長
を
登
場
さ
せ
た
い
と
い
う
願
望
と
、
し
ば
し
ば
関
連
が
深
い
。
し
か
し
、
熱
雲
引
上
げ
や
栽
培
の
成
果
を
増
や
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
レ
ヘ
ン
ト
や
理
事
の
評
価
や
個
人
的
利
益
と
一
致
し
て
い
る
。
」
要
す
る
に
、
こ
の
制
度
の
も
と
、
地
方
官
は

勤
務
成
績
を
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
評
価
を
高
め
る
べ
く
、
増
税
と
生
産
物
供
出
量
引
上
げ
に
同
意
す
る
者
を
デ
サ
首
長
に
指
名
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
先
に
見
た
バ
ニ
ュ
マ
ス
の
例
の
如
く
、
地
軸
引
上
げ
に
反
対
す
る
デ
サ
首
長
は
免
職
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
首
の
す
げ
か
え
は
、
一
八
五
一
年
九
月
目
総
督
に
提
出
さ
れ
た
栽
培
長
官
ス
ヒ
ッ
フ
の
「
地
税
制
度
改
正
に
関
す
る
覚
書
」
に
よ

89　（89）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

れ
ぽ
、
政
庁
直
轄
地
で
従
来
そ
の
職
を
世
襲
し
て
き
た
村
落
首
長
の
鱗
に
も
達
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
る
限
り
、
地
方
官
吏
が

一
八
一
九
年
選
挙
法
の
規
定
を
積
極
的
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
、
図
・
舛
・
に
よ
る

「
自
由
選
挙
」
の
統
治
原
理
と
し
て
の
七
番
と
、
強
制
栽
培
制
度
の
廃
止
を
待
た
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
と
も
か
く
も
、
「
自
由
選
挙
」
は
そ
れ
以
降
、
次
第
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
実
施
さ

れ
、
如
何
な
る
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
章
を
改
め
て
そ
れ
を
検
討
し
、
選
挙
が
住
民
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
を
考
察
し
た
い
。

①
　
以
下
の
諸
地
域
は
、
選
挙
法
適
用
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
ジ
ョ
ク

　
ジ
ャ
カ
ル
タ
、
ス
ラ
カ
ル
タ
の
王
侯
領
（
こ
こ
で
は
、
一
九
一
〇
年
代
の
村
落
制

　
度
再
編
以
後
に
村
落
首
長
は
選
挙
制
と
な
っ
た
）
、
私
領
地
、
　
℃
韓
隻
岸
㊤
ロ
（
δ
ω
四

　
な
ど
の
免
税
村
で
あ
る
。
免
税
村
に
つ
い
て
は
、
一
八
三
六
年
五
月
二
四
日
付
総

　
督
決
定
コ
。
．
這
に
よ
り
、
こ
の
制
度
に
変
更
を
加
え
な
い
こ
と
、
こ
れ
を
管
轄

　
す
る
当
局
は
「
現
職
の
酋
長
が
死
去
の
場
合
、
空
席
を
直
ち
に
埋
め
る
べ
く
指
名

　
を
行
な
い
、
先
ず
死
去
し
た
者
の
息
子
ま
た
は
そ
れ
以
外
の
子
孫
か
ら
選
び
、
こ

　
れ
ら
該
当
者
が
不
在
の
場
合
に
は
、
こ
れ
に
次
ぐ
血
縁
者
ま
た
は
最
も
地
位
の
高

　
い
イ
ス
ラ
ム
教
師
か
ら
選
ぶ
べ
き
こ
と
」
（
踏
・
累
．
、
や
δ
旨
）
が
指
示
さ
れ
て
以

　
来
、
世
襲
原
理
に
基
づ
い
た
上
級
権
力
任
命
と
い
う
在
来
の
慣
行
が
定
式
化
ざ
れ

　
た
。
一
八
七
八
年
選
挙
法
一
三
条
、
及
び
そ
の
部
分
的
改
正
で
あ
る
一
八
九
七
年

　
選
挙
法
（
切
馬
ぴ
9
　
μ
O
．
　
b
⊃
圃
ト
り
）
～
三
条
で
は
総
督
、
一
九
〇
七
年
選
挙
法
＝
ハ
条
二
項

　
で
は
理
事
が
任
命
権
者
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ジ
ャ
ワ
戦
争
終
結

　
後
に
オ
ラ
ン
ダ
直
轄
領
に
組
み
込
ま
れ
た
地
域
（
パ
ニ
ュ
マ
ス
、
バ
ゲ
レ
ン
、
マ

　
デ
ィ
ウ
ン
、
ク
デ
ィ
リ
）
や
、
一
八
五
〇
年
代
ま
で
ス
ル
タ
ン
統
治
が
揮
続
し
た

　
マ
ヅ
ラ
な
ど
で
は
、
選
挙
法
の
導
入
開
始
は
そ
れ
以
降
の
時
期
で
あ
る
。

②
　
自
掛
㌧
H
戸
℃
．
b
。
躍
．

③
切
。
磯
’
o
℃
■
9
仲
‘
や
繊
．

④
夕
霜
こ
目
H
層
や

　
℃
’
『
を
参
照
。

b。
ﾎ
切
2
σ
q
魑
。
や
9
f
や
G
。
U
b
疑
■
客
℃
℃
」
Φ
。
。
、
郎
≧
宍
℃

⑤
卜
．
鉾
員
℃
．
①
。
。
。
。
、
峯
累
．
”
や
H
O
。
。
”
潮
≧
弐
、
や
凱
■

⑥
緊
≧
宍
℃
や
野
。
。
。
～
や
b
。
県

⑦
犀
累
‘
や
ト
。
8
～
℃
b
O
メ

⑧
雪
嶺
㌧
℃
」
㊤
Φ
。

⑨
墨
署
G
や
ト
。
8
．

⑩
o
。
b
■
甲
劉
巴
。
吾
霞
α
q
層
．
、
類
罵
声
。
ω
・
・
昏
。
も
・
2
員
。
℃
冒
く
F
且
壽
σ
q
。
誓
興
窪

　
留
鳥
Φ
筥
一
ま
Φ
一
戸
8
け
く
0
8
0
け
。
瓢
謎
、
、
（
ミ
犠
鶏
ミ
ミ
§
§
き
犠
ミ
N
§
誉
“
㌣

　
N
↓
ミ
隷
」
冨
唱
㌧
く
。
ド
一
Y
℃
．
ぬ
ω
。
な
お
、
ネ
ー
デ
ル
ブ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

　
選
挙
は
八
日
前
に
周
知
さ
れ
た
日
に
、
監
督
官
と
レ
ヘ
ン
ト
補
佐
も
し
く
は
郡
長

　
の
臨
席
の
も
と
、
デ
サ
で
実
施
し
、
以
前
の
よ
う
に
レ
ヘ
ン
ト
や
郡
長
の
自
宅
で

　
行
な
う
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
は
有
権
者
の
便
利
と
原
住
民
官
吏
の
影
響
力
行
使

　
を
避
け
る
こ
と
を
考
え
て
の
こ
と
だ
と
い
う
。
選
挙
方
法
は
、
投
票
で
は
な
く
口

　
頭
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
過
半
数
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
当
選
要
件
、
そ
れ
に
満

　
た
ぬ
場
合
に
は
同
じ
日
に
上
位
二
名
か
ら
同
じ
方
法
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
こ

　
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
既
に
一
八
七
八
年
選
挙
法
と
ほ
ぼ
仏
様
の
選
出
方
法
が
採

　
ら
れ
て
い
る
。
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植罠地期ジャワ・マヅラにおけるデサ首長「自由選挙」をめぐって（植村）

⑪
第
≧
き
唱
．
。
。
．

⑫
聚
≧
罫
や
。
。
～
ワ
㊤
．

⑬
蛍
≧
き
℃
．
㊤
．

⑭
蛍
≧
き
℃
．
。
。
．

⑮
い
鉾
下
押
や
詮
℃
蛍
≧
≧
㍗
①
．

⑯
蛍
≧
気
．
”
や
㊤
噛

⑰
い
劉
や
員
や
紹
ω
℃
狽
客
M
や
一
〇
。
。
．

⑱
墨
≧
き
や
り
■

⑲
蛍
≧
き
や
匿
～
や
b
。
伊

⑳
、
、
距
。
①
く
。
〈
磐
9
。
・
。
訂
。
〈
魯
山
①
ω
甲
案
舞
ω
．
”
（
卜
9
し
。
。
2
員
y
や
お
O
S

⑳
じ
ご
曾
σ
Q
”
o
や
。
霊
㌧
℃
．
G
。
メ
　
た
だ
し
、
一
八
六
一
年
四
月
二
二
日
付
の
ス
ラ
バ

　
ヤ
州
理
事
く
㊤
P
即
8
ω
の
書
簡
ロ
P
Q
。
幽
O
刈
（
さ
彗
。
建
ミ
隷
ミ
き
ヤ
愚
騎
N
錯
瀞

　
ト
ミ
ミ
富
無
馬
e
§
脚
」
壽
ミ
9
N
趣
旨
ぎ
」
這
黛
題
§
蕊
§
画
“
畑
職
馬
O
O
幡
ミ
鴨
壕
ミ
§
鳥
ミ
恥
、
ミ
ミ
ミ
騨

　
§
誉
§
§
§
翫
9
着
、
一
8
蒔
”
じ
d
甲
欝
訟
㊤
”
℃
．
。
。
①
に
引
用
）
で
は
、
村
落
首

　
長
は
共
同
体
構
成
員
に
よ
っ
て
選
挙
ざ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ

　
い
て
は
更
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

＠
　
蛸
≧
鴇
、
や
㊤
凸

⑳
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
八
二
一
年
か
ら
ジ
ャ
ワ
で
植
畏
服
官
僚
と
し
て
勤
務

　
し
て
い
た
プ
ル
が
、
パ
ス
ル
ア
ン
理
事
時
代
の
一
八
六
囚
年
一
〇
月
四
日
に
書
い

　
た
君
簡
コ
9
澄
陵
さ
。
＼
ド
の
中
で
「
毎
年
の
定
期
的
な
退
任
と
新
し
い
デ
サ
首
長

　
の
選
出
に
つ
い
て
、
私
は
決
し
て
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
。
も
し
こ
の

　
規
則
が
か
つ
て
存
在
し
、
な
お
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
村
人
は
そ
の
慣
行
が
与

　
え
る
権
利
と
は
別
の
理
由
を
あ
げ
な
い
で
も
村
長
の
解
任
を
充
分
に
要
求
で
き
る

　
は
ず
だ
が
、
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
を
私
は
全
く
知
ら
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
更

　
に
彼
は
、
監
督
官
と
し
て
就
任
し
た
ば
か
り
の
頃
の
自
分
の
経
験
と
し
て
、
選
挙

　
を
空
席
が
生
じ
次
第
直
ち
に
実
施
さ
せ
た
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。
詳
し
く
は
国
。

　
窯
‘
㍗
国
O
Φ
を
参
照
。

＠
　
蛍
≧
宍
℃
三
戸
〉
㌧
℃
．
ω
㊤
・

⑯
　
ω
。
U
。
ω
。
三
管
．
．
客
。
冨
。
〈
Φ
H
創
巴
δ
嵩
一
Φ
馬
面
σ
q
＜
国
コ
ぎ
二
雪
9
一
荘
（
ω
宕
冨
。
一
吻

　
一
望
巴
一
Φ
只
δ
毬
5
鳥
豊
σ
q
o
β
く
0
3
0
母
－
σ
Q
魯
㊤
9
。
舘
U
巳
一
同
㊤
霞
く
塁
6
毛
冨
F
貯

　
ω
o
讐
①
目
げ
。
同
一
Q
。
認
．
、
（
い
の
‘
H
算
σ
嘗
’
U
）
℃
■
も
。
b
。
『
．
同
様
の
内
容
は
、
パ
ス

　
ル
ア
ン
理
霧
プ
ル
も
、
註
⑳
に
引
い
た
碧
落
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

　
る
と
、
従
来
、
強
制
栽
培
制
度
の
た
め
に
増
加
し
た
業
務
の
遂
行
が
う
ま
く
で
き

　
な
い
村
落
首
長
に
は
ム
チ
打
ち
な
ど
の
重
い
刑
罰
が
課
さ
れ
て
い
た
が
、
一
八
四

　
一
一
年
に
こ
れ
が
禁
止
に
な
り
、
こ
れ
以
降
は
解
任
す
る
こ
と
が
手
軽
に
適
用
さ
れ

　
る
よ
う
に
な
り
、
古
い
家
柄
の
首
長
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
村
落
行
政
か
ら
消
え

　
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
詳
し
く
は
鵠
．
Z
G
や
b
二
ω
一
を
参
照
。

第
三
牽
　
オ
ラ
ン
ダ
選
挙
法
下
に
お
け
る
デ
サ
首
長
選
蛍
の
実
情

　
デ
サ
首
長
選
挙
の
実
際
の
様
子
を
具
体
的
に
述
べ
た
記
録
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
囚
ケ
ド
ゥ
i
州
ト
ゥ
マ
ン
グ
ン
県
の
レ
ヘ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ト
図
響
冨
．
日
チ
ョ
ク
ρ
・
ア
デ
ィ
ク
ス
モ
が
一
九
〇
七
年
二
月
一
二
臼
に
記
し
た
も
の
（
一
八
七
八
年
選
挙
法
に
基
づ
く
も
の
）
と
、
㈲
．
．
O
。
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

§
き
無
、
、
誌
一
九
一
五
年
三
月
一
一
日
号
に
載
せ
ら
れ
た
ク
デ
ィ
リ
州
で
の
選
挙
の
事
情
に
関
す
る
記
事
（
一
九
〇
七
年
選
挙
法
に
基
づ
く
も
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の
）
を
紹
介
し
よ
う
。

㈲
　
「
私
が
見
聞
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
デ
サ
首
長
選
挙
は
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
選
挙
管
理
委
員
会
は
有
権
者
を
調
査
し
て
非
有
権
者
か
ら
区
別
し
、
ま
た
委
員
長
は
デ
サ
首
長
に
立
候
補
し
た
い
者
は
誰
か
と
直
接
尋
ね
る
。
こ
れ
ら
の

　
人
達
は
、
他
の
人
々
と
は
別
の
場
所
に
移
さ
れ
る
。
各
候
補
者
（
＆
p
σ
q
o
）
は
そ
れ
ぞ
れ
離
れ
て
坐
り
、
名
前
や
、
候
補
者
と
し
て
必
要
な
そ
の
他
の
事
柄
の

　
記
録
が
つ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
が
終
る
と
、
委
員
会
は
有
権
者
に
一
人
つ
つ
、
候
補
者
の
中
の
誰
を
デ
サ
首
長
に
選
び
た
い
か
と
い
う
希
望
を
尋
ね
、
そ
の
候

　
補
者
の
前
か
後
に
坐
ら
せ
る
。
一
人
つ
つ
尋
ね
ず
に
、
全
員
に
対
し
て
一
度
に
尋
ね
る
委
員
会
も
あ
る
。
有
権
者
は
直
ぐ
に
全
員
が
起
立
し
、
各
々
が
好
む

　
候
補
者
の
後
か
前
か
に
行
っ
て
坐
る
。
私
は
し
ば
し
ば
、
初
め
は
A
候
補
の
と
こ
ろ
へ
坐
り
、
直
ぐ
に
B
候
補
の
と
こ
ろ
へ
移
り
、
ま
た
直
ぐ
に
C
候
補
の

　
と
こ
ろ
へ
移
り
、
時
に
は
ま
た
A
候
補
や
B
候
補
の
と
こ
ろ
へ
戻
る
者
が
い
る
こ
と
を
目
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
有
権
者
が
そ
の
選
択
に
迷
っ
て
い
る
こ

　
と
は
全
く
明
ら
か
で
あ
る
。
プ
リ
ヤ
イ
や
警
察
官
（
o
娼
霧
）
達
の
有
旛
者
は
、
一
番
後
で
投
票
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
誰
の
と
こ
ろ
に
有
権
者

　
が
最
も
多
く
集
ま
っ
て
い
る
か
を
見
た
上
で
そ
こ
に
投
票
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
女
性
や
子
供
の
選
択
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ワ
語
で
．
．
げ
①
δ
き
o
o
け

　
。
・
Φ
＄
⇒
、
、
（
子
馬
は
郡
長
に
従
う
）
と
言
う
よ
う
な
も
の
だ
。
有
権
老
の
全
員
が
坐
り
終
る
、
つ
ま
り
投
票
が
確
定
し
た
後
、
委
員
会
は
直
ち
に
各
候
補
老
が
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
人
の
有
権
者
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
か
を
数
え
、
直
ぐ
に
報
告
書
を
作
成
す
る
。
」

㈲
　
「
デ
サ
首
長
選
挙
。
も
う
幾
度
と
な
く
こ
の
点
に
つ
い
て
は
書
か
れ
、
そ
の
際
に
行
な
わ
れ
る
不
道
徳
な
行
為
に
対
す
る
抗
議
が
な
さ
れ
て
き
た
。
『
し
か

　
し
、
私
は
な
お
、
私
の
住
ん
で
い
る
地
域
で
の
事
態
に
つ
い
て
語
り
た
い
。
』
こ
の
よ
う
に
『
パ
ン
チ
ャ
ラ
ソ
・
ワ
ル
タ
誌
』
の
申
で
『
シ
ョ
ウ
ウ
ェ
ル
』

　
と
自
称
す
る
者
が
書
い
て
い
る
。
彼
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
何
故
に
、
こ
う
し
た
不
道
徳
な
状
態
は
な
く
な
ら
な
い
の
か
。
我
々
は
今
、
社

　
会
の
発
展
と
改
革
の
流
れ
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
ク
デ
ィ
ジ
州
の
あ
る
所
で
、
少
し
前
に
デ
サ
首
長
の
空
席
が
生
じ
た
。
そ
の
選
挙

　
は
直
ぐ
に
は
命
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
デ
サ
首
長
は
重
い
潔
い
の
床
に
あ
り
、
そ
の
職
は
カ
ミ
ト
ゥ
ワ
が
代
行
し
て
い
た
か
ら
だ
。
こ
の
時
、
そ
の

　
デ
サ
で
は
無
秩
序
な
状
態
が
か
な
り
広
が
っ
て
い
た
。
各
々
が
、
軍
民
と
の
誼
を
保
と
う
と
し
た
。
牛
や
蒙
が
売
ら
れ
、
水
田
が
企
業
へ
貸
し
出
さ
れ
た
が
、

　
　
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
た
だ
、
来
た
る
べ
き
選
挙
に
費
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
現
金
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
。
デ
サ
首
長
職
に
就
き
た
い
と
考
え
て
い
る

　
者
は
一
人
や
二
人
で
は
な
く
、
一
〇
～
一
五
人
、
時
に
は
そ
れ
以
上
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
皆
、
最
高
得
票
を
集
め
よ
う
と
ベ
ス
ト
を
つ
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く
し
た
。

　
候
補
者
は
ジ
ャ
ゴ
．
．
島
圃
σ
q
o
．
、
（
闘
鶏
）
と
呼
ば
れ
る
。
選
挙
前
の
夕
方
と
い
う
夕
方
は
、
彼
ら
は
有
権
者
を
招
い
て
一
緒
に
飲
み
食
い
し
、
そ
の
晩
を
更

に
楽
し
く
過
す
の
だ
が
、
そ
れ
は
彼
ら
の
票
を
獲
得
す
る
た
め
で
あ
る
。
有
権
者
は
手
厚
い
も
て
な
し
を
受
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
家
へ
帰
る
時
に
お
ま
け

と
し
て
現
金
さ
え
手
に
す
る
。
貧
乏
な
者
は
そ
れ
ぞ
れ
顔
一
、
多
少
と
も
裕
福
な
老
は
h
一
・
軌
～
h
軸
、
裕
福
な
者
は
一
人
あ
た
り
｛
・
、
．
い
～
鴎
ω
で
あ
る
が
、

そ
の
人
が
重
要
人
物
で
あ
る
場
合
に
は
h
い
～
隔
δ
に
達
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　
読
者
諸
氏
は
、
な
ぜ
裕
福
な
者
が
貧
乏
な
老
よ
り
も
た
く
さ
ん
受
け
取
る
か
疑
問
に
思
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
後
者
の
言
葉
や
約
束
は
、
ほ
と
ん
ど
信
用

で
き
な
い
か
ら
だ
。
た
い
て
い
の
者
は
、
あ
る
晩
は
A
と
、
次
の
晩
は
B
、
更
に
別
の
晩
は
C
と
過
ご
し
、
投
票
日
に
は
一
番
多
く
金
を
く
れ
最
上
の
も
て

な
し
を
し
て
く
れ
た
候
補
者
に
投
票
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
し
ば
し
ば
、
選
挙
後
に
こ
う
し
た
行
為
が
明
る
み
に
出
て
、
紛
争
が
発
生
す
る
。
こ
れ

が
、
ジ
ャ
ゴ
達
が
こ
の
種
の
有
権
者
に
は
あ
ま
り
多
く
の
金
を
使
わ
な
い
こ
と
の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
選
挙
当
日
、
有
権
者
は
自
分
の
選
ん
だ
ジ
ャ
ゴ
の

後
に
坐
る
。
最
高
票
を
得
た
者
が
選
ば
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
い
つ
も
最
適
で
最
も
有
能
か
つ
信
頼
の
お
け
る
者
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
」

　
囚
は
選
挙
の
具
体
的
な
方
法
、
㈲
は
候
補
者
達
の
集
票
活
動
の
様
子
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
記
述
か
ら
明
ら
か
に
な
る
選

挙
の
実
際
の
特
徴
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
第
一
は
、
有
権
者
が
、
誰
を
デ
サ
首
長
に
す
べ
き
か
と
い
う
明
確
な
意
志
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
選
挙
法
の
施
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
も
な
お
、
住
民
の
間
で
「
自
由
選
挙
」
そ
れ
自
体

が
充
分
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
ハ
ッ
セ
ル
マ
ン
は
、
バ
ニ
ュ
マ
ス
で
の
一
九
世
紀
末
の
選
挙
を
例
に
し
て
、

「
有
権
者
は
、
新
し
い
デ
サ
首
長
を
選
ば
ね
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
思
い
も
っ
か
ず
、
選
挙
管
理
委
員
会
（
監
督
窟
及
び
薩
長
）
が
、
人

々
が
今
行
使
し
つ
つ
あ
る
古
来
の
権
利
の
性
質
と
範
囲
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
説
明
を
行
な
い
、
そ
の
際
、
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
が
ど
れ
か
の

党
派
に
投
票
す
る
こ
と
を
求
め
て
も
、
お
定
ま
り
の
．
．
ω
o
Φ
露
8
σ
q
σ
q
o
B
帥
芝
8
ω
欝
。
誘
ρ
⇔
6
0
韓
器
σ
q
鎚
δ
．
、
『
御
上
の
御
望
み
の
ま
ま
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
し
ま
す
』
と
い
う
答
え
し
か
返
っ
て
こ
な
い
。
扁
と
、
こ
の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
第
二
は
、
こ
の
選
挙
の
や
り
方
で
は
誰
が
誰
を

支
持
し
た
か
が
明
ら
か
に
な
り
、
ア
デ
ィ
ク
ス
モ
が
「
私
は
有
権
者
が
必
ず
し
も
全
員
、
自
分
の
意
志
に
基
づ
い
て
選
挙
し
て
い
る
と
は
限
ら
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⑥

な
い
と
思
う
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
有
権
者
の
選
択
に
様
々
な
圧
力
が
加
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
第
三
は
、
上
の
二
つ
の
点
と
も
関
連

し
て
、
㈲
に
述
べ
ら
れ
る
如
き
一
種
の
「
腐
敗
」
が
発
生
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
ど
の
程
度
に
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
植
民
地
権
力
は
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
評
価

を
与
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
の
点
を
九
〇
年
報
告
と
、
一
一
〇
世
紀
初
頭
の
⇒
魯
ヨ
調
査
な
ど
を
主
要
な
手
が
か
り
と
し
て
検

討
し
、
こ
れ
を
通
し
て
選
挙
が
デ
サ
社
会
に
お
い
て
有
し
た
意
味
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ミ
．
死
肉
」
H
㎝
q
に
は
、
「
デ
サ
首
長
の
現
行
任
命
方
式
の
利
点
と
欠
点
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
解
答
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
先

ず
、
利
点
と
し
て
は
様
々
な
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
お
よ
そ
ω
上
級
権
力
任
命
の
細
砂
に
生
じ
る
陰
謀
や
不
正
が
防
止
で
き
る

こ
と
、
②
村
の
事
情
に
良
く
通
じ
た
者
が
選
ば
れ
、
上
級
権
力
任
命
の
場
合
よ
り
も
住
民
の
信
頼
が
厚
い
と
い
う
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
こ
れ

だ
け
で
あ
れ
ば
一
八
七
八
年
選
挙
法
は
理
想
的
に
機
能
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
ミ
・
ヨ
肉
ご
嵩
α
に
は
そ
れ
以
上
に
欠

点
の
指
摘
の
記
述
の
方
が
圧
倒
的
に
多
く
、
利
点
は
何
も
な
い
と
す
る
県
（
ρ
凌
8
讐
σ
q
）
報
告
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
九
〇
年
報
告

は
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
専
ら
問
題
点
の
指
摘
に
終
始
し
て
い
る
。

　
今
、
こ
れ
ら
の
多
岐
に
わ
た
る
問
題
点
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
ω
不
正
選
挙
の
横
行
と
い
う
選
挙
方
法
に
か
か
わ
る
問
題
と
、
②
選
出
さ
れ

た
デ
サ
首
長
の
多
く
が
「
不
適
格
者
」
で
あ
る
と
い
う
、
デ
サ
首
長
の
質
に
か
か
わ
る
問
題
の
二
点
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
こ

の
二
つ
の
問
題
を
具
体
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
前
者
に
つ
い
て
最
も
多
く
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
買
収
の
横
行
で
あ
る
。
』
ド
ヨ
肉
‘
H
誤
で
は
、
ほ
ぼ
半
数
の
県
報
告
が
こ
れ
を
挙
げ
て
い

る
。
例
え
ば
、
囚
と
同
じ
地
域
で
あ
る
ケ
ド
ゥ
ー
州
ト
ゥ
マ
ン
グ
ン
県
報
告
は
、
「
充
分
に
適
当
な
候
補
者
の
い
る
デ
サ
に
お
い
て
さ
え
、
票

の
買
収
に
よ
り
、
一
週
間
前
に
は
ま
だ
有
権
者
の
果
れ
も
が
知
ら
な
か
っ
た
遠
方
出
身
の
者
が
選
ば
れ
る
。
買
収
資
金
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
敗

れ
た
候
補
者
達
は
、
激
怒
す
る
。
選
ば
れ
た
候
補
者
は
、
自
分
の
金
の
一
部
ま
た
は
全
て
を
使
っ
て
し
ま
い
、
し
ば
し
ば
中
国
人
か
ら
多
額
の

借
金
を
し
て
い
る
の
で
、
貧
乏
で
信
用
に
欠
け
る
者
と
し
て
首
長
職
に
就
く
の
で
あ
る
。
　
一
九
〇
一
～
一
九
〇
三
年
に
デ
サ
の
統
合
の
結
果
数
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多
く
の
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
に
官
吏
達
の
耳
に
届
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
選
出
さ
れ
た
者
の
多
く
が
h
同
O
O
O
～
臨
麟
O
O
も
の
金
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
費
し
た
と
い
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
チ
ル
ボ
ン
州
プ
ル
ン
ボ
ン
県
監
督
官
は
、
特
に
米
の
端
境
期
に
は
、
気
ま
え
よ
く
米
を
貸
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

り
与
え
た
り
す
る
こ
と
が
、
票
集
め
に
大
き
な
効
果
を
及
ぼ
す
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
プ
揖
ボ
リ
ン
ゴ
県
の
監
督
官
は
、
「
買
収
が
デ
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

首
長
選
挙
の
際
に
第
一
義
的
な
役
割
を
果
す
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
え
述
べ
る
。

　
㈲
に
述
べ
ら
れ
た
饗
応
に
つ
い
て
も
、
ミ
・
ミ
・
肉
ご
嶺
㎝
ポ
ジ
ョ
ネ
ゴ
ロ
県
報
告
に
は
、
「
選
挙
前
に
は
怠
清
の
風
が
広
が
り
、
有
権
者
は

支
持
を
取
り
付
け
た
い
立
候
補
者
の
も
て
な
し
を
受
け
る
。
客
の
た
め
に
、
き
ょ
う
は
水
牛
が
、
明
日
は
牛
が
屠
ら
れ
、
最
上
の
も
て
な
し
と

し
て
ア
ヘ
ン
が
ふ
る
ま
わ
れ
る
の
だ
。
」
と
同
様
の
内
容
の
記
事
が
あ
り
、
パ
ス
ル
ア
ン
州
グ
ラ
テ
ィ
郡
の
監
督
官
の
九
〇
年
報
告
で
は
、
選

挙
前
夜
の
ス
ラ
マ
タ
ン
、
踊
り
子
を
呼
ん
で
の
催
し
に
招
か
れ
い
く
ら
か
の
心
付
け
を
も
ら
う
こ
と
が
、
有
権
者
が
初
め
て
支
持
を
決
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
に
つ
な
が
る
の
だ
と
指
摘
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
当
選
す
る
た
め
に
は
多
額
の
出
費
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
形
で
当
選
し
た
新
首
長
は
、
し
ぼ
し
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
そ
の
選
挙
に
費
し
た
費
用
を
、
直
ぐ
に
そ
れ
以
上
に
し
て
住
民
か
ら
取
り
立
て
る
」
こ
と
で
埋
め
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
筆
者
は
前
稿
に
お

い
て
デ
サ
首
長
の
不
正
の
横
行
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
不
正
集
票
手
段
は
、
こ
う
し
た
買
収
・
饗
応
に
と
ど
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ケ
ド
ゥ
ー
州
ク
ブ
メ
ン
県
の
例
で
は
、
例
え
ば
「
何
年
間
か

は
人
々
の
人
頭
税
を
自
分
が
負
担
し
て
や
る
と
か
、
パ
ン
チ
ェ
ン
労
役
を
要
求
は
し
な
い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
で
き
も
し
な
い
空
約
束
を
掲
げ

　
　
　
　
　
　
⑫

た
り
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
当
選
し
た
デ
サ
首
長
は
、
結
局
、
こ
れ
に
縛
ら
れ
て
住
民
を
統
御
で
き
ず
、
し
ば
し
ば
不
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

格
者
と
し
て
罷
免
さ
れ
る
こ
と
一
7
N
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
グ
ロ
ボ
ガ
ン
県
で
の
例
に
「
デ
サ
首
長
選
挙
の
際
、
バ
ジ
ン
ガ
ン
σ
蝕
二
審
σ
q
p
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

（
悪
漢
）
が
大
き
な
役
割
を
果
し
、
有
権
者
の
選
択
に
圧
力
を
か
け
る
。
彼
ら
は
、
選
挙
支
援
の
た
め
に
候
補
者
に
雇
わ
れ
る
の
だ
。
」
と
あ
る

よ
う
に
、
時
に
は
脅
し
を
か
け
て
票
集
め
を
進
め
る
こ
と
も
見
ら
れ
た
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
デ
サ
首
長
選
挙
に
立
候
補
し
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
選
挙
運
動
を
展
開
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
人
達
で
あ
り
、
そ
れ
は

95　（95）



何
の
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
サ
ン
パ
ン
県
監
督
官
の
九
〇
年
報
告
が
、
「
デ
サ
の
住
民
の
大
半
は
、
誰
が
デ
サ

首
長
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
無
関
心
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
互
い
に
鋭
く
対
立
す
る
党
派
を
つ
く
り
候
補
者
を
立
て
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

た
い
て
い
若
干
の
デ
サ
の
有
力
者
だ
け
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
が
示
唆
的
で
あ
る
。
ま
た
、
ミ
“
ヨ
響
岩
q
q
の
ガ
ル
ー
県
報
告
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

陰
謀
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
首
長
は
、
た
い
て
い
デ
サ
内
の
特
定
党
派
と
関
係
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
の
バ
ッ
ク
に
は
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

サ
内
有
力
者
間
の
党
派
対
立
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
対
立
が
如
何
に
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
選
挙
後
に
次
の
よ
う
な
事
態
が
発
生
し
た
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
よ
う
。
「
選
挙
は
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

サ
内
に
軋
櫟
を
も
た
ら
す
。
な
ぜ
な
ら
、
二
人
以
上
の
立
候
補
の
あ
る
場
合
、
後
に
し
ば
し
ば
各
党
三
間
で
乱
闘
や
殺
人
が
発
生
す
る
。
」
「
（
中

部
ジ
ャ
ワ
で
は
）
し
ば
し
ば
デ
サ
首
長
選
挙
の
結
果
、
一
連
の
家
屋
へ
の
放
火
、
時
に
は
政
庁
所
有
物
で
あ
る
橋
な
ど
の
全
損
が
発
生
す
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

こ
れ
ら
は
プ
テ
ィ
ン
ギ
に
治
安
維
持
の
負
担
を
か
け
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
々
、
同
じ
理
由
で
蕉
園
へ
の
放
火
が
行
な
わ
れ
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
感
惰
の
高
ぶ
り
や
告
発
、
反
対
派
に
属
す
る
デ
サ
役
人
の
解
任
、
長
年
に
わ
た
る
多
数
の
デ
サ
住
民
ど
う
し
の
反
目
が
続
く
。
」
「
敗
北
し
た

デ
サ
首
長
候
補
は
財
産
を
な
く
し
貧
し
く
な
り
、
悪
意
と
敵
漁
心
か
ら
、
新
デ
サ
首
長
に
様
々
な
方
法
で
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
よ
う
と
努
め
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
ゆ
る
デ
サ
内
治
耳
聞
題
を
誘
発
さ
せ
て
解
任
に
追
い
込
も
う
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
放
火
や
殺
人
に
至
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
」

　
こ
う
し
た
選
挙
を
め
ぐ
る
不
正
は
、
主
と
し
て
デ
サ
首
長
職
に
か
な
り
の
収
入
が
伴
な
う
デ
サ
に
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
⇒
ド
嫉
心
．
”
H
㎝
9

肉
ミ
9
の
ク
ブ
メ
ン
県
報
告
は
、
こ
の
点
を
「
こ
れ
ら
の
欠
点
は
、
主
と
し
て
そ
の
職
に
充
分
な
広
さ
の
土
地
占
有
が
付
随
し
て
い
る
デ
サ
の

首
長
選
挙
の
際
に
だ
け
見
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
、
ま
た
バ
ソ
テ
ン
に
関
す
る
九
〇
年
報
告
も
、
こ
の
地
域
に
は
収
入
の
少
な
い
デ
サ
首
長
と
多

い
デ
サ
首
長
の
二
種
類
が
あ
る
が
、
前
者
の
場
合
、
人
々
は
選
挙
に
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
な
い
、
と
こ
ろ
が
後
者
の
場
合
は
、
陰
謀
を
企
て
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

人
々
が
お
り
熱
心
に
票
集
め
を
行
な
う
と
述
べ
て
い
る
。
同
じ
く
テ
ガ
ル
州
モ
ガ
の
監
督
官
の
九
〇
年
報
告
も
、
相
対
的
に
貧
し
く
首
長
の
収

入
も
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
山
聞
部
の
デ
サ
で
は
、
陰
謀
が
企
て
ら
れ
る
こ
と
は
は
る
か
に
少
な
い
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

不
正
選
挙
の
背
景
に
は
、
デ
サ
首
長
職
に
付
随
し
た
特
権
と
収
入
を
め
ぐ
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
い
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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植民地期ジャワ・マヅラにおけるデサ首長「自顯選挙」をめぐって（植村）

　
も
ち
ろ
ん
、
オ
ラ
ン
ダ
当
局
は
こ
う
し
た
状
況
を
手
を
こ
ま
ね
い
て
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
時
、
選
挙
前
夜
に
警
官
や
他
デ
サ
首
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
村
内
を
巡
回
し
て
、
立
候
補
者
の
饗
応
の
た
め
の
集
ま
り
を
阻
止
し
よ
う
と
試
み
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
最
も
有
効
な
対
策
と
し
て

導
入
さ
れ
た
の
は
秘
密
投
票
方
式
で
あ
っ
た
。
九
〇
年
報
告
に
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
は
全
く
な
く
、
ミ
．
ヨ
h
’
H
留
で
も
マ
デ
ィ
ウ
ン

州
ソ
ガ
ウ
ィ
県
の
二
つ
の
郡
に
関
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
方
式
は
こ
の
頃
か
ら
始
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
先
に
紹
介
し
た
チ
ョ
ク
ロ
・
ア
デ
ィ
ク
ス
モ
の
記
述
囚
が
、
一
九
〇
七
年
一
月
一

五
日
、
二
九
日
に
ト
ゥ
マ
ン
グ
ン
県
ブ
ト
ゥ
村
、
チ
ャ
ン
プ
ル
サ
リ
エ
村
で
実
際
に
行
な
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
の
で
、

以
下
、
こ
れ
に
よ
り
そ
の
概
略
を
記
し
て
お
こ
う
。

　
こ
こ
で
は
、
各
候
補
者
は
厚
紙
製
の
色
の
異
な
る
カ
ー
ド
を
胸
に
ぶ
ら
下
げ
て
、
胸
の
高
さ
程
の
覆
い
の
向
う
側
に
坐
っ
て
い
る
。
覆
い
の

手
前
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
候
補
者
の
カ
…
ド
と
同
色
の
カ
ー
ド
を
付
け
た
竹
製
の
投
票
筒
が
、
候
補
者
数
だ
け
置
い
て
あ
り
、
そ
の
前
に
は
選

挙
管
理
委
員
会
が
坐
っ
て
い
る
。
有
権
者
は
一
人
つ
つ
呼
ば
れ
、
細
い
竹
か
ヤ
シ
の
葉
柄
で
で
き
た
投
票
楊
枝
を
渡
さ
れ
、
覆
い
越
し
に
候
補

者
を
見
て
、
自
分
の
投
票
し
た
い
候
補
者
と
同
色
の
カ
ー
ド
の
筒
へ
そ
れ
を
投
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
候
補
者
か
ら
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

誰
が
誰
に
投
票
し
た
か
は
わ
か
ら
ず
、
投
票
の
秘
密
が
保
た
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
方
式
は
、
こ
れ
以
降
、
か
な
り
広
汎
に
採
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
は
評
価
が
分
れ
て
お
り
不
詳
で
あ
る
。

　
さ
て
、
第
二
の
「
不
適
格
者
」
選
出
の
問
題
の
検
討
に
移
ろ
う
。
「
不
適
格
者
」
の
内
容
は
様
々
で
あ
り
、
文
盲
な
の
で
徴
税
分
野
で
デ
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

書
記
の
仕
事
が
監
督
で
き
な
い
者
、
他
所
者
、
村
で
恐
れ
ら
れ
て
い
る
な
ら
ず
者
、
犯
罪
歴
の
あ
る
者
、
以
前
に
罷
免
さ
れ
た
デ
サ
首
長
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
九
〇
年
報
告
や
ミ
・
ミ
曾
肉
・
》
窃
㎝
が
最
も
深
刻
に
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
住
民
が
能
力
の
な
い
者
を
わ
ざ
と
選

出
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
、
い
く
つ
か
の
例
を
示
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
（
1
）
　
「
大
き
な
欠
点
は
、
し
ば
し
ば
、
全
く
自
立
性
に
欠
け
る
者
が
デ
サ
首
長
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
若
干
の
影
響
力
を
有
す
る
富
裕
な
住
民
と

　
　
つ
な
が
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
種
の
デ
サ
首
長
も
時
が
経
て
ば
次
第
に
こ
の
窟
点
者
に
反
抗
し
、
自
分
の
意
志
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
る
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が
、
そ
れ
は
例
外
的
で
あ
る
。
」
（
ス
カ
ブ
、
ミ
県
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
（
H
）
　
「
支
配
党
派
が
意
志
の
弱
い
者
を
当
選
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
そ
れ
を
道
具
と
し
て
利
用
で
き
る
」
（
バ
ス
ル
ア
ン
県
）

（
盟
）
「
し
ぼ
し
意
い
者
が
デ
蓄
醤
選
出
さ
れ
・
こ
の
こ
と
に
吉
行
政
は
彼
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
華
の
人
あ
手
錘
ら
れ
榊
（
パ
テ
藁
）

　
以
上
の
三
例
は
、
い
ず
れ
も
デ
サ
内
の
特
定
勢
力
が
弱
い
者
を
わ
ざ
と
デ
サ
首
長
に
選
び
、
そ
れ
を
背
後
で
操
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
利

益
を
計
ろ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
見
た
党
争
、
不
正
選
挙
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ

る
諸
例
は
や
や
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
y
）
　
「
人
々
は
、
滅
多
に
勤
勉
で
有
能
な
者
を
選
ぼ
う
と
は
し
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
た
い
て
い
、
鈍
く
怠
け
者
で
、
と
り
わ
け
言
い
な
り
に
な
り
や
す

　
　
い
者
を
選
ぼ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
者
は
、
人
々
に
と
っ
て
煩
わ
し
さ
が
少
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
公
共
労
役
や
栽
培
労
役
、
デ
サ
労
役
が
軽
く
な

　
　
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
者
が
秩
序
の
乱
れ
や
清
潔
で
な
い
こ
と
を
問
題
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
確
実
で
、
庭
地
の
清
掃
、
垣
根
の
修

　
　
理
、
デ
サ
内
の
清
潔
、
安
全
、
秩
序
に
留
意
す
る
こ
と
な
ど
、
原
住
民
の
多
く
が
惣
分
の
仕
事
以
外
の
こ
と
と
し
て
行
な
っ
て
い
る
仕
事
に
、
い
つ
も
人
々

　
　
を
駆
り
立
て
た
り
は
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
首
長
の
行
政
下
で
は
、
デ
サ
の
状
態
は
直
ぐ
に
悪
く
な
り
、
だ
か
ら
行
政
官
吏
は
こ
の
首
長
を
長
く
職
に
と
ど

　
　
ま
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
彼
は
免
職
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
新
た
な
選
挙
が
行
な
わ
れ
る
が
、
こ
の
際
に
も
、
住
民
は
可
能
な
ら
ば
、
な
お
一
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
怠
け
者
で
鈍
く
、
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
者
を
選
出
す
る
の
で
あ
る
。
」
（
ブ
リ
ア
ソ
ゲ
ル
州
チ
ベ
ベ
ル
郡
）

　
（
V
）
「
住
民
は
意
志
の
弱
い
行
政
だ
け
を
良
い
も
の
と
見
な
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
行
政
に
よ
っ
て
当
面
何
も
課
さ
れ
な
い
か
、
ほ
ん
の
少
し
し
か
課
さ
れ

　
　
る
こ
と
が
な
い
時
だ
け
、
彼
ら
は
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
後
に
こ
う
し
た
や
り
方
の
苦
い
結
果
が
出
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
彼
ら
に
は
思
い
も
及
ば
な
い
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
全
く
無
関
心
な
の
で
あ
る
。
」
（
バ
ニ
ュ
ワ
ン
ギ
県
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
（
W
）
　
「
住
民
は
時
々
、
か
か
し
の
よ
う
な
首
長
を
選
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
極
め
て
大
き
な
、
時
に
は
完
全
な
行
動
の
自
由
を
享
受
す
る
」
（
．
ハ
ニ
ュ
マ
ス
県
）

　
（
W
）
　
「
最
も
多
く
（
の
買
収
額
）
を
払
っ
た
老
に
、
彼
が
し
っ
か
り
し
た
性
格
で
な
い
な
ら
ば
、
選
出
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
最
も
多
い
。
…
…
な
ぜ
な
ら
、

　
有
権
者
は
こ
の
よ
う
な
（
し
っ
か
り
し
た
）
者
に
期
待
す
る
こ
と
は
何
も
な
い
か
ら
だ
。
彼
は
負
担
を
か
け
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
適
切
な
者
が
デ
サ

　
　
首
長
に
選
ば
れ
な
い
の
は
、
全
く
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
デ
サ
内
で
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
サ
首
長
に
な
り
た
い
と
思
っ
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⑳

　
て
い
る
デ
サ
役
人
達
は
、
下
手
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
住
民
が
自
分
に
投
票
し
て
く
れ
る
よ
う
ベ
ス
ト
を
尽
す
の
で
あ
る
。
」
（
ブ
ロ
ー
ラ
県
）

　
圃
様
の
内
容
を
持
つ
記
述
は
他
地
域
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
か
ら
も
共
通
し
て
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
一
般
の
住
民
が
選
挙
に

関
心
を
持
ち
、
積
極
的
に
意
志
の
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
デ
サ
首
長
を
選
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
達
に
課
せ
ら
れ
る
諸
負
担
か
ら
で
き

る
だ
け
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
磯
・
そ
の
よ
う
な
志
向
が
強
か
・
た
こ
と
は
（
W
）
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
・
そ
れ
ゆ
え
（
W
）
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
デ
サ
内
有
力
者
達
も
そ
れ
を
無
視
は
し
え
な
い
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
先
に
触
れ
た
空
約
束
を
掲
げ
て
選
挙
に
臨
む
候
補
者

の
例
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
し
た
行
動
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
一
九
世
紀
末
～
二
〇
世
紀
初
の
時
期
に
お
け
る
デ
サ
首
長
選
挙
の
実
情
の
一
端
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
そ
の
よ
う
で
あ

る
限
り
、
選
挙
が
デ
サ
社
会
に
お
い
て
持
つ
意
味
は
次
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。
先
ず
、
デ
サ
内
有
力
者
層
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
権
力
闘
争
の
場

で
あ
っ
た
。
如
何
に
し
て
デ
サ
首
長
職
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
に
付
随
し
た
大
き
な
収
入
と
権
力
を
確
保
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
彼
ら
の
最
大

の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
他
方
、
一
般
の
住
民
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
権
力
闘
争
が
展
開
さ
れ
る
限
り
、
誰
が
そ
の
勝
利
者
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
に
は
さ
し
て
関
心
が
な
か
っ
た
が
、
選
挙
は
思
わ
ぬ
臨
時
収
入
の
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
彼
ら
は
（
W
）
～
（
W
）
に
承
さ
れ
た

よ
う
に
、
時
に
は
積
極
的
に
選
挙
に
参
加
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
植
民
地
支
配
の
深
化
が
も
た
ら
し
た
負
担
の
強
化
か
ら
逃
れ
よ
う
と
努
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
植
民
地
支
配
に
対
し
て
の
、
選
挙
の
「
自
由
」
を
巧
み
に
利
用
し
た
抵
抗
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
「
自
由
選
挙
」
は
、
デ
サ
社
会
に
お
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
意
図
と
は
全
く
別
の
文
脈
で
解
釈
さ
れ
実
践
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
形
で
選
出
さ
れ
る
デ
サ
首
長
が
植
民
地
権
力
の
側
か
ら
見
て
満
足
ゆ
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
選
挙
法
改
正
に
お
い
て
、
上
級
権
力
の
介
入
の
範
囲
を
拡
大
し
制
限
を
強
化
す
る
方
向
が
め
ざ
さ
れ
た
の
は
、
必
然
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
選
出
状
況
が
あ
る
限
り
、
デ
サ
首
長
に
対
し
て
住
民
が
敬
意
を
払
わ
な
い
こ
と
、
即
ち
そ
の
社
会
的

地
位
が
低
下
す
る
こ
と
も
、
や
は
り
必
然
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
①
　
菊
レ
β
畔
↓
甘
吋
δ
〉
象
同
く
。
Φ
。
。
o
o
ヨ
ρ
、
、
℃
訟
欝
2
回
急
。
乙
。
伊
、
、
（
8
‘
切
・
切
こ
　
く
O
一
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
Q
卜
◎
㌧
　
一
㊤
O
曵
）
や
■
8
。
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②
　
囚
。
ヨ
ワ
愚
。
亀
計
ワ
ω
の
の
～
℃
．
。
。
①
○
。
所
収
の
記
事
に
よ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
二

　
つ
以
外
に
選
挙
の
実
椿
を
呉
体
酌
に
描
い
た
も
の
と
し
て
は
ス
マ
ラ
ン
に
関
す
る

　
も
の
一
し
ご
賃
σ
q
℃
℃
．
蕗
～
》
ω
恥
、
シ
ド
ア
ル
ジ
ョ
に
闘
す
る
も
の
一
、
、
℃
「
o
o
く
。

　
〆
、
帥
謬
σ
O
ω
O
げ
同
O
〈
①
P
α
O
ω
ρ
一
⇔
血
ρ
ゆ
、
、
　
（
、
．
O
こ
一
Q
Q
㊤
一
㌧
H
目
）
℃
噛
一
㊤
O
り
～
唱
。
一
り
一
〇
、
　
。
ハ

　
ニ
ュ
マ
ス
に
関
す
る
も
の
i
O
・
い
鵠
霧
謬
一
旨
p
7
、
．
U
①
＜
岳
⑦
閑
。
養
。
α
霞

　
U
①
ω
鈴
7
0
0
捜
。
＝
．
、
（
↓
．
切
．
切
．
”
〈
O
一
・
α
ヤ
　
一
Q
Q
O
H
）
℃
」
O
心
～
℃
．
ε
伊
勺
。
℃
営
ρ
．
．
σ
o

　
類
o
o
ま
o
p
創
窪
Ω
o
ヨ
δ
き
。
ヨ
。
艮
ω
U
①
。
。
器
、
o
℃
｝
9
〈
卯
㊦
昌
諸
㊤
α
o
o
舜
．
、
（
画
ミ
猟
℃

　
く
。
ド
一
P
お
8
）
や
蔭
9
、
．
＜
鴛
貯
”
O
⑦
乙
。
ヨ
．
①
鱒
δ
N
貯
σ
q
o
コ
．
、
（
替
ミ
‘
＜
o
ド
H
9

　
騙
O
㊤
）
℃
．
画
◎
。
刈
～
や
点
Q
Q
Q
◎
な
ど
が
あ
る
が
、
選
挙
の
具
体
的
な
や
り
方
は
こ
こ
に

　
掲
げ
た
も
の
と
大
差
は
な
い
。

③
こ
の
報
告
書
の
中
味
は
、
ほ
ぼ
同
蒔
期
の
記
述
で
あ
る
譲
p
α
沖
ワ
州
言
σ
Q
毎
♂

　
．
、
○
昌
焦
㊦
話
9
6
峯
貯
σ
q
9
μ
！
δ
霞
σ
o
『
＜
p
ヨ
Φ
O
o
器
ゲ
o
o
h
ハ
δ
コ
、
．
（
雪
じ
ご
．
切
．
讐
く
。
ド

　
b
。
ρ
お
O
b
。
）
℃
．
δ
0
に
よ
れ
ば
、
デ
サ
の
名
前
と
人
口
、
選
挙
集
会
参
加
者
数
、

　
各
候
補
者
の
名
前
、
職
業
、
推
定
年
齢
及
び
得
票
数
で
あ
っ
た
。

④
　
ρ
い
鵠
霧
ω
巴
ヨ
餌
P
．
、
U
①
＜
尻
こ
。
内
Φ
壽
①
ユ
韓
U
o
ω
の
9
7
0
0
段
Φ
昌
”
、
（
8
勤

　
切
．
、
♂
δ
r
伊
無
双
）
℃
．
δ
心
．

⑤
　
同
様
の
こ
と
は
ケ
ド
ゥ
ー
の
九
〇
年
報
告
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

　
村
民
が
デ
サ
首
長
を
指
名
し
て
ほ
し
い
と
、
理
事
や
監
督
官
に
願
い
為
る
ケ
ー
ス

　
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
呪
評
し
く
は
寓
．
≧
零
．
殉
や
邸
ゆ
～
㍗
ω
O
を
参
照
。

⑥
ご
。
ξ
o
＞
二
項
8
ω
o
o
ヨ
p
o
や
9
f
や
ε
9

⑦
ミ
■
雪
月
‘
嶺
ρ
き
§
昏

⑧
鎮
≧
肉
‘
や
ト
。
．

⑨
≧
≧
≧
、
℃
』
㊤
■

⑩
蛍
≧
≧
や
b
。
O
梱

⑪
　
テ
ガ
ル
州
…
モ
ガ
郡
九
〇
隼
・
報
止
口
（
幾
」
く
．
弐
㌧
℃
凸
の
N
）
。
同
様
の
内
編
谷
を
臨
狩
つ
報
…

　
告
は
、
バ
イ
テ
ン
ゾ
ル
フ
県
九
〇
年
報
告
（
尊
ミ
、
℃
．
b
。
H
）
、
　
モ
ジ
ョ
ク
ル
ト
県

　
九
〇
年
報
告
（
き
ミ
．
”
℃
．
b
o
窃
）
、
』
誉
ミ
肖
向
遣
同
α
9
動
§
ミ
碁
嵩
恥
所
収
の
サ
ラ
テ
ィ

＠＠＠＠＠＠
ガ
県
報
告
、
グ
ロ
ボ
ガ
ソ
県
報
告
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

⑫
ミ
叢
や
嵩
伊
き
§
馬
．

⑭
』
h
重
点
こ
誤
切
、
句
ミ
｝
ミ
碁
謡
恥
”
グ
ロ
ボ
ガ
ン
県
報
告
。

⑭
同
⑬

⑯
≧
≧
き
マ
G
。
鉾

⑯
ミ
ヨ
尉
‘
温
9
9
ミ
導
§
・

⑰
こ
の
よ
う
な
党
争
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
夙
に
一
八
六
四
年
の
東
イ
ン
ド
評
議

　
会
勧
告
（
〉
鼓
託
。
ω
〈
き
勾
p
巴
♂
、
雪
ぎ
巳
ρ
b
。
り
〉
嘗
＝
。
。
忠
L
δ
．
×
H
同
ご
も

　
指
摘
し
て
い
る
。
即
ち
「
デ
サ
首
長
の
選
出
に
際
し
て
は
、
た
い
て
い
互
い
に
陰

　
謀
を
め
ぐ
ら
す
複
数
の
党
派
が
存
在
す
る
。
彼
ら
が
選
ん
だ
者
に
最
高
票
を
集
め

　
て
デ
サ
首
長
に
押
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
党
派
は
、
そ
の
者
が
自
分
達
を
優
遇

　
す
る
こ
と
を
計
算
し
て
い
る
。
こ
の
デ
サ
首
長
は
、
最
大
の
党
派
の
意
に
沿
っ
て

　
行
政
を
進
め
、
デ
サ
内
の
他
党
派
に
対
抗
で
き
る
も
の
が
な
い
限
り
、
そ
の
職
に

　
と
ど
ま
り
、
我
々
が
不
正
と
呼
び
正
義
に
照
し
て
許
す
こ
と
の
で
き
漁
よ
う
な
振

　
舞
を
意
の
ま
ま
に
し
て
も
、
容
易
に
は
告
発
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
デ
サ
内
で
最

　
大
の
影
響
力
を
持
つ
党
派
と
衝
突
し
た
り
、
あ
る
い
は
意
欲
的
な
リ
ー
ダ
ー
に
率

　
ら
れ
た
反
対
党
が
対
抗
す
る
の
に
充
分
な
力
を
備
え
て
い
る
な
ら
ば
、
告
発
す
べ

　
く
あ
ら
ゆ
る
材
料
が
集
め
ら
れ
、
デ
サ
首
長
は
こ
の
告
発
に
は
ま
ず
対
抗
で
き
な

　
い
。
彼
は
失
脚
し
、
他
の
党
派
が
デ
サ
酋
長
職
を
手
に
入
れ
る
。
し
か
し
、
新
し

　
く
選
ば
れ
た
首
長
も
ま
た
、
た
い
て
い
前
任
者
の
轍
を
踏
む
こ
と
と
な
り
、
結
局
、

　
職
を
維
持
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
胃
冥
‘
ワ
毬
0
を
参
照
。

　
　
ミ
・
ヨ
肉
・
’
窃
伊
℃
禽
。
ミ
Q
器
き
パ
ス
ル
ア
ン
県
報
告
。

蝕
ミ
・
㌧
プ
ロ
ボ
リ
ソ
ゴ
県
報
出
口
。

ミ
ョ
朝
・
、
一
α
伊
漆
翫
。
♪
ト
ゥ
マ
ソ
グ
ン
県
報
告
。

ミ
．
ミ
肉
こ
嵩
ρ
句
§
ミ
遷
ミ
偽
”
グ
ロ
ボ
ガ
ン
県
報
告
。

蛍
〉
訓
鋏
層
や
δ
～
や
邸
P

亀
㌶
く
．
宍
℃
唱
．
鱒
ω
．
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⑳
、
．
O
。
無
§
§
無
．
．
一
九
一
五
年
三
月
一
一
臼
（
穴
①
∋
℃
・
§
・
ミ
・
）
や
ω
竃
・

⑳
詳
し
く
は
菊
■
嵐
’
日
9
目
旨
す
O
＞
巳
ズ
O
霧
O
O
き
P
O
℃
．
9
f
℃
」
自
～
や
H
O
α

　
を
参
照
。

⑯
　

一
九
二
六
年
村
落
自
治
調
査
の
最
終
報
告
（
白
鯨
銘
記
凌
貯
偽
。
¢
ミ
為
ミ
b
恥
防
宇

　
≧
§
§
ミ
§
－
9
・
・
§
鳶
。
器
魯
隠
岩
§
さ
§
ミ
§
H
㊤
瑠
”
毛
⑦
一
9
く
「
巴
魯
）
”
や

　
蕊
で
は
、
こ
の
報
告
書
の
著
者
ラ
ソ
ー
ユ
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
完
全
に
と
は
言

　
え
ぬ
ま
で
も
多
く
の
陰
謀
が
防
止
で
き
た
と
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
が
、
前
掲

　
⑧
の
続
き
の
記
述
中
で
は
こ
の
投
票
方
法
に
言
及
し
た
後
、
　
「
陰
謀
は
ス
ト
ッ
プ

　
で
き
な
い
。
一
番
多
く
払
い
、
最
も
良
い
こ
と
を
約
束
す
る
者
が
、
た
い
て
い
の

　
場
合
、
最
高
得
票
が
確
実
に
で
き
る
。
」
と
、
否
定
的
評
価
が
与
え
ら
れ
る
。

⑳
　
ミ
景
潮
℃
顕
ρ
、
蕊
O
ミ
O
恥
§
一
層
プ
ロ
ボ
リ
ソ
ゴ
凶
報
血
罰
、
き
軌
繕
》
さ
筏
O
♪
　
マ

　
ゲ
ラ
ン
県
報
告
、
替
ミ
．
b
砺
塁
§
ミ
や
嘩
サ
ラ
テ
ィ
が
県
報
告
、
も
っ
と
も
、
前
稿

　
で
見
た
よ
う
に
当
時
の
デ
サ
首
長
の
大
半
は
文
盲
で
あ
っ
た
。

⑱
　
勺
。
娼
で
δ
、
o
ワ
9
げ
‘
や
き
～
℃
．
愈
．

⑳
）
　
ミ
’
ヨ
吋
こ
一
α
9
切
ミ
戴
O
§
胸
壁
勲
　
プ
ル
バ
リ
ン
ゴ
年
報
北
口
、
　
き
一
驚
℃
』
誉
織
O
馬
ミ
℃

　
ス
メ
ネ
プ
県
報
止
口
。

⑳
ミ
ヨ
動
層
ヨ
伊
㌔
翁
O
ミ
9
§
畑
㌧
プ
ロ
ボ
リ
ン
ゴ
県
報
告
。
ま
た
、
ボ
デ
メ
イ

　
エ
ル
に
よ
る
と
、
あ
る
候
補
者
は
監
督
官
に
対
し
、
自
分
は
以
前
に
懲
役
刑
を
受

　
け
た
が
そ
れ
を
他
人
に
代
行
さ
せ
た
か
ら
、
当
選
し
た
場
合
の
上
級
権
力
の
承
認

　
に
は
問
題
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
と
語
っ
た
と
い
う
。
実
際
に
は
、
こ
の
候
補
者

　
は
落
選
し
、
問
題
が
公
の
場
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
O
．
峯
尉
．
b
ほ
。
急
襲
①
一
オ
5

　
．
．
H
Φ
け
。
。
o
〈
窪
α
Φ
℃
巴
智
頭
貯
旨
－
距
。
鉱
。
㊦
コ
ユ
。
頴
巳
臼
σ
q
①
囲
（
一
①
㌶
①
α
q
①
一
貯
σ
q
α
鶏

　
U
o
。
。
紹
ぎ
。
＆
窪
。
剛
）
黒
く
p
§
竃
巴
8
轟
、
、
S
如
艶
乏
。
一
』
ω
し
8
b
。
㌔
℃
顧
b
。
“
⊃
一
）
。

　
一
八
七
八
年
選
挙
法
規
定
に
従
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
当
選
者
の
承
認
は

　
拒
否
ざ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
内
務
官
僚
の
中
に
批

　
醤
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ア
ベ
ル
は
、
火
の
つ
い
た
タ
バ
コ
を

　
草
地
に
捨
て
火
事
を
起
し
た
容
疑
で
数
年
徳
に
数
日
間
の
禁
固
刑
に
服
し
た
四
〇

　
歳
前
後
の
候
補
が
、
最
高
票
を
得
な
が
ら
デ
サ
首
長
に
な
れ
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
と
、

　
や
は
り
最
高
得
票
を
し
た
候
補
に
対
し
て
、
二
入
の
デ
サ
役
人
が
彼
は
庭
地
に
正

　
し
く
裏
作
物
を
作
っ
て
い
な
い
容
疑
で
県
法
廷
に
お
い
て
禁
固
三
日
を
宣
蕾
さ
れ

　
た
事
爽
が
あ
る
と
告
発
し
、
選
挙
管
理
委
員
会
が
確
認
の
た
め
に
調
査
に
乗
り
出

　
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
を
あ
げ
て
、
住
畏
に
対
す
る
処
分
が
根
拠
不
充
分
の
ま
ま
簡

　
単
に
行
な
わ
れ
す
ぎ
る
と
指
摘
し
、
こ
れ
を
承
認
拒
否
理
由
に
す
る
こ
と
に
疑
問

　
を
呈
し
て
い
る
（
即
男
》
げ
⑦
罫
、
、
〉
土
止
9
Φ
も
。
q
σ
■
O
〈
騨
昌
ω
冨
9
四
三
p
α
冨
刈
Q
。

　
き
。
蒔
『
”
、
8
中
中
、
く
O
r
一
ρ
一
㊤
0
9
や
q
㊤
～
や
①
一
）
。
　
ま
た
、
さ
ご
§
§
N

　
壽
蒜
ミ
恥
一
〇
◎
Q
。
伊
や
①
①
．
や
い
蜜
●
目
ω
o
げ
。
、
．
U
o
℃
o
ω
諄
δ
匹
。
尻
α
①
ω
p
7
0
0
｛
α
o
獅
、
．

　
（
、
．
O
．
℃
一
Q
Q
㊤
一
く
O
ピ
b
⊃
）
℃
．
一
。
。
b
。
0
～
℃
．
一
ω
N
◎
。
も
、
住
民
は
さ
さ
い
な
事
で
処
罰

　
さ
れ
る
・
こ
と
が
多
く
、
こ
の
こ
と
を
承
認
拒
否
理
由
に
す
れ
ば
選
挙
は
極
め
て
制

　
限
さ
れ
、
時
に
は
候
補
者
が
出
な
く
な
る
こ
と
さ
え
あ
る
、
出
撃
に
も
統
一
的
な

　
基
準
が
な
い
等
の
理
由
か
ら
、
こ
の
規
定
の
不
合
理
性
を
批
判
し
て
い
る
。

⑳
　
．
．
U
⑦
雷
く
興
ζ
o
N
ぎ
α
q
①
コ
、
”
（
↓
噛
切
．
窃
こ
　
く
O
ド
　
一
Φ
”
　
一
Q
Q
㊤
㊤
）
や
画
。
。
ρ
は
、
職
務

　
怠
慢
に
よ
り
罷
免
さ
れ
た
デ
サ
首
長
の
再
選
が
多
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ

　
の
こ
と
は
、
後
述
の
よ
う
に
「
怠
慢
」
に
対
す
る
評
価
が
、
住
民
側
と
政
庁
側
で

　
全
く
異
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
興
味
深
い
。

⑳
　
寒
ヨ
中
b
嶺
ρ
勺
蕊
ミ
粛
塁

⑳
ミ
ヨ
や
ま
0
、
舞
舞
ミ
ミ
§
・

＠
　
均
ド
ヨ
肉
こ
一
㎝
伊
⑦
ミ
｝
ミ
§
£
鱗

⑳
　
同
郡
監
督
官
の
九
〇
年
報
皆
（
蛍
之
。
鋭
）
や
b
。
一
～
ワ
器
。
同
報
告
で
は
、
引

　
用
部
分
に
続
け
て
、
こ
の
よ
う
な
酋
長
の
水
準
は
弦
長
な
ど
が
教
育
し
て
も
決
し

　
て
向
上
し
な
い
か
ら
、
少
し
で
も
使
え
る
デ
サ
首
長
な
ら
解
任
し
な
い
方
が
よ
い

　
と
述
べ
て
い
る
。

⑳
　
同
県
副
理
事
九
〇
年
報
倍
（
瞬
S
≧
零
）
や
邸
。
。
。
同
報
告
で
は
、
こ
れ
に
続
い

　
て
、
命
じ
ら
れ
た
任
務
を
し
っ
か
り
遂
行
す
る
有
能
な
デ
サ
首
長
に
は
、
し
ば
し

　
ば
全
く
馬
鹿
げ
た
理
由
に
よ
る
告
発
が
提
出
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
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⑰
蜜
ヨ
魯
昌
9
窃
ミ
さ
§
塗

⑳
　
旨
S
遷
鶉
」
一
綬
b
肉
寒
さ
§
N
鱗

⑳
　
旨
S
咽
ズ
肉
こ
一
萌
伊
二
面
O
晒
ク
ブ
メ
ン
県
死
出
悶
、
き
軌
鈍
」
切
§
覧
8
ミ
喬
ひ
　
チ
ラ
チ

　
ャ
ッ
プ
県
報
北
口
、
　
蓼
ミ
こ
勺
窺
肋
O
ミ
．
O
ミ
§
噛
ヅ
ロ
ボ
リ
ン
ゴ
県
報
超
口
、
ク
ラ
ク
サ
ン

　
県
報
此
口
、
魯
ミ
こ
漆
糺
讐
、
ひ
ク
デ
ィ
リ
県
報
野
口
、
き
帖
劉
”
肉
§
さ
籍
暗
㍗
ポ
ジ
ョ
ネ
ゴ

　
ロ
県
報
告
を
参
照
。
こ
の
他
に
も
、
一
八
五
九
年
の
栽
培
長
官
カ
マ
レ
ク
の
書
簡

　
に
、
デ
サ
首
長
選
挙
の
際
に
常
に
指
摘
さ
れ
る
典
型
的
現
象
と
し
て
「
能
力
や
精

　
神
面
に
お
い
て
抜
き
ん
田
た
者
を
、
こ
の
役
職
か
ら
な
る
べ
く
排
除
し
よ
う
と
す

　
る
住
民
の
願
望
」
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
住
民
の
対
応

　
は
恐
ら
く
強
糊
栽
培
制
度
期
に
は
か
な
り
…
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
竣
さ
れ
る
。

　
詳
し
く
は
圃
（
監
（
剛
賃
（
δ
0
9
白
霞
o
o
ρ
㌧
、
．
じ
d
嵩
鉱
話
昌
塔
譲
。
＜
曾
げ
賃
一
。
。
凱
ゆ

　
掌
〉
＼
器
．
、
（
囲
魯
峯
”
や
ト
。
＝
）
を
参
照
。

⑩
　
ク
デ
ィ
リ
州
理
事
の
九
〇
年
報
告
で
も
、
自
由
選
挙
は
強
鰯
栽
培
制
度
期
に
強

　
制
に
対
す
る
一
種
の
対
抗
手
段
と
し
て
利
用
ざ
れ
た
と
い
う
兜
方
が
示
さ
れ
て
い

　
る
。
詳
し
く
は
≧
≧
鋭
層
や
Q
◎
同
を
参
照
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
小
論
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
権
力
が
導
入
し
た
選
挙
法
の
も
と
に
お
け
る
選
挙
の
実
情
の
一
端
を
述
べ
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
斎
蔵
で
論

じ
た
「
デ
サ
首
長
の
社
会
的
地
位
の
低
下
」
が
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
筆
者
は
、
一
九
世
紀
以
降
の
デ
サ
首
長
選
挙
の
性

格
は
、
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
同
時
に
、
な
お
検
討
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る

と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
三
章
で
示
し
た
よ
う
な
事
態
が
、
デ
サ
社
会
に
と
っ
て
如
何
な
る
意
味
を
持
っ
た
か
と
い
う
点
を
、
そ
れ
以
前
の

デ
サ
首
長
選
出
方
式
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
歴
史
的
に
問
い
直
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
内
藤
氏
が
指
摘

し
、
ま
た
小
論
中
に
引
い
た
史
料
の
い
く
つ
か
も
示
し
て
い
る
「
世
襲
原
理
」
の
存
在
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
点
と
も
か
か
わ
り
が
深
い
。

更
に
そ
れ
は
、
一
八
一
九
年
選
挙
法
の
導
入
が
ス
ム
ー
ズ
で
な
か
っ
た
こ
と
の
理
由
を
、
ジ
ャ
ワ
社
会
の
側
か
ら
問
い
直
す
こ
と
で
も
あ
る
。

　
ジ
ャ
ワ
本
来
の
デ
サ
首
長
選
出
方
式
が
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
　
一
九
世
紀
以
降
、
先
に
見
た
よ
う
に
選
挙
法
改
正
と
い
う
実
践
的
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

題
と
結
び
つ
い
て
多
く
の
論
争
が
闘
わ
さ
れ
て
き
た
が
、
ま
と
ま
っ
た
見
解
を
提
出
し
て
い
る
の
は
う
ッ
フ
ル
ズ
、
ハ
ッ
セ
ル
マ
ン
、
フ
ォ
ー

　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
③

レ
ン
ホ
ー
フ
ェ
ン
、
ア
ダ
ム
の
四
半
で
あ
ろ
う
。
ラ
ッ
フ
ル
ズ
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
「
自
由
選
挙
」
が
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
と
考
え
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

点
に
関
す
る
限
り
ハ
ッ
セ
ル
マ
ン
も
同
様
で
あ
る
が
、
彼
の
場
合
に
は
一
九
世
紀
初
頭
に
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
い
る
こ
と
に
重
点
を
置



植民地期ジャワ・マヅラにおけるデサ首長「自由選挙」をめぐって（植村）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
て
、
こ
れ
を
政
策
立
案
の
基
礎
に
し
ょ
う
と
し
た
。
同
時
に
彼
は
「
世
襲
原
理
」
の
存
在
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
本
来
の
制

度
と
ど
う
か
か
わ
る
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
説
明
を
与
え
て
い
な
い
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ォ
ー
レ
ン
ホ
ー
フ
ェ
ン
、
　
ア
ダ
ム
は
、
「
自
由
選

挙
」
は
棄
の
も
の
で
は
な
文
「
世
襲
原
理
」
に
基
づ
垂
出
こ
そ
が
棄
の
も
の
で
あ
・
た
と
述
べ
て
い
緬

　
筆
者
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
フ
ォ
ー
レ
ン
ホ
…
フ
ェ
ン
や
ア
ダ
ム
と
岡
様
に
、
世
襲
制
が
本
来
の
選
出
形
式
で
あ
る
と
い
う
見
通
し
に
立
っ

て
お
り
、
従
っ
て
小
論
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
事
態
は
、
そ
う
し
た
在
地
の
秩
序
が
植
民
地
支
配
の
深
化
に
よ
っ
て
崩
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
他

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
な
お
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
立
場
に
立
て
ば
、
ダ
ー
ソ
デ
ル
ス
統
治
期
や
ラ
ッ
フ

ル
ズ
統
治
期
の
諸
報
告
に
見
ら
れ
る
「
デ
サ
首
長
の
定
期
交
替
」
と
い
う
事
態
が
、
整
合
的
に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
フ
ォ
ー
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ソ
ホ
ー
フ
ェ
ン
は
明
確
な
説
明
を
与
え
て
い
な
い
。
ア
ダ
ム
は
、
モ
ジ
ョ
ケ
ル
ト
の
副
理
事
事
務
所
か
ら
発
見
さ
れ
た
一
九
世
紀
前
半
期
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

か
わ
る
文
書
に
依
拠
し
て
ス
ラ
バ
や
南
部
の
デ
サ
首
長
選
挙
を
論
じ
た
R
・
ケ
ル
ン
の
論
文
を
援
用
し
て
、
定
期
交
替
は
東
イ
ン
ド
早
早
が
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
労
役
を
課
し
た
こ
と
に
対
す
る
住
民
側
の
対
応
で
あ
る
と
説
明
し
た
が
、
ケ
ル
ン
は
こ
の
点
に
つ
い
て
充
分
な
根
拠
を
提
出
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

　
こ
う
し
て
見
る
と
、
本
来
の
選
出
形
式
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
な
お
解
明
さ
れ
る
べ
き
点
が
多
い
。
東
イ
ン
ド
会
社
の
地
方
支
配
の

あ
り
方
、
更
に
は
ジ
ャ
ワ
の
王
候
権
力
や
地
方
支
配
層
の
デ
サ
支
配
の
あ
り
方
な
ど
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
い
ず
れ
考

え
て
み
た
い
。

①
　
ρ
い
寓
器
ω
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．
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However，　how　tke　tax　system　was　established　has　not　been　fully　eluci－

dated．　This　article　investigates　the　process　of　how　1勲。んz畠磁謝剛α加，

whick　began　to　be　imposed　in　the　early　eleventh　century，　underwent

certain　changes，　became　a　kind　of　tax，　and　obtained　the　form　which　was

preserved　during　the　Kamafeztra　era－from　tlie　institutional　pont　of　view．

In　short，　the　imposition　of　the　tax　throughout　a　province　deveioped　under

the　initiative　of　provincial　governers　and　it　is　not　until　the　early　period

of　Emperor　Goshirafeawa’s　government　and　the　cloister　government　that

the　central　government　began　to　participate　actively　in　tke　imposition

and　collection　of　Vefeolett　Heifeinyafett．　The　plinciple　of　collection　and

exemption　which　had　been　established　during　this　time，　was　malntained．

Therefore，　it　was　during　the　early　period　of　Goshirahawa’s　rule　and

the　c至oister　government　that　the　tax　system　of　1勲。ん％山九”α舳was

established．

“　Free　”　Election　of　the　Village　Chiefs

　　　　in　Colonial　Java　and　Madoera

by

UEMuRA　Yasuo

　　After　restoration　of　Java　in　1816，　the　Dutch　Colonial　Government

recognized　oMcially　the　inhabitants’　right　of　electing　their　village　chiefs

freely　in　the　election　law　of　1819．　This　principle　was　confirmed　again

by　the　Constitutional　Law　of　1854　and　einbodied　in　the　eiection　law　of

1878．　The　latter　contained，　however，　another　tendency．　Here　the　Dutch

Colonial　Government　aimed　at　excluding　the　“unsuitable”　from　village

chiefs　by　using　its　influences　over　the　election．　And　this　went　farther

in　the　revised　electioR　law　of　1907．

　　Actuai　implementation　of　these　laws　experienced　considerable　delay．

Moreover，　there　frequently　occured　deviations　from　the　provlsions　at　the

actual　elections．　For　example，　there　were　lnfiuential　persons　in　viliages

who　formed　parties　and　fiercely　struggled　for　the　position　of　village

chief　by　using　bribery　or　sotne　other　kinds　of　intrigues．　At　the　same

time　there　were　many　cases　where　village　inhabitants　purposely　elected
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the　“unsuitable”，　hoping　to　reduce　their　obligations　to　the　Government．

In　any　case　the　social　position　of　the　village　chief　in　the　village　became

lower　under　these　situatlons．

Was　the　Granary　System　really　‘　Communal　’？　：

　　　The　Reformation　by　Huang　Zheng黄震

　　　　　　　　in　the　Southern　Song　Dynasty

by

ToDA　Yuji

　　It　was　in　the　context　of　the　control　by　the　local　landed　classes，　i．　e．

the　autonomous　character　of　rura1　societies，　that　the　image　of　Southern

Song’s　communal　granary　system（shecαng社倉）has　been　constructed．

However，　tal〈ing　the　state　power　into　account．　1　will　make　a　new

explanation　on　this　system．

　　Generally，　shecαng　did’エ1t　fulfil　its　ostensible　function，　because　it　became

a　means　of　exploiting　peasants　for　its　managers．　By　investjgating　the

reformation　by　Huang　Zheng，　a　good　example　can　be　discovered．　The

leading　part　for　the　reformation　was　played　by　local　magnates．　Thus

the　basso　ostinato　of　Huang’s　reformation　was　reassuring　the　contro！　by

Guangde　prefecture広徳軍authority．　There　were　many　similar　cases　in

the　Southern　Song　dynasty．　The　foundation，　management，　and　abolition

of　shecang　depended　almost　entirely　upon　the　loca1　mandarin’s　intention．

　　My　enquiry　concludes　that　shecang　must　be　grasped　in　the　context　of

the　non－autonomous　character　of　Song’s　rural　socleties．
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