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佐
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は
じ
め
に

第
一
章　

ア
ン
ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐

　
　

第
一
節　

ト
ゥ
ー
ル
地
方
長
官
府
と
ア
ン
ジ
ェ
地
方
長
官
補
佐
管
区

　
　

第
二
節　

ア
ン
ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐
た
ち

　
　

第
三
節　

地
方
長
官
補
佐
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上　

第
二
四
集
）

第
二
章　

地
方
長
官
補
佐
の
活
動　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下　

本
号
）

　
　

第
一
節　

活
動
の
原
則
と
手
続
き

　
　

第
二
節　

情
報
提
供

　
　

第
三
節　

執
行

第
三
章　

地
方
長
官
補
佐
の
活
動
の
特
徴

第
四
章　

地
方
長
官
補
佐
の
機
能

お
わ
り
に

第
二
章　

地
方
長
官
補
佐
の
活
動

第
一
節　

活
動
の
原
則
と
手
続
き

　

本
章
で
は
、
地
方
長
官
補
佐
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
か
を
見
て
い
く
。
だ
が
、
そ
の
前
に
地
方
長
官
補

佐
が
ど
の
よ
う
な
原
則
に
従
い
、
ど
の
よ
う
な
手
順
で
動
い
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
簡
単
に
述
べ
て
お
い
た
方
が
よ
い
だ
ろ

う
。
と
い
う
の
も
、
十
八
世
紀
に
は
官
僚
制
度
が
だ
い
ぶ
姿
を
整
え
て
き
て
い
る
と
は
い
え
、
近
代
国
家
の
そ
れ
と
は
性
質
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を
異
に
し
て
い
る
し
、
と
り
わ
け
地
方
長
官
補
佐
の
場
合
は
、
地
方
長
官
の
私
的
な
雇
い
人
と
し
て
出
発
し
、
国
家
の
制
度

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
後
も
俸
給
を
支
払
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
独
特
の
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

地
方
長
官
補
佐
は
、
管
轄
区
内
で
地
方
長
官
に
報
告
す
べ
き
出
来
事
が
あ
っ
た
場
合
を
除
い
て
、
基
本
的
に
地
方
長
官
の

命
令
な
し
で
動
く
こ
と
は
な
い
。
よ
り
正
確
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
動
く
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
原
則
で
あ
る
。

ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
地
方
長
官
ベ
ル
ト
ラ
ン
が
編
ん
で
地
方
長
官
補
佐
た
ち
に
配
付
し
た
『
地
方
長
官
補
佐
の
た
め
の
訓
令
』

（
一
七
八
八
年
）
が
あ
り
、
地
方
長
官
補
佐
の
活
動
を
考
察
す
る
う
え
で
重
要
な
同
時
代
の
史
料
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ

で
は
、「
地
方
長
官
補
佐
が
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
地
方
長
官
殿
か
ら
委
ね
ら
れ
て
自
ら
が
持
つ
広
範
な
権
限
が
地
方

長
官
が
地
方
長
官
補
佐
に
対
し
て
発
す
る
命
令
の
執
行
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
一
般
的
あ
る
い
は
個
別

的
命
令
を
受
け
な
い
場
合
に
は
常
に
、
地
方
長
官
補
佐
に
許
さ
れ
て
い
る
の
は
報
告
を
行
う
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
で

あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る（
１
）。

　

次
に
手
順
で
あ
る
。
地
方
長
官
補
佐
は
地
方
長
官
の
命
令
で
動
く
の
だ
が
、
地
方
長
官
が
独
自
に
何
ら
か
の
目
的
を
も
っ

て
地
方
長
官
補
佐
に
命
令
を
与
え
る
ケ
ー
ス
は
比
較
的
少
な
い
。
そ
の
前
に
中
央
政
府
か
ら
地
方
長
官
に
命
令
が
あ
っ
た
り
、

も
っ
と
多
い
の
は
、
請
願
が
中
央
政
府
の
役
職
者
や
地
方
長
官
に
提
出
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
地
方
長
官
補
佐
に
調
査
が
命

じ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
地
方
長
官
補
佐
が
直
接
住
民
か
ら
請
願
な
ど
の
働
き
か
け
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
少
な

い（
２
）。
た
だ
し
、
こ
れ
は
地
方
長
官
補
佐
の
事
務
所
の
文
書
が
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
か
も
知
れ
な
い
。

　

命
令
の
内
容
に
つ
い
て
言
え
ば
、
地
方
長
官
か
ら
は
、
単
に
情
報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
地
方
長
官
に

よ
る
裁
判
の
準
備
と
し
て
調
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
き
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
何
ら
か
の
執
行
が
命
じ
ら
れ
る
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場
合
も
あ
る
。

　

調
書
の
作
成
や
執
行
の
場
合
に
は
、
地
方
長
官
の
権
限
の
再
委
任
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
た
め
の
手
続
き
と
し
て
は
、
後

で
事
例
を
み
る
よ
う
に
特
任
状co

m
m

issio
n

が
発
行
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
地
方
長
官
補
佐
へ
の
た
ん
な
る
手
紙
で

の
命
令
で
代
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
ず
、
特
任
状
の
一
例
を
示
し
て
み
よ
う
。

　

次
に
示
す
の
は
、
調
書
の
作
成
の
た
め
に
、
地
方
長
官
サ
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
が
地
方
長
官
補
佐
ゲ
ル
シ
ュ
に
権
限
を
委
任
し
た

特
任
状
で
あ
る（
３
）。
ア
ン
ジ
ェ
市
の
古
物
商
四
名
が
、
か
れ
ら
の
所
属
す
る
同
業
組
合
の
規
約
に
不
満
が
あ
り
国
務
会
議

に
請
願
書
を
提
出
し
た
件
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
よ
り
も
、
こ
う
し
た
場
合
に
地
方
長
官
補
佐
が
調

書
を
作
成
し
、
そ
れ
が
裁
判
に
お
け
る
の
と
同
様
、
関
係
者
す
べ
て
の
申
し
立
て
、
反
駁
、
再
反
駁
と
い
う
司
法
的
手
続
き

を
踏
む
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
に
地
方
長
官
補
佐
の
意
見
が
付
さ
れ
る
、
と
い
う
点
に
留
意
し
て
お

き
た
い
。
な
お
、
こ
の
特
任
状
の
下
部
余
白
に
は
、
ゲ
ル
シ
ュ
の
筆
跡
で
、
以
下
に
斜
体
字
で
示
し
た
文
言
が
書
か
れ
、
古

物
商
組
合
親
方
代
表
に
署
名
を
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
後
か
ら
書
き
込
み
の
な
さ
れ
た
特
任
状
は
、
作
成
し
終
え
た
調

書
と
と
も
に
地
方
長
官
の
も
と
に
送
り
返
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
斜
字
体
で
示
し
た
部
分
に
は
、
実
際
の
文
書
で
は
そ

の
上
か
ら
×
印
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
送
り
返
さ
れ
た
特
任
状
を
受
け
と
っ
た
地
方
長
官
府
で
、
地
方
長
官
補
佐
が
必
要
な

手
続
き
を
き
ち
ん
と
踏
ん
で
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
た
印
と
推
測
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　

シ
ャ
ル
ル=

ピ
エ
ー
ル
・
サ
ヴ
ァ
レ
ッ
ト･････

ト
ゥ
ー
ル
総
徴
税
区
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　

司
法
・
治
安
維
持
行
政
・
財
政
の
地
方
長
官
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ア
ン
ジ
ェ
市
古
物
商
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
リ
シ
ュ
ー
、
ピ
エ
ー
ル
・
ジ
ャ
イ
ユ
リ
、
マ
ル
ク
・
ア
ン
ガ
ン
お
よ
び
マ
ル

グ
リ
ッ
ト
・
ボ
ー
ジ
ェ
に
よ
り
、
か
れ
ら
の
職
業
の
同
業
組
合
の
い
わ
ゆ
る
規
約
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
去
る
一
〇

月
一
五
日
お
よ
び
二
月
一
八
日
付
け
で
国
務
会
議
に
無
署
名
で
提
出
さ
れ
た
請
願
書
に
書
か
れ
た
事
実
を
確
認
す
る

必
要
が
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
余
に
与
え
ら
れ
た
命
令
に
鑑
み
て
、

　

上
記
の
地
方
長
官
た
る
余
は
、
ア
ン
ジ
ェ
に
お
け
る
地
方
長
官
補
佐
で
あ
る
ゲ
ル
シ
ュ
氏
に
、
問
題
と
な
っ
て
い

る
請
願
書
に
つ
い
て
こ
の
同
業
組
合
の
親
方
代
表
に
提
示
し
、
す
べ
て
の
関
係
者
の
申
し
立
て
、
反
駁
、
再
反
駁
を

調
書
と
し
て
作
成
す
る
権
限
を
委
任
し
た
。
そ
の
後
、
意
見
を
付
し
て
余
に
送
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ト
ゥ
ー
ル
に
お
い
て　

一
七
四
六
年
三
月
二
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
署
名
）　

サ
ヴ
ァ
レ
ッ
ト

　

下
記
に
署
名
し
た
ア
ン
ジ
ェ
市
古
物
商
組
合
親
方
代
表
マ
ル
タ
ン
・
ベ
ル
ク
ゥ
ー
ル
、

セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ル=
デ
ュ
ッ
ク
は
、
上
記
の
命
令
に
し
た
が
っ
て
回
答
す
る
よ
う
、

地
方
長
官
補
佐
ゲ
ル
シ
ュ
氏
が
八
通
の
異
な
る
書
類
を
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
た
こ
と
を

認
め
る
。
こ
の
書
類
は
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
リ
シ
ュ
ー
、
ピ
エ
ー
ル
・
ジ
ャ
イ
ユ
リ
、
マ

ル
ク
・
ア
ン
ガ
ン
お
よ
び
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ボ
ー
ジ
ェ
に
よ
っ
て
国
務
会
議
に
提
出
さ

れ
た
も
の
で
、
ゲ
ル
シ
ュ
氏
に
よ
っ
て
整
理
番
号
を
付
さ
れ
署
名
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ア
ン
ジ
ェ
に
お
い
て　

一
七
四
六
年
四
月
一
五
日　
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（
署
名
）　

ベ
ル
ク
ゥ
ー
ル

上
記
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ル=

デ
ュ
ッ
ク
は
、
自
分
の
名
前
が
書
け
な
い
と
述
べ
た
。

（
署
名
）　

ド
・
ラ
・
ゲ
ル
シ
ュ

　

次
に
、
特
任
状
と
い
う
形
を
と
ら
ず
に
手
紙
で
命
令
が
伝
え
ら
れ
た
事
例
も
示
し
て
お
こ
う
。
ア
ン
ジ
ェ
で
は
、
治
安
総

代
官
職lieu

ten
an

t gén
éral d

e p
o
lice

の
創
設
後
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
、
市
政
府
と
上
座
裁
判
所
の
間
で
争
い
が
続
い

て
い
た
が
、
上
座
裁
判
所
が
国
務
会
議
に
請
願
を
提
出
。
結
局
、
地
方
長
官
補
佐
が
調
書
を
作
成
し
た
が
、
そ
の
調
書
に
は

以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
去
る
三
月
一
四
日
付
け
の
当
総
徴
税
区
地
方
長
官
殿
に
よ
る
手
紙
に
よ
り
与
え
ら
れ
た

命
令
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
上
座
裁
判
所
の
役
人
方
と
市
政
府
の
役
人
方
に
す
で
に
通
達
し
た
が
、
こ
の
通
達
に
基
づ
い
て
、

私
は
関
係
者
の
供
述
調
書
を
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
あ
り（
４
）、
こ
う
し
た
重
大
な
問
題
で
も
、
委
任
状
で
は
な
く
手

紙
で
命
令
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

地
方
行
政
機
構
の
末
端
に
位
置
す
る
地
方
長
官
補
佐
の
行
政
事
務
に
と
も
な
う
書
類
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ

う
。
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
種
の
書
類
の
管
理
・
取
扱
い
に
つ
い
て
は
厳
格
さ
が
求
め
ら
れ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

公
共
工
事
の
入
札
に
関
す
る
報
告
書
に
お
い
て
、
そ
の
末
尾
で
は
な
く
初
め
の
部
分
に
日
付
を
入
れ
る
よ
う
に
と
地
方
長
官

部
局
か
ら
注
意
を
受
け
て
い
る
事
例
が
あ
り（
５
）、
ま
た
お
そ
ら
く
地
方
長
官
部
局
に
よ
る
指
導
で
あ
ろ
う
が
、
地
方
長
官

補
佐
か
ら
地
方
長
官
へ
の
手
紙
は
基
本
的
に
一
通
に
ひ
と
つ
の
用
件
が
記
さ
れ
て
、
別
の
案
件
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
じ
日

付
で
も
別
の
手
紙
が
出
さ
れ
て
い
る（
６
）。
し
か
し
、
そ
こ
に
近
代
的
な
官
僚
制
度
の
秩
序
を
見
出
す
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
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よ
り
整
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
地
方
長
官
部
局
で
さ
え
、
実
態
は
そ
う
で
な
い
こ
と
を
示
す
事
例
が
あ
る
。

穀
物
取
引
の
自
由
化
を
定
め
た
一
七
六
四
年
七
月
の
王
令
は
、
条
文
が
地
方
長
官
補
佐
の
マ
ル
ソ
ー
レ
に
送
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
し
、
炭
坑
会
社
と
一
私
人
の
間
の
訴
訟
に
関
し
て
地
方
長
官
の
命
令o

rd
o
n
n
an

ce

が
出
た
と
き
に
も
、
そ
こ
に
地

方
長
官
補
佐
に
よ
る
執
行
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
命
令
が
マ
ル
ソ
ー
レ
に
伝
わ
っ
て
い
な
い（

7
）。

ア
ン
ジ
ェ
市
入
市
税
創
設
に
つ
い
て
の
過
去
に
出
さ
れ
た
国
務
会
議
裁
決
は
、
こ
れ
を
参
照
す
る
必
要
が
生
じ
た
時
に
地
方

長
官
部
局
で
も
、
地
方
長
官
補
佐
事
務
所
で
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た（

8
）。
関
連
し
て
言
え
ば
、
本
稿
で
は
、

su
b
d
élégatio

n

に
「
地
方
長
官
補
佐
事
務
所
」
な
る
訳
語
を
充
て
て
い
る
が
、
実
際
に
「
事
務
所
」
な
る
も
の
が
存
在
し

た
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
地
方
長
官
補
佐
の
屋
敷
が
そ
れ
に
使
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
地
方
長
官
補
佐
の
書
記
宛
の

手
紙
も
書
記
の
自
宅
に
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る（

9
）。

第
二
節　

地
方
長
官
へ
の
情
報
提
供

　

地
方
長
官
の
権
限
は
、
そ
の
正
式
名
称
の
通
り
、
司
法
、
治
安
維
持
行
政
、
財
政
の
広
い
範
囲
に
及
ぶ
。
地
方
長
官
補
佐

の
活
動
を
検
討
す
る
さ
い
、
こ
の
三
つ
の
分
野
に
分
け
て
考
え
て
み
る
方
法
が
選
択
肢
と
し
て
あ
る
が
、
地
方
長
官
補
佐
の

実
際
の
仕
事
が
司
法
、
治
安
維
持
行
政
、
財
政
の
ど
れ
に
入
る
か
が
明
確
で
な
い
場
合
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
ま
た
、
こ
の

時
代
の
治
安
維
持
行
政
の
含
む
範
囲
は
相
当
に
広
く
地
方
長
官
補
佐
の
仕
事
の
多
く
が
こ
れ
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

分
け
て
考
え
る
こ
と
の
意
味
が
あ
ま
り
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
第
一
、
地
方
長
官
へ
の
情
報
提
供
、
第
二
、
地
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方
長
官
の
命
令
の
執
行
と
い
う
二
つ
に
分
け
て
考
え
て
み
た
い
。

　

地
方
長
官
へ
の
情
報
提
供
は
、
地
方
長
官
補
佐
の
仕
事
の
中
で
か
な
り
大
き
な
比
重
を
占
め
る
。
中
央
政
府
の
エ
リ
ー
ト

官
僚
出
身
で
あ
る
地
方
長
官
は
赴
任
先
の
土
地
に
つ
い
て
の
知
識
が
乏
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
七
六
〇
年
代
の
後
半
に

『
ト
ゥ
ー
ル
総
徴
税
区
要
覧
』
と
い
う
一
〇
五
五
頁
か
ら
成
る
大
冊
が
編
ま
れ
た
。
き
っ
か
け
は
、
一
七
六
二
年
と
六
四
年

の
二
度
に
わ
た
っ
て
財
務
総
監
か
ら
地
方
長
官
に
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
に
つ
い
て
の
報
告
書
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
時

の
地
方
長
官
レ
ス
カ
ロ
ピ
エ
は
地
方
長
官
府
内
で
、「
識
者
や
熱
心
な
市
民
」
の
手
を
か
り
て
『
要
覧
』
作
成
の
仕
事
を
開

始
さ
せ
た
。
編
纂
は
レ
ス
カ
ロ
ピ
エ
の
時
代
に
は
終
わ
ら
ず
、
ク
リ
ュ
ゼ
ル
の
時
代
に
完
成
し
た
。
そ
の
序
論
で
こ
う
述
べ

ら
れ
て
い
る
。「
地
方
長
官
の
役
目
ほ
ど
広
範
な
も
の
は
な
い
。･････

し
か
し
な
が
ら
、
信
じ
難
い
こ
と
に
、
新
任
の
地

方
長
官
に
そ
の
役
目
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る
よ
う
な
書
物
は
一
冊
と
し
て
な
い
。
か
れ
が
統
治
す
る
こ
と
に
な
る
地
方
に

つ
い
て
教
え
て
く
れ
る
よ
う
な
書
物
は
一
冊
と
し
て
な
い
。
人
口
、
商
業
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
、
交
通
、
農
産
物
、
す

べ
て
が
か
れ
に
と
っ
て
は
新
奇
で
あ
る
。
す
べ
て
が
不
確
か
で
あ
る
」（
10
）。
こ
う
し
て
編
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、
地
方
長
官

に
と
っ
て
、
こ
の
『
要
覧
』
に
収
め
ら
れ
た
情
報
で
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
先
に
引
い
た
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
『
地
方
長
官
補
佐
の
た
め
の
訓
令
』
で
は
、
地
方
長
官
補
佐
を
「
地
方
長
官
の
眼
」

と
形
容
し
、
地
方
長
官
補
佐
が
届
け
る
情
報
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。「
地
方
長
官
補
佐
は
、
各
々
の
管
轄
区
に
お
い

て
地
方
長
官
殿
の
眼
で
あ
り
、
地
方
長
官
殿
に
真
実
が
届
く
の
は
ま
さ
に
地
方
長
官
補
佐
を
通
し
て
、
地
方
長
官
補
佐
が
そ

の
眼
で
見
た
正
確
さ
に
応
じ
て
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
実
を
わ
ず
か
で
も
歪
め
て
伝
え
る
こ
と
は
、
犯
罪
を
構
成
す

る
背
信
で
あ
り
、
地
方
長
官
補
佐
は
す
べ
て
を
自
ら
の
眼
で
見
る
必
要
が
あ
る
だ
け
に
い
っ
そ
う
申
し
開
き
の
で
き
な
い
背
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信
な
の
で
あ
る
」（
11
）。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
な
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
も
っ
と
も
重
要
な
情
報
の
ひ
と
つ
は
、

人
物
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ゲ
ル
シ
ュ
は
、
地
方
長
官
の
照
会
に
回
答
し
て
、
国
王
役
人
候
補
と
し
て
名
の
挙
が
っ
て
い

た
人
物
に
つ
い
て
調
査
し
て
い
る
。「
当
市
の
河
川
森
林
監
督
官m

aître p
articu

lier

の
官
職
の
叙
任
に
つ
い
て
財
務
総

監
閣
下
の
承
認
を
要
請
し
て
い
る
ビ
ュ
シ
ェ
ー
ル
・
ド
・
シ
ョ
ー
ヴ
ィ
ニ
エ
氏
は
、
二
三
歳
の
若
者
で
、
富
裕
で
は
あ
り
ま

す
が
古
い
家
柄
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
律
の
勉
強
を
終
え
て
お
り
ま
す
が
、
学
士
号
は
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
私
が
聞
き
及

ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
物
は
、
素
行
は
良
好
で
す
が
、
か
な
り
偏
狭
な
精
神
の
持
ち
主
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

昨
年
一
一
月
八
日
に
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
移
譲
権
（
引
用
者
註　

官
職
を
近
親
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で

き
る
権
利
）
に
基
づ
い
て
こ
の
人
物
を
叙
任
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ご
要
望
に
し
た
が
っ
て
私
の
意
見
を
申
し
上
げ
ま

す
な
ら
ば
、
か
れ
に
仕
事
を
さ
せ
る
の
は
二
五
歳
に
な
っ
て
か
ら
と
し
、
そ
れ
ま
で
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
氏
に
そ
の
職
務
を
遂
行

さ
せ
る
の
が
適
当
か
と
存
じ
ま
す
」（
12
）。

　

官
職
の
創
設
や
そ
の
さ
い
の
価
格
に
つ
い
て
も
、
地
方
長
官
に
回
答
を
送
る
。「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
シ
ャ
ボ
な
る
者
に
よ
っ

て
要
請
さ
れ
た
リ
レ
教
区
に
在
住
す
る
上
座
裁
判
所
執
達
吏
の
職
を
設
け
る
件
は
、
私
が
集
め
た
情
報
に
よ
れ
ば
、
必
要
性

が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
地
に
も
、
近
隣
一
リ
ュ
ウ
四
方
の
諸
教
区
に
も
、
執
達
吏
は
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
官
職

の
価
格
に
つ
い
て
は
、
一
二
〇
リ
ー
ヴ
ル
と
い
う
の
は
十
分
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
一
五
〇
リ
ー
ヴ
ル
に
し
て
も
よ
ろ
し

い
で
し
ょ
う
」（
13
）。
同
じ
よ
う
に
官
職
保
有
に
関
わ
る
調
査
と
し
て
、
両
替
の
仕
事
を
無
許
可
で
行
っ
て
い
る
者
た
ち
が

い
る
の
で
、
管
区
内
で
こ
の
仕
事
を
行
っ
て
い
る
者
の
氏
名
、
居
住
地
、
ど
の
よ
う
な
官
職
名
で
両
替
を
行
っ
て
い
る
か
、
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そ
の
官
職
の
取
得
年
月
を
調
査
せ
よ
と
の
中
央
政
府
か
ら
の
命
令
が
地
方
長
官
を
通
じ
て
あ
り
、
こ
れ
に
回
答
す
る
こ
と
も

あ
っ
た（
14
）。

　

地
方
長
官
は
特
権
に
関
わ
る
情
報
も
必
要
と
し
て
い
た
。
一
七
七
四
年
、
フ
ル
ー
リ
・
デ
・
サ
ヴ
ェ
ル
ネ
な
る
人
物
か
ら
、

シ
ャ
ロ
ン
教
区
の
炭
坑
採
掘
許
可
願
い
が
出
さ
れ
た
。
新
た
な
採
掘
に
は
国
務
会
議
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
が
、
こ
れ
を
調
査
し
た
マ
ル
ソ
ー
レ
は
、「
地
主
が
反
対
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
か
れ
の
能
力
も
低
く
、
こ
の
種
の

事
業
に
必
要
な
出
費
も
ま
か
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
」
と
し
た（
15
）。
地
理
に
関
わ
る
情
報
も
あ
る
。
国
王
政
府

は
十
八
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
助
産
婦
技
術
の
向
上
を
目
指
す
が
、
ト
ゥ
ー
ル
地
方
長
官
は
、
管

轄
区
内
の
各
都
市
で
毎
年
技
術
講
習
会
を
開
く
計
画
を
立
て
、
こ
の
た
め
に
管
区
内
の
西
部
地
方
に
つ
い
て
は
、
ど
の
都
市

で
行
う
の
が
適
当
か
、
と
マ
ル
ソ
ー
レ
に
問
い
合
わ
せ
る
。
こ
れ
は
、
技
術
講
習
会
の
講
師
が
で
き
る
外
科
医
が
ど
の
地
域

に
何
人
く
ら
い
存
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
関
わ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
マ
ル
ソ
ー
レ
は
、
主
要
な
都
市
に
つ
い
て
述
べ

た
後
、
こ
ん
な
ふ
う
に
答
え
る
。「
…
…
モ
ー
ジ
ュ
地
方
で
も
っ
と
も
重
要
な
町
で
あ
り
、
財
政
的
に
も
豊
か
な
シ
ョ
レ
で

開
か
れ
る
の
が
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
…
…
し
か
し
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
非
常
に
広
い
モ
ー
ジ
ュ
地
方
全

体
を
カ
バ
ー
す
る
に
は
、
シ
ョ
レ
だ
け
で
は
講
師
を
つ
と
め
る
外
科
医
が
不
足
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
私
は
、
他

の
ど
の
町
で
開
く
の
が
も
っ
と
も
適
当
だ
ろ
う
か
と
検
討
い
た
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
シ
ュ
ミ
レ
と
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
・
ル
・

ヴ
ィ
エ
イ
ユ
を
比
較
検
討
い
た
し
ま
し
と
こ
ろ
、
こ
の
地
方
に
つ
い
て
の
私
の
知
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
後
者
が
よ
り
望
ま

し
い
だ
ろ
う
と
い
う
結
論
を
得
ま
し
た
。
後
者
の
方
が
、
外
科
医
の
割
り
振
り
に
好
都
合
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
」（
16
）。

　

地
方
的
慣
行
に
つ
い
て
の
中
央
政
府
や
地
方
長
官
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
も
、
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
教
会
十
分
の
一
税
に
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関
す
る
紛
争
は
、
教
権
外
裁
判
所
の
管
轄
で
あ
り
、
地
方
長
官
に
出
さ
れ
た
請
願
に
つ
い
て
、
マ
ル
ソ
ー
レ
が
調
査
し
て
報

告
を
送
っ
て
い
る
。
司
祭
と
十
分
の
一
税
徴
収
請
負
人
が
、n

avisseau

と
い
う
蕪
の
一
種
に
新
た
に
課
税
し
よ
う
と
し
た

の
に
対
し
て
、
一
七
八
一
年
に
サ
ン
・
ク
レ
ス
パ
ン
・
ア
ン
・
モ
ー
ジ
ュ
教
区
が
抗
議
し
、
訴
え
を
出
し
た
こ
と
を
受
け
て

の
も
の
で
あ
る
。
教
会
十
分
の
一
税
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
王
権
は
農
民
の
側
に
有
利
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
の
で
、
そ
れ
に
沿
っ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
啓
蒙
思
想
の
影
響
か
、
マ
ル
ソ
ー
レ
の
判
断
は
教
会
に
厳
し
い
。「
私
は

こ
う
し
た
問
題
に
通
じ
て
い
る
幾
人
か
の
者
た
ち
に
相
談
し
ま
し
た
。
か
れ
ら
が
口
を
揃
え
て
言
う
の
は
、
こ
う
し
た
問
題

で
は
こ
れ
ま
で
の
慣
行
以
外
に
法
を
つ
く
る
も
の
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
サ
ン
・
ク
レ
ス
パ
ン
・
ア
ン
・
モ

ー
ジ
ュ
教
区
の
住
民
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
か
れ
ら
の
教
区
で
はn

avisseau

に
課
税
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
、
と
主
張
し
て

い
ま
す
。
…
…
聖
職
者
た
ち
の
財
産
と
権
利
を
こ
れ
以
上
増
や
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
基
本
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
…
…
私
は
、

サ
ン
・
ク
レ
ス
パ
ン
の
住
民
た
ち
に
か
れ
ら
の
要
請
を
認
め
て
や
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
」（
17
）。

　

管
区
内
で
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
地
方
長
官
に
知
ら
せ
る
必
要
が
生
じ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
代
表
的
な
の
は
、
穀
物
価
格

の
高
騰
、
そ
れ
に
起
因
す
る
騒
擾
な
ど
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
執
行
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
後
で
ま
と
め
て

述
べ
よ
う
。
さ
ら
に
、
中
央
政
府
の
要
請
に
よ
る
全
国
規
模
の
調
査
に
対
し
て
の
回
答
と
い
う
形
で
も
、
情
報
提
供
が
行
わ

れ
て
い
る
。
人
口
や
収
穫
状
況
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
だ
が
、
収
穫
状
況
に
つ
い
て
は
、
十
八
世
紀
中
葉
か
ら
毎
年
、
地
方

長
官
補
佐
は
報
告
の
義
務
を
負
い
、
質
問
項
目
と
書
き
込
む
欄
の
印
刷
さ
れ
た
も
の
に
、
記
入
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（
18
）。

　

し
か
し
、
地
方
長
官
補
佐
の
情
報
が
不
正
確
な
場
合
も
あ
っ
た
。
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
で
は
三
家
族
に
、
王
令
を
印
刷
で
き

る
な
ど
の
特
権
を
有
す
る
「
国
王
の
印
刷
人
」Im

p
rim

eu
r d

u
 ro

i

の
称
号
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
、
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エ
ロ
ー
家
で
は
、
ル
ネ
・
エ
ロ
ー
が
官
職
税
の
支
払
い
に
よ
っ
て
得
て
い
た
襲
職
権
に
よ
っ
て
、
甥
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
に
継
が

せ
た
い
と
の
申
し
出
を
一
七
四
七
年
に
行
い
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
七
五
二
年
に
ル
ネ
が
死
去
す
る
と
、

娘
婿
で
書
籍
商
の
ジ
ャ
イ
エ
が
「
国
王
の
印
刷
人
」
の
称
号
を
求
め
た
。
ジ
ャ
イ
エ
の
「
品
行
、
資
格
、
能
力
」
に
つ
い
て

調
査
を
命
じ
ら
れ
た
地
方
長
官
補
佐
の
ゲ
ル
シ
ュ
が
、
ジ
ャ
イ
エ
に
好
意
的
な
回
答
を
地
方
長
官
に
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
ル

ネ
の
死
後
に
は
甥
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
に
特
権
を
与
え
る
と
い
う
王
令
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
回
答
を
受
け
た
中
央

政
府
は
ジ
ャ
イ
エ
に
称
号
を
与
え
た
。
し
か
し
、
甥
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
は
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
を
担
当
す
る
国
務
卿
サ
ン
・
フ

ロ
ラ
ン
タ
ン
伯
に
請
願
を
提
出
、
一
七
五
八
年
の
国
務
会
議
裁
決
で
、
か
れ
が
「
国
王
の
印
刷
人
」
を
継
承
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
た
。
こ
の
間
、
不
十
分
な
調
査
を
行
っ
た
ゲ
ル
シ
ュ
に
対
し
て
、
地
方
長
官
が
「
こ
の
よ
う
な
過
ち
が
な
さ
れ
る
と

は
、
驚
き
を
禁
じ
え
な
い
」
と
厳
し
く
叱
責
し
た
の
で
あ
る（
19
）。

　

一
般
的
に
、
地
方
長
官
補
佐
か
ら
の
情
報
が
不
正
確
で
あ
っ
た
場
合
の
理
由
と
し
て
、
故
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
も

な
い
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
に
当
て
は
ま
る
の
は
、
地
方
長
官
補
佐
事
務
所
の
わ
ず
か
な
人
員
で
広
い
管

轄
区
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
の
難
し
さ
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ン
ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐
の
管
轄
区
内
に
は

十
八
世
紀
半
ば
で
二
二
六
も
の
教
区
が
存
在
し
た
。
そ
こ
で
、
地
方
長
官
補
佐
は
、
事
務
所
の
書
記
以
外
に
も
、
必
要
に
応

じ
て
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
人
脈
を
培
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
一
七
八
五
年
、
騎
馬
警
邏
隊
の
部
隊
の
宿
営
所
探
し

を
命
じ
ら
れ
て
い
た
マ
ル
ソ
ー
レ
は
、
管
内
の
各
所
に
問
い
合
わ
せ
を
行
い
、
こ
う
地
方
長
官
に
報
告
し
た
。「
私
は
、
プ

ア
ン
セ
に
お
け
る
宿
営
所
探
し
の
情
報
を
得
る
の
に
適
切
と
思
わ
れ
る
こ
の
地
に
居
住
す
る
信
頼
で
き
る
人
物
に
、
問
い
合

わ
せ
を
行
い
ま
し
た
」。
氏
名
は
判
読
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
人
物
は
、
こ
う
マ
ル
ソ
ー
レ
に
返
事
を
し
て
い
る
。「
い
く
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ぶ
ん
で
も
あ
な
た
の
お
役
に
立
ち
、
ご
信
頼
を
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
」（
20
）。
ま
た
、
別
の
年
、

こ
れ
も
騎
馬
警
邏
隊
の
兵
舎
と
し
て
家
を
提
供
し
て
い
た
者
か
ら
返
還
要
請
が
出
て
、
マ
ル
ソ
ー
レ
が
代
わ
り
の
屋
敷
を
探

す
こ
と
に
な
っ
た
。
な
か
な
か
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
が
、
ボ
ー
フ
ォ
ー
ル
の
市
収
入
役syn

d
ic receveu

r

を
つ
と
め
る

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
ア
ン
な
る
人
物
が
マ
ル
ソ
ー
レ
に
依
頼
さ
れ
、
適
当
な
屋
敷
を
見
つ
け
、
地
方
長
官
の
承
認
を
得
て
の

こ
と
だ
が
、
マ
ル
ソ
ー
レ
の
名
前
で
契
約
さ
え
も
行
っ
て
い
る（
21
）。

　

な
お
、
ア
ン
ジ
ェ
で
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
地
方
長
官
補
佐
が
私
的
に
培
っ
た
人
脈
関
係
で
あ
っ
た
が
、
オ
ー
ヴ

ェ
ル
ニ
ュ
で
は
地
方
長
官
補
佐
を
さ
ら
に
補
佐
す
る
人
員
で
あ
っ
たco

rresp
o
n
d
an

t

を
公
的
な
制
度
と
し
て
持
ち
、
ひ

と
り
のco

rresp
o
n
d
an

t
が
い
く
つ
か
の
教
区
を
担
当
し
て
い
た（
22
）。
ま
た
、ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
に
で
は
、地
方
長
官
カ
ー
ズ
・

ド
・
ラ
・
ボ
ー
ヴC

aze d
e la B

o
ve
が
財
務
総
監
に
宛
て
た
一
七
七
五
年
の
メ
モ
ワ
ー
ル
に
同
趣
旨
のco

rresp
o
n
d
an

t

の
創
設
案
が
見
ら
れ
る（
23
）。

　

情
報
提
供
に
関
し
て
は
、
最
後
に
も
う
一
点
だ
け
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
地
方
長
官
補
佐

は
情
報
を
提
供
す
る
な
か
で
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
時
に
は
そ
れ
が
求
め
ら
れ
た
範
囲
を
越
え
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
凶
作
と
な
っ
た
一
七
六
九
年
、
マ
ル
ソ
ー
レ
は
国
王
賦
役
の
免
除
を
提
言
し
、
違
反
し
た
も
の
を
逮
捕
す
る

の
は
、
今
度
ば
か
り
は
気
が
進
ま
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
マ
ル
ソ
ー
レ
の
提
言
が
直
接
の
原
因
か
ど
う
か
は
分
か

ら
な
い
が
、
地
方
長
官
ク
リ
ュ
ゼ
ル
は
い
っ
た
ん
は
免
除
を
考
え
る
に
至
っ
た
。
結
局
は
廃
止
に
は
至
ら
ず
に
、
賦
役
に
遅

れ
て
い
る
者
に
対
す
る
徴
発
を
ひ
か
え
さ
せ
る
に
留
ま
っ
た
の
だ
が（
24
）。
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第
三
節　

執
行

　
（
一
）　

租
税　

　

租
税
の
分
野
に
お
い
て
は
、
租
税
法
院
や
高
等
法
院
の
抵
抗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
長
官
の
大
き
な
権
限
が
確
立
し
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
下
で
地
方
長
官
補
佐
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
ま
ず
、
タ
イ
ユ
税
か
ら
見
て
い
こ
う
。
タ
イ
ユ
は
、
毎
年
国
王
が
王
国
全
体
の
課
税
額
を
決
定
、
次
い
で
国
務
会
議

が
総
徴
税
区
ご
と
の
課
税
額
を
決
定
す
る
。
各
総
徴
税
区
で
は
、
地
方
長
官
が
一
段
下
の
徴
税
単
位
で
あ
る
各
エ
レ
ク
シ
オ

ン
へ
の
割
当
て
を
決
定
し
、
各
エ
レ
ク
シ
オ
ン
で
は
そ
の
管
轄
区
内
の
各
教
区
へ
の
割
当
額
を
決
定
す
る
。
末
端
の
各
教
区

で
は
住
民
総
会
に
よ
っ
て
教
区
民
の
中
か
ら
割
当=

徴
収
人
が
選
ば
れ
る
。
ト
ゥ
ー
ル
総
徴
税
区
で
は
エ
レ
ク
シ
オ
ン
に

一
致
さ
せ
て
地
方
長
官
補
佐
の
管
轄
区
が
設
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
地
方
長
官
補
佐
の
活
動
は
ち
ょ
う
ど
エ
レ
ク
シ
オ
ン
の

レ
ベ
ル
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
エ
レ
ク
シ
オ
ン
に
は
エ
リ
ュ
と
呼
ば
れ
る
官
職
保
有
官
僚
が
お
り
、
か
れ
ら
の
仕
事
と
地
方
長
官
補
佐
の
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
い
た
か
を
知
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。「
ア
ン

ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐
事
務
所
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
確
定
さ
れ
た
」
と
記
さ
れ
、
地
方
長
官
補
佐
の
署
名
の
あ
る
各
教
区
の

タ
イ
ユ
台
帳
が
残
っ
て
い
る
が（
25
）、地
方
長
官
補
佐
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の『
ト

ゥ
ー
ル
総
徴
税
区
要
覧
』
で
は
、
管
区
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
役
所
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
て
、
エ
レ
ク
シ
オ
ン
に
お
け
る
エ
リ

ュ
の
仕
事
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
地
方
長
官
補
佐
に
つ
い
て
は
前
章
で
述
べ
た
か
れ
ら
の
俸
給
が
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
で
、
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仕
事
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。地
方
長
官
府
か
ら
見
れ
ば
、地
方
長
官
補
佐
は
一
応
自
ら
の
側
の
組
織
な
の
で
、『
要

覧
』
作
成
の
目
的
か
ら
し
て
、
詳
し
く
記
述
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
別
の
史
料
に
拠
る
必
要
が
あ
る
の
で
、『
地
方
長
官
補
佐
の
た
め
の
訓
令
』
と
並
ん
で
地
方
長
官
補
佐
に

つ
い
て
の
同
時
代
史
料
と
し
て
重
要
な
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
の「
地
方
長
官
補
佐
の
役
割
に
関
す
る
メ
モ
ワ
ー
ル
」（
一
七
六
七
年
）

を
見
て
み
よ
う（
26
）。

　

デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
は
、
地
方
長
官
補
佐
と
タ
イ
ユ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
こ
う
言
う
。
割
当
て
に
必
要
な
情
報
は
地
方
長
官
が

行
う
管
区
内
の
巡
行
に
よ
っ
て
得
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
の
で
、
エ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
役
人
エ
リ
ュ
や
地
方
長

官
補
佐
か
ら
の
情
報
提
供
に
よ
っ
て
補
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
地
方
長
官
の
主
導
性
を
軸
に
述
べ
る
。
と
く
に
詳
し

く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
減
免
の
評
価
に
つ
い
て
で
あ
る
。
エ
リ
ュ
が
管
轄
区
内
を
騎
行
し
、
そ
の
さ
い
の
調
査
を
も
と

に
し
て
評
価
を
す
る
。
し
か
し
、
一
般
に
エ
リ
ュ
に
よ
る
評
価
は
精
確
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。
そ
こ
で

「
地
方
長
官
補
佐
の
側
で
も
、
か
れ
自
身
あ
る
い
は
情
報
提
供
者
あ
る
い
は
他
の
信
頼
で
き
る
者
た
ち
が
同
じ
情
報
を
得
る

必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
割
当
て
の
と
き
に
エ
リ
ュ
の
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
に
役
立
ち
、
そ
の
欠
陥
を
補
う
」
と
述

べ
る（
27
）。

　

毎
年
の
通
常
の
作
業
に
関
わ
る
部
分
で
は
、
地
方
長
官
補
佐
が
ど
れ
ほ
ど
関
わ
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
し
、
た
ん
な
る

追
認
の
部
分
が
大
き
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
何
か
特
別
の
問
題
が
生
じ
た
と
き
に
地
方
長
官
補
佐
の
関
わ
る
余
地
が
大

き
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
に
よ
る
次
の
記
述
も
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
タ
イ
ユ
が
誤
っ
て
超
過
課
税
さ
れ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
法
の
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定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
判
決
を
下
す
の
は
、エ
レ
ク
シ
オ
ン
の
役
人
の
権
限
に
属
す
る
。
地
方
長
官
補
佐
は
、こ
う
し
た
個
々

の
訴
え
を
受
理
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
過
去
に
誤
っ
て
割
当
て
ら
れ
た
者
の
申
し
立
て
が
正
し

い
こ
と
を
、
調
停
の
形
で
割
当
人
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
ま
た
、
個
々
の
担
税
者

の
問
題
を
越
え
て
全
体
に
関
わ
る
不
正
が
行
わ
れ
て
い
る
時
に
は
、
そ
れ
を
追
及
し
、
十
分
な
証
拠
が
得
ら
れ
た
な
ら
ば
、

そ
れ
を
地
方
長
官
殿
に
報
告
し
、
地
方
長
官
殿
が
そ
れ
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
地
方
長
官
補
佐

の
義
務
で
あ
る
」（
28
）。

　

ア
ン
ジ
ェ
の
事
例
に
戻
ろ
う
。
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
が
言
う
よ
う
な
不
正
に
関
わ
る
事
例
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
が
、
通
常
の

台
帳
作
成
作
業
が
不
可
能
に
な
っ
た
結
果
、
地
方
長
官
補
佐
が
関
与
し
た
事
例
が
あ
る
。
ア
ン
ド
ル
ゼ
教
区
の
割
当
て=

徴
収
人
か
ら
、
か
れ
ら
自
身
で
は
台
帳
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
代
わ
っ
て
台
帳
を
作

成
し
て
く
れ
る
特
任
官
を
派
遣
し
て
欲
し
い
と
の
請
願
が
地
方
長
官
に
提
出
さ
れ
、
こ
の
と
き
の
地
方
長
官
で
あ
っ
た
サ
ヴ

ァ
レ
ッ
ト
は
、
一
七
四
八
年
一
月
一
四
日
付
け
の
特
任
状
に
よ
っ
て
、
要
請
さ
れ
た
特
任
官
に
ゲ
ル
シ
ュ
を
任
命
し
た
。
そ

し
て
、
こ
の
教
区
の
割
当
て=

徴
収
人
か
ら
事
情
を
聴
取
し
、「
か
ら
れ
の
仕
事
に
権
威
づ
け
を
し
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
が
、
か
れ
ら
が
恐
れ
て
い
る
エ
レ
ク
シ
オ
ン
で
の
訴
追
か
ら
、
か
れ
ら
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
」
と
特

任
状
に
先
立
つ
手
紙
で
ゲ
ル
シ
ュ
に
伝
え
て
い
る（
29
）。

　

減
免
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ジ
ェ
で
は
な
い
が
、
同
じ
ト
ゥ
ー
ル
総
徴
税
区
に
属
す
る
ア
ン
ボ
ワ
ー
ズ
の
エ
リ
ュ
た
ち
に
宛

て
た
地
方
長
官
ク
リ
ュ
ゼ
ル
の
手
紙
か
ら
、
地
方
長
官
補
佐
と
エ
レ
ク
シ
オ
ン
の
役
人
た
ち
の
協
議
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。「
最
悪
の
時
期
に
は
、
あ
な
た
方
と
地
方
長
官
補
佐
、
そ
れ
に
租
税
の
徴
収
官
た
ち
は
、
集
ま
り
協
議
し
て
、
必
要
に
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な
っ
た
と
き
に
救
済
に
あ
ず
か
る
担
税
者
の
一
覧
表
を
作
成
つ
く
り
な
さ
い
。
す
な
わ
ち
、
請
願
書
を
提
出
す
る
者
た
ち
だ

け
で
な
く
、
恩
恵
に
あ
ず
か
る
こ
と
を
待
つ
不
幸
な
人
々
の
一
覧
表
を
」（
30
）。
ア
ン
ジ
ェ
で
も
同
様
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た

可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
毎
年
の
通
常
の
課
税
作
業
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
と
し
て
も（
31
）、
何
ら
か
の
問
題
が
生
じ
た
時

に
は
地
方
長
官
補
佐
が
動
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
、
タ
イ
ユ
徴
税
業
務
が
十
分
効
率

的
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ト
ゥ
ー
ル
総
徴
税
区
の
総
収
入
役receveu

r gén
éral

で

あ
っ
た
ア
ル
ヴ
ォ
ワ
ン
は
一
七
八
三
年
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
ト
ゥ
ー
ル
総
徴
税
区
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
存
在
す
る
非
常
に

危
険
な
悪
弊
、
そ
れ
は
タ
イ
ユ
台
帳
が
し
っ
か
り
と
作
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
重
大
な
不
都
合

を
解
消
し
よ
う
と
、
歴
代
の
地
方
長
官
殿
は
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
打
ち
出
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
試
み
は
す
べ
て

何
の
成
果
も
生
み
出
さ
な
か
っ
た
。
ク
リ
ュ
ゼ
ル
殿
は
、
疑
い
を
か
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
評
判
の
良
い
清
廉
な
特
任
官
に
台

帳
を
作
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
成
果
が
出
な
か
っ
た
た
め
に
、
ク
リ
ュ
ゼ
ル
殿
は
意
欲
を
失
っ
て
し
ま

い
、
そ
れ
以
来
、
ず
っ
と
特
任
官
を
任
命
し
て
い
な
い
」（
32
）。

　

次
に
、
一
六
九
五
年
に
創
設
（
い
っ
た
ん
廃
止
の
後
、
一
七
〇
一
年
再
設
）
さ
れ
た
新
し
い
直
接
税
で
あ
る
カ
ピ
タ
シ
オ

ン
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
新
税
で
は
、
タ
イ
ユ
の
納
税
者
に
関
し
て
は
そ
の
付
加
税
と
し
て
タ
イ
ユ
に
比
例
し

た
額
が
徴
収
さ
れ
た
。
タ
イ
ユ
の
免
除
特
権
を
得
て
い
た
ア
ン
ジ
ェ
市
で
は
、
毎
年
、
地
方
長
官
か
ら
割
当
額
が
通
知
さ
れ
、

市
政
府
の
責
任
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
。
同
じ
く
タ
イ
ユ
を
免
れ
て
い
た
貴
族
に
つ
い
て
は
、
地
方
長
官
が
在
地
の
貴
族
一

名
の
協
力
を
得
て
税
額
を
査
定
し
た
。
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デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
「
地
方
長
官
補
佐
の
役
割
に
関
す
る
メ
モ
ワ
ー
ル
」
は
「
地
方
長
官
補
佐
は
住
民
共
同
体
の
カ
ピ
タ
シ
オ

ン
の
台
帳
を
検
査
し
、
有
効
に
す
る
。
こ
の
検
査
は
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
台
帳
の
作
成
者
は
、

頻
繁
に
過
失
か
ら
あ
る
い
は
故
意
に
書
き
落
と
し
や
重
複
を
お
か
す
。
あ
る
い
は
過
剰
割
当
て
を
行
う
。」（
33
）と
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
ア
ン
ジ
ェ
の
エ
レ
ク
シ
オ
ン
の
場
合
に
は
、
台
帳
作
成
と
地
方
長
官
補
佐
の
関
わ
り
を
示
す
史
料
は
、
ゲ
ル
シ
ュ

の
名
前
で
出
さ
れ
た
次
の
命
令
の
み
で
あ
る
。
こ
の
命
令
は
、
い
く
つ
か
の
教
区
の
カ
ピ
タ
シ
オ
ン
の
徴
収
人
に
対
し
て
出

さ
れ
た
も
の
で
、
カ
ピ
タ
シ
オ
ン
台
帳
の
作
成
を
迅
速
に
す
る
目
的
で
、
タ
イ
ユ
台
帳
が
作
成
さ
れ
た
直
後
に
そ
の
教
区
の

召
使
の
一
覧
表
を
地
方
長
官
補
佐
書
記
に
提
出
す
べ
し
、
と
い
う
命
令
が
な
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
く
つ
か
の

教
区
の
徴
収
人
は
こ
れ
を
充
た
し
て
い
な
い
の
で
、
滞
り
の
な
い
徴
収
を
実
現
す
る
た
め
に
た
だ
ち
に
提
出
す
べ
し
。
該
当

す
る
者
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
理
由
が
あ
れ
、
こ
の
表
か
ら
は
た
だ
の
一
人
も
除
い
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
違
反
し
た

者
に
は
、
一
〇
リ
ー
ヴ
ル
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
。
こ
の
罰
金
は
、
威
嚇
を
目
的
と
し
た
た
ん
な
る
言
葉
だ
け
の
も
の
で
は

な
く
、
実
際
に
科
せ
ら
れ
る
、
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る（
34
）。

　

タ
イ
ユ
と
同
様
に
カ
ピ
タ
シ
オ
ン
に
つ
い
て
も
、
毎
年
の
通
常
の
作
業
に
関
わ
る
部
分
で
は
、
地
方
長
官
補
佐
が
ど
れ
ほ

ど
関
わ
っ
て
い
る
か
が
わ
か
ら
な
い
。
台
帳
の
作
成
に
関
わ
る
史
料
が
乏
し
い
の
に
比
べ
多
い
の
が
、
被
課
税
者
か
ら
の
請

願
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
一
七
八
四
年
、
ア
ン
ジ
ェ
造
幣
局
の
国
王
検
察
官p

ro
cu

reu
r d

u
 ro

i

で
あ
る
ジ
ュ
リ
ア
ン
・

レ
ム
ボ
ー
が
病
床
の
姉
に
代
わ
っ
て
請
願
を
地
方
長
官
と
ア
ン
ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐
に
提
出
し
た
。
地
方
長
官
補
佐
に
提

出
さ
れ
た
請
願
に
は
、
欄
外
に
マ
ル
ソ
ー
レ
の
筆
で
、「
こ
の
請
願
を
認
め
る
に
先
立
ち
、
地
方
長
官
殿
の
補
佐
た
る
余
は
、

市
長
と
市
参
事
会
員
に
こ
の
請
願
に
つ
い
て
通
知
し
、
そ
の
用
意
が
あ
れ
ば
一
週
間
後
に
反
論
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
」
と
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書
か
れ
て
い
る
の
で
、
命
令
を
記
し
た
こ
の
請
願
書
を
、
課
税
を
行
っ
た
市
政
府
側
に
そ
の
ま
ま
届
け
、
説
明
な
い
し
反
論

を
求
め
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
を
地
方
長
官
補
佐
は
地
方
長
官
に
報
告
し
、
地
方
長
官
が
決
定
を
行
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
市
政
府
側
が
敗
訴
し
、
敗
訴
し
た
側
が
支
払
う
訴
訟
費
用
の
支
払
い
を
命
じ
ら
れ
、
こ
の
費
用

は
地
方
長
官
補
佐
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
て
い
る（
35
）。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
タ
イ
ユ
の
場
合
と
同
様
に
、
何
か
問
題
が
生
じ
た
と
き
の
対
処
に
お
い
て
地
方
長
官
補
佐
の
活

動
が
み
ら
れ
る
。

　

請
願
に
つ
い
て
は
、
他
の
租
税
で
も
地
方
長
官
補
佐
が
関
与
し
て
い
る
。
一
七
六
八
年
八
月
、
セ
グ
レ
教
区
が
財
務
総
監

に
一
括
上
納
金
の
減
免
を
求
め
る
請
願
を
提
出
し
、
こ
れ
に
対
し
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
マ
ル
ソ
ー
レ
は
、
セ
グ
レ
教
区
は

他
の
地
区
よ
り
も
人
口
に
比
し
て
課
税
額
が
高
す
ぎ
る
と
し
て
こ
の
要
請
を
支
持
、
六
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
か
ら
四
〇
〇
リ
ー
ヴ

ル
へ
の
減
額
が
適
当
と
の
意
見
を
地
方
長
官
に
送
り
、
地
方
長
官
も
ま
た
同
額
の
減
額
が
適
当
と
の
意
見
を
中
央
政
府
に
提

出
、
結
果
と
し
て
減
免
が
認
め
ら
れ
た（
36
）。
こ
れ
と
は
逆
に
、
総
徴
税
請
負
人
か
ら
の
請
願
が
発
端
と
な
り
動
い
た
例
も

あ
る
。
総
徴
税
請
負
人
か
ら
中
央
政
府
に
請
願
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
葡
萄
酒
密
売
の
取
締
り
の
た
め
に
、
徴
税
請
負

事
務
所
か
ら
ヴ
ァ
レ
ン
ヌ
教
区
司
祭
に
対
し
て
、
慣
例
に
し
た
が
っ
て
教
区
民
に
葡
萄
酒
在
庫
リ
ス
ト
の
開
示
を
通
知
し
て

く
れ
る
よ
う
依
頼
し
た
が
、
拒
否
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
関
し
て
、
地
方
長
官
補
佐
は
司
祭
か
ら
事
情
を
聴
取
し
、
ア
ン

ジ
ェ
司
教
と
協
議
し
て
い
る（
37
）。

　

ル
イ
十
五
世
時
代
か
ら
道
路
整
備
の
た
め
に
タ
イ
ユ
担
税
者
に
か
け
ら
れ
た
国
王
賦
役
に
つ
い
て
は
、
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
は
、

「
す
べ
て
の
住
民
共
同
体
は
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
果
た
す
べ
き
責
務
を
負
っ
て
い
る
が
、
地
方
長
官
殿
が
こ
れ
を
そ
れ
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ぞ
れ
の
共
同
体
に
割
り
振
る
こ
と
が
可
能
な
よ
う
に
、
地
方
長
官
補
佐
は
地
方
長
官
殿
に
、
国
王
賦
役
に
服
す
べ
き
各
共
同

体
の
住
民
す
べ
て
の
姓
名
、
職
業
を
記
し
た
一
覧
表
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
一
覧
表
に
は
、
荷
車
、
馬
、
運

搬
用
家
畜
の
数
も
記
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
遺
漏
が
な
い
よ
う
自
治
体
役
人
に
毎
年
こ
の
表
を
点
検
さ
せ
る
こ
と
も

不
可
欠
で
あ
る
。」（
38
）
と
そ
の
役
割
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
地
方
長
官
補
佐
の
役
割
は
そ
れ
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
ゲ
ル
シ
ュ
は
、
一
七
六
九
年
六
月
、
土
木
局
副
技
師

so
u
s-in

gén
ieu

r d
es p

o
n
ts et ch

au
ssées

の
バ
ス
テ
ィ
エ
の
要
請
を
受
け
、
シ
ャ
ロ
ン
ヌ
教
区
に
お
い
て
国
王
賦
役

の
義
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た
者
の
逮
捕
と
処
罰
を
命
じ
て
い
る（
39
）。
し
か
し
、
こ
の
一
七
六
九
年
は
凶
作
で
、
こ
の
年
の
秋
、

地
方
長
官
補
佐
職
を
共
同
で
務
め
て
い
た
息
子
の
マ
ル
ソ
ー
レ
が
、
国
王
賦
役
の
免
除
を
提
言
し
、
同
じ
手
紙
で
、
違
反
し

た
も
の
を
逮
捕
す
る
の
は
、
今
度
ば
か
り
は
気
が
進
ま
な
い
と
述
べ
た
こ
と
は
前
節
で
見
た
通
り
で
あ
る
。

　
（
二
）
軍
事
行
政　
　

　

軍
事
行
政
に
つ
い
て
は
、
正
規
軍
に
関
連
す
る
も
の
と
、
国
王
民
兵
に
関
連
す
る
も
の
と
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

ま
ず
、
ル
イ
十
四
世
時
代
の
軍
制
改
革
の
産
物
の
ひ
と
つ
で
、
正
規
軍
よ
り
も
地
方
長
官
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
利
い
て
い
た

国
王
民
兵
関
連
か
ら
見
て
い
こ
う
。
国
王
民
兵
は
、
各
教
区
か
ら
兵
士
を
強
制
的
に
徴
集
す
る
制
度
で（
40
）、
兵
士
は
く
じ

引
き
で
選
出
さ
れ
た
が
、
地
方
長
官
補
佐
は
こ
の
く
じ
引
き
の
た
め
の
集
会
の
主
宰
と
い
う
大
き
な
任
務
を
委
ね
ら
れ
て
い

た
。
一
七
八
四
年
に
地
方
長
官
デ
ー
ヌ
の
名
前
で
出
さ
れ
た
命
令
書
に
よ
れ
ば
、
民
兵
選
出
の
手
続
き
の
中
で
の
地
方
長
官

補
佐
の
役
割
は
次
の
よ
う
に
な
る（
41
）。
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く
じ
引
き
対
象
者
の
名
簿
は
、
都
市
役
人
あ
る
い
は
村
総
代
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る（
42
）。
対
象
者
は
、
く
じ
引
き
の
た

め
の
集
会
の
当
日
、
指
定
さ
れ
た
場
所
に
都
市
役
人
あ
る
い
は
村
総
代
に
先
導
さ
れ
て
向
か
い
、
こ
の
任
務
の
た
め
の
特
任

官
に
任
命
さ
れ
た
地
方
長
官
補
佐
の
前
に
集
合
す
る
。
地
方
長
官
補
佐
は
名
簿
に
し
た
が
っ
て
点
呼
を
行
な
う
。
名
簿
に
は

免
除
特
権
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
者
が
す
べ
て
載
せ
ら
れ
、
こ
の
集
会
で
地
方
長
官
補
佐
が
、
規
定
に
し
た
が
っ
て
、

免
除
特
権
を
与
え
る
か
ど
う
か
判
定
す
る
。
く
じ
引
き
の
結
果
当
た
っ
た
者
に
対
し
て
、
地
方
長
官
補
佐
は
、
地
方
長
官
補

佐
自
身
が
署
名
し
た
証
書
を
交
付
す
る
。
他
方
、
当
た
っ
た
者
の
氏
名
、
身
体
的
特
徴
を
記
し
た
報
告
書
と
写
し
を
作
成
し
、

一
部
は
地
方
長
官
補
佐
事
務
所
で
保
管
す
る
。
他
の
一
部
は
地
方
長
官
府
で
、
も
う
一
部
は
陸
軍
卿
の
部
局
で
保
管
さ
れ
る
。

く
じ
を
引
い
て
い
る
最
中
に
何
か
問
題
が
生
じ
た
り
異
議
申
立
て
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
地
方
長
官
補
佐
が
、
暫
定
的
な
措

置
で
あ
る
が
、
対
応
を
決
定
す
る
権
限
を
有
し
た
。
く
じ
引
き
集
会
を
執
り
行
う
こ
と
に
反
対
す
る
何
ら
か
の
騒
動
が
生
じ

た
と
き
に
は
、
参
加
者
を
教
区
に
帰
し
、
調
書
を
作
成
し
、
集
会
に
立
ち
会
っ
て
い
た
都
市
役
人
あ
る
い
は
村
総
代
に
署
名

さ
せ
る
。
調
書
に
は
騒
動
を
起
こ
し
た
者
す
べ
て
の
名
が
記
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
者
は
逮
捕
さ
れ
、
そ
の
後
民
兵
と
し
て
徴
集

さ
れ
る
。
な
お
、
地
方
長
官
補
佐
は
集
会
の
治
安
維
持
の
た
め
に
、
騎
馬
警
邏
隊
に
現
地
に
赴
く
よ
う
に
通
知
を
行
う
、
と

さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
強
制
的
に
兵
士
に
さ
れ
た
国
王
民
兵
た
ち
の
な
か
で
は
、
脱
走
す
る
者
も
多
く
現
れ
、
大
き
な
問
題
に
な
っ

て
い
た
が
、
ゲ
ル
シ
ュ
は
一
七
五
九
年
四
月
、
与
え
ら
れ
た
休
暇
期
間
を
過
ぎ
て
も
部
隊
に
帰
ら
な
い
民
兵
に
つ
い
て
、
該

当
者
の
い
る
村
の
総
代
た
ち
に
手
紙
を
書
き
、
ま
た
、
同
様
の
状
態
に
あ
る
ア
ン
ジ
ェ
市
の
諸
教
区
出
身
の
民
兵
に
つ
い
て

は
、
ア
ン
ジ
ェ
の
騎
馬
警
邏
隊
に
、
そ
れ
ら
民
兵
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
よ
う
命
令
し
た
。
翌
年
も
ま
た
、
マ
ル
ソ
ー
レ
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が
「
脱
走
し
た
、
あ
る
い
は
許
可
無
し
に
部
隊
を
離
れ
た
、
あ
る
い
は
休
暇
期
間
が
終
了
し
て
も
帰
隊
し
な
い
民
兵
」
の
問

題
に
関
わ
っ
て
い
る
。
騎
馬
警
邏
隊
の
士
官
と
推
測
さ
れ
る
「
ボ
ダ
ー
ル
氏
」
と
協
議
し
、
こ
の
人
物
か
ら
「
す
べ
て
の
班

が
こ
の
作
戦
に
全
力
で
取
り
組
む
」
と
の
言
葉
を
得
て
い
る
。
そ
し
て
、
地
方
長
官
へ
の
報
告
を
こ
う
結
ん
だ
。「
こ
の
捜

索
の
首
尾
に
つ
い
て
、
ま
た
、
逮
捕
し
た
脱
走
兵
の
人
数
に
つ
い
て
、
順
次
必
ず
ご
報
告
い
た
し
ま
す
」。
し
か
し
、
次
の

手
紙
で
は
、
こ
う
不
首
尾
を
報
告
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。「
騎
馬
警
邏
隊
が
村
の
総
代
た
ち
と
一
緒
に
行
っ
た
脱
走
兵
の

捜
索
は
、
た
い
し
た
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
家
宅
捜
索
を
行
っ
た
騎
兵
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
総

代
が
答
え
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
脱
走
兵
た
ち
は
別
の
部
隊
に
志
願
し
て
い
て
、
自
分
た
ち
は
こ
こ
何
年
も
そ

う
し
た
者
た
ち
の
消
息
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
」（
43
）。 

　

地
方
長
官
の
権
限
が
よ
り
大
き
い
の
は
国
王
民
兵
に
対
し
て
だ
が
、
正
規
軍
に
つ
い
て
も
軍
事
行
政
は
し
だ
い
に
地
方
長

官
の
手
に
移
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
正
規
軍
兵
士
の
徴
募
こ
そ
権
限
外
だ
が
、
補
給
や
規
律
維
持
ま
た
軍
隊
の
通
過
に
関
す

る
連
絡
な
ど
は
、
地
方
長
官
の
権
限
の
内
で
あ
っ
た
。
地
方
長
官
補
佐
は
市
長
に
宿
泊
を
要
す
る
連
隊
の
到
着
を
通
知
し
、

ま
た
、
連
隊
の
責
任
者
に
ア
ン
ジ
ェ
を
去
り
、
次
の
任
地
へ
行
く
よ
う
に
と
い
う
王
の
命
令
を
伝
え
る
。「
連
隊
長
ト
ゥ
ル

ニ
ー
氏
に
国
王
陛
下
の
命
令
を
伝
え
ま
し
た
。
ま
た
、cavalerie d

e la R
ein

e

連
隊
が
六
月
一
日
に
こ
の
町
を
発
っ
て

ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
に
向
か
う
経
路
を
伝
え
ま
し
た
。
ト
ゥ
ル
ニ
ー
氏
が
私
に
受
取
を
渡
し
ま
し
た
の
で
、
そ
ち
ら
に
お
送

り
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
市
長
と
市
参
事
会
員
諸
氏
に
間
も
な
く
騎
兵
の
二
部
隊
が
当
地
に
到
着
す
る
こ
と
を
通
知
し
ま
し

た
」（
44
）。　

　

こ
の
軍
隊
の
移
動
を
近
代
国
家
的
な
観
念
で
捉
え
て
は
、
地
方
長
官
補
佐
が
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
問
題
の
性
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質
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
一
に
、
部
隊
の
規
律
維
持
は
ま
っ
た
く
不
十
分
な
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、

よ
そ
者
で
あ
る
兵
士
た
ち
に
対
す
る
住
民
の
排
他
的
な
感
情
が
強
か
っ
た
こ
と
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
軍
隊
の
経
営
は
ル
イ
十
四
世
期
以
降
、
貴
族
の
私
的
経
営
か
ら
国
家
の
経
営
へ
と
大
き
く
シ
フ
ト
し
、
兵
士

（
傷
病
兵
、
退
役
兵
を
含
め
）
の
管
理
が
地
方
長
官
補
佐
の
肩
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
『
地
方
長
官
補
佐
の
た
め
の
訓
令
』
は
、
そ
う
し
た
軍
隊
の
通
過
の
さ
い
に
「
部
隊
が
何
ら
か
の
騒
ぎ

や
暴
力
沙
汰
を
引
き
起
こ
し
た
と
き
に
は
、
地
方
長
官
補
佐
は
、
要
請
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
訴
え
と
生
じ
た
損
害
を

調
査
し
、
報
告
書
を
作
成
し
、
一
部
を
陸
軍
卿
に
、
一
部
を
地
方
長
官
殿
に
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
45
）
と
述
べ
る
が
、

実
際
ア
ン
ジ
ェ
で
も
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
連
隊
の
伍
長
が
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
騎
馬
警
邏
隊
の
騎
兵
と
喧
嘩
を
し
て
互
い
に
怪
我

を
負
い
、
伍
長
が
投
獄
さ
れ
た
件
に
つ
き
、
陸
軍
卿
シ
ョ
ワ
ズ
ー
ル
か
ら
の
要
請
に
よ
っ
て
、
事
件
の
経
過
、
取
り
調
べ
の

状
況
な
ど
を
報
告
し
て
い
る（
46
）。

　

正
規
軍
の
募
兵
活
動
が
住
民
と
の
紛
争
を
引
き
起
こ
す
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
一
七
五
八
年
、

陸
軍
卿
の
も
と
に
市
政
府
か
ら
の
報
告
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
ブ
リ
連
隊
の
軍
曹
で
募
兵
官
の
オ
ジ
ェ
と
ア
モ
ン
ら
住

民
と
の
間
で
諍
い
が
あ
り
、
二
人
の
住
民
と
契
約
を
結
ん
だ
ば
か
り
の
オ
ジ
ェ
が
暴
行
を
受
け
る
事
件
が
起
こ
り
、
ア
モ
ン

を
逮
捕
し
て
市
の
監
獄
に
入
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
陸
軍
卿
は
地
方
長
官
に
詳
し
い
報
告
を
求
め
、マ
ル
ソ
ー
レ
は「
都

市
役
人
に
聴
取
さ
れ
た
証
人
す
べ
て
を
私
の
も
と
に
呼
ん
で
」
新
た
な
調
査
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。

ア
モ
ン
は
こ
の
と
き
ア
ン
ジ
ェ
に
滞
在
し
て
い
た
王
国
海
軍
連
隊
の
軍
曹
デ
ル
ア
ヴ
ェ
ー
ル
と
入
隊
契
約
を
結
ん
だ
ば
か
り

で
あ
り
、
二
人
の
住
民
を
自
分
と
同
じ
デ
ル
ア
ヴ
ェ
ー
ル
の
部
隊
に
入
れ
よ
う
と
し
て
オ
ジ
ェ
と
争
い
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
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た
オ
ジ
ェ
に
対
し
て
は
暴
行
し
た
の
で
は
な
く
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
威
嚇
し
た
程
度
で
あ
る
、
と
。
こ
の
後
、
マ
ル
ソ
ー
レ
は
、

地
方
長
官
の
指
示
の
も
と
、
ア
モ
ン
を
解
き
放
っ
て
デ
ル
ア
ヴ
ェ
ー
ル
に
引
き
渡
し
、
デ
ル
ア
ヴ
ェ
ー
ル
に
は
す
で
に
ア
ン

ジ
ェ
を
離
れ
た
部
隊
に
戻
る
よ
う
に
命
令
、
ま
た
、
こ
の
措
置
を
オ
ジ
ェ
が
属
し
て
い
た
連
隊
の
中
隊
長
に
も
連
絡
し
た（
47
）。

　

不
法
な
募
兵
活
動
を
行
っ
た
正
規
軍
の
募
兵
官
を
、
騎
馬
警
邏
隊
と
協
力
し
て
逮
捕
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
七
六
五
年
、

陸
軍
卿
か
ら
地
方
長
官
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
命
令
が
な
さ
れ
た
。
ヴ
ィ
ヴ
ァ
レ
ー
連
隊
の
軍
曹
ヴ
ェ
ロ
ン
な
る
者
が
、
ボ
ー
フ

ォ
ー
ル
で
募
兵
の
任
務
を
遂
行
中
に
、
ブ
ル
シ
エ
と
い
う
若
者
の
父
親
に
現
金
三
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
、
三
ヶ
月
間
有
効
の
手
形

三
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
を
渡
し
て
入
隊
契
約
を
結
ん
だ
が
、
こ
れ
は
違
法
な
の
で
逮
捕
す
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
マ
ル

ソ
ー
レ
は
そ
の
旨
の
陸
軍
卿
と
地
方
長
官
の
命
令
を
騎
馬
警
邏
隊
の
副
官lieu

ten
an

t

に
伝
え
、
ヴ
ェ
ロ
ン
は
逮
捕
さ
れ
た
。

こ
の
ヴ
ェ
ロ
ン
の
聴
取
、
釈
放
も
マ
ル
ソ
ー
レ
が
行
っ
て
い
る（
48
）。

　

ト
ゥ
ー
ル
総
徴
税
区
で
は
、
軍
病
院
の
設
立
計
画
は
あ
っ
た
も
の
の
、
資
金
の
不
足
の
た
め
に
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
傷
病
兵
士
は
普
通
の
病
院h

ô
p
ital gén

éral

に
入
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
事
務
も
地
方
長
官
補
佐
が
担
わ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
一
七
六
四
年
に
故
郷
で
あ
る
ア
ン
ジ
ェ
の
病
院
で
療
養
を
し
て
い
た
兵
士
が
死
亡
す
る
と
、
陸
軍
卿

と
地
方
長
官
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
制
服
を
病
院
か
ら
受
取
り
、
郵
便
で
か
れ
の
所
属
し
て
い
た
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
連

隊
に
送
っ
て
い
る（
49
）。
一
七
八
五
年
に
は
、
ア
ン
ジ
ェ
出
身
の
別
の
傷
病
兵
を
病
院
に
入
れ
る
仕
事
を
地
方
長
官
か
ら
委

ね
ら
れ
た
が
、
金
の
支
払
い
に
関
わ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
、
厳
格
な
手
続
き
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
入
院
さ
せ
た
こ
と

を
地
方
長
官
に
報
告
し
た
が
、
そ
の
さ
い
、
病
院
管
理
者
か
ら
こ
の
傷
病
兵
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
証
明
書
が
発
行
さ
れ
、

そ
の
証
明
書
の
欄
外
に
マ
ル
ソ
ー
レ
が
署
名
し
た
も
の
が
同
封
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
一
ヶ
月
後
に
は
、
こ
の
兵
士
が
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確
か
に
入
院
し
て
い
る
と
い
う
証
明
書
が
礼
拝
堂
付
き
司
祭
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
、
そ
の
欄
外
に
、
証
明
書
が
地
方
長
官
補

佐
事
務
所
に
回
っ
て
き
て
検
閲
し
た
と
い
う
地
方
長
官
補
佐
の
書
記
の
署
名
が
な
さ
れ
た
。
入
院
中
で
あ
る
と
い
う
こ
の
証

明
書
は
、
そ
の
後
も
数
カ
月
の
間
を
お
い
て
何
度
か
発
行
さ
れ
て
い
る（
50
）。

　

軍
と
業
者
の
契
約
に
も
地
方
長
官
補
佐
は
関
わ
る
。
た
と
え
ば
、
王
国
の
軍
隊
用
寝
台
の
納
入
契
約
が
期
限
切
れ
を
む
か

え
る
に
と
も
な
っ
て
、
業
者
と
結
ぶ
新
た
な
契
約
に
も
地
方
長
官
補
佐
が
関
与
し
て
い
る
。
軍
隊
の
担
当
官
か
ら
連
絡
を
得

た
地
方
長
官
府
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
地
方
長
官
補
佐
に
新
た
な
契
約
が
行
わ
れ
る
と
の
公
示
を
印
刷
、
掲
示
さ
せ
た
。

ア
ン
ジ
ェ
で
は
、
ア
ン
ジ
ェ
城
の
寝
台
が
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
、
ゲ
ル
シ
ュ
が
数
人
の
業
者
に
地
方
長
官
府
で
作
成
さ
れ

た
「
入
札
心
得
」
を
渡
し
て
い
る
。
申
込
の
受
付
は
、
地
方
長
官
府
と
各
地
方
長
官
補
佐
事
務
所
で
行
わ
れ
た
。
入
札
に
は

二
名
が
応
じ
た
が
、
ゲ
ル
シ
ュ
は
こ
の
二
名
が
評
判
も
問
題
な
く
支
払
い
能
力
も
あ
る
こ
と
か
ら
入
札
を
認
め
る
一
方
、
入

札
金
額
の
引
き
下
げ
や
寝
台
の
望
ま
し
い
仕
様
な
ど
に
つ
い
て
二
名
に
申
し
渡
し
を
行
っ
て
い
る（
51
）。

　
（
三
）
都
市
、
農
村
共
同
体
に
対
す
る
後
見
行
政

　

一
六
六
四
年
に
地
方
長
官
補
佐
を
務
め
て
い
た
ボ
ワ
レ
ー
ヴ
が
ア
ン
ジ
ェ
市
の
負
債
の
検
査
と
清
算
を
行
な
い
、

一
六
六
九
年
に
は
同
じ
く
セ
レ
ザ
ン
が
ア
ン
ジ
ェ
市
か
ら
会
計
報
告
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
（
第
一
章
第
二

節
）。
か
れ
ら
初
期
の
地
方
長
官
補
佐
に
つ
い
て
の
こ
の
情
報
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
都
市
財
政
の
監
督
は
地
方
長
官
補

佐
の
重
要
な
任
務
で
あ
っ
た
。

　

一
七
二
〇
年
代
末
か
ら
三
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
、
ア
ン
ジ
ェ
市
の
入
市
税
徴
収
役
シ
モ
ン
な
る
人
物
が
登
場
す
る
二
件
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の
史
料
が
残
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
オ
ー
ド
ゥ
ア
ン
が
一
七
二
八
年
三
月
に
地
方
長
官
補
佐
に
就
任
し
た
翌
月
に
地
方
長

官
に
書
い
た
手
紙
で
あ
る
。「
シ
モ
ン
が
担
当
し
て
い
た
台
帳
の
調
査
が
終
了
い
た
し
ま
し
た
。
シ
モ
ン
の
こ
の
点
に
つ
い

て
の
行
動
は
、
完
全
に
規
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
市
長
と
市
参
事
会
員
が
当
市
の
通
常
収
入
と
入
市

税
収
入
の
帳
簿
を
検
査
し
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
も
こ
の
徴
収
役
は
規
則
に
従
っ
て
い
た
こ
と
を
、
か
れ
ら
が
私
に
保
証
し

ま
し
た
。
シ
モ
ン
宅
で
は
、
市
政
府
の
い
か
な
る
証
書
も
書
類
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。」（
52
）
二
件
目
は
、
ゲ
ル
シ
ュ

の
地
方
長
官
へ
の
報
告
で
あ
る
。「
当
市
の
入
市
税
徴
収
役
シ
モ
ン
氏
の
帳
簿
五
冊
を
ご
返
送
い
た
し
ま
す
。「
都
市
の
国
王

検
察
官
」p

ro
cu

reu
r d

u
 ro

i d
e la ville

で
あ
る
ヴ
ェ
ル
リ
エ
ー
ル
氏
が
閣
下
に
要
請
し
、
さ
る
六
月
二
〇
日
付
け
の

閣
下
か
ら
の
手
紙
に
し
た
が
っ
て
、
私
が
氏
に
お
渡
し
し
て
あ
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
帳
簿
は
、
担
当
し
て
い
た
入
市
税
収

入
を
横
領
し
た
か
ど
で
告
発
さ
れ
て
い
る
グ
ロ
ト
ン
な
る
者
に
つ
い
て
の
予
審
の
た
め
に
ヴ
ェ
ル
リ
エ
ー
ル
氏
が
必
要
と
し

て
い
た
も
の
で
す
」（
53
）。
関
連
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
二
つ
の
件
が
関
連
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
分
か

ら
な
い
が
、
地
方
長
官
補
佐
が
積
極
的
に
ア
ン
ジ
ェ
市
財
政
の
監
督
の
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
は
分
か
る
。
ま
た
、

一
七
三
三
年
に
は
、
ア
ン
ジ
ェ
の
市
政
府
が
、
入
市
税
課
税
期
間
の
延
長
を
願
い
出
た
の
に
対
し
、
地
方
長
官
府
か
ら
、
ゲ

ル
シ
ュ
に
、
調
査
と
意
見
が
求
め
ら
れ
て
い
る（
54
）。

　

し
か
し
、
ア
ン
ジ
ェ
市
財
政
に
対
す
る
地
方
長
官
と
地
方
長
官
補
佐
の
監
督
は
、
十
分
に
行
わ
れ
た
と
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
一
七
六
五
年
に
、
地
方
長
官
レ
ス
カ
ロ
ピ
エ
は
次
の
よ
う
に
財
務
総
監
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
に
書
き
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。「
市
の
収
入
は
都
市
役
人
た
ち
の
好
き
勝
手
に
秘
密
の
方
法
で
使
わ
れ
、
浪
費
さ
れ
て
い
ま
す
。
…
…
私
ば
か

り
で
な
く
、
前
任
者
の
方
々
も
ず
っ
と
、
収
入
の
使
い
道
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
」（
55
）。
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自
治
体
財
政
に
対
す
る
後
見
は
、
小
さ
な
村
も
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
一
七
六
一
年
、
ロ
ジ
エ
教
区
の
住
民
か
ら
、
教
区

の
学
校
教
師
の
た
め
の
住
居
を
修
理
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
費
用
を
カ
ピ
タ
シ
オ
ン
に
上
乗
せ
し
て
徴
収
す
る
こ
と
で
ま

か
な
い
た
い
、
と
す
る
要
請
が
あ
っ
た
。
調
査
を
行
っ
た
マ
ル
ソ
ー
レ
は
、
一
般
的
に
言
え
ば
農
村
部
で
は
教
師
は
必
要
な

い
と
考
え
る
が
、
こ
の
教
区
は
人
口
も
多
く
、
近
隣
の
教
区
に
子
ど
も
た
ち
を
通
わ
す
ほ
ど
経
済
的
余
裕
も
な
い
こ
と
を
挙

げ
て
教
師
の
必
要
性
を
認
め
、
住
居
の
修
理
に
肯
定
的
な
報
告
を
地
方
長
官
に
送
っ
た（
56
）。

　

こ
う
し
た
財
政
的
後
見
は
、
と
き
に
、
公
共
工
事
に
つ
い
て
の
監
督
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
任
務
に
結
び
つ
い
た
。

こ
の
ロ
ジ
エ
教
区
の
場
合
も
、
教
区
か
ら
の
要
請
が
認
め
ら
れ
る
と
、
そ
れ
は
地
方
長
官
を
経
て
国
務
会
議
で
承
認
さ
れ
、

マ
ル
ソ
ー
レ
に
修
理
工
事
の
入
札
の
監
督
が
指
示
さ
れ
た
。
ア
ン
ジ
ェ
市
の
場
合
も
見
て
み
よ
う
。
一
七
五
八
年
一
一
月
、

氏
名
不
明
の
「
数
名
の
ア
ン
ジ
ェ
市
住
民
」
か
ら
、
市
門
の
ひ
と
つ
ト
ゥ
サ
ン
市
門
に
崩
落
の
危
険
が
あ
る
と
し
て
、
地
方

長
官
に
修
復
を
求
め
る
請
願
書
が
出
さ
れ
た
。
市
長
と
市
参
事
会
員
た
ち
は
、
現
状
の
ま
ま
で
も
問
題
な
い
し
、
も
し
修
復

す
る
と
し
た
ら
巨
額
の
費
用
が
か
か
る
と
し
て
修
復
に
否
定
的
で
あ
っ
た
が
、
ゲ
ル
シ
ュ
は
、
か
れ
ら
の
同
意
を
と
り
つ
け

て
か
ら
土
木
局p

o
n
ts et ch

au
ssées

の
技
師
に
報
告
書
を
書
か
せ
る
の
が
適
当
と
の
意
見
を
地
方
長
官
に
送
り
、
修
復

工
事
の
計
画
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
具
体
化
す
る
の
は
、
六
三
年
七
月
の
こ
と
で
あ
り
、
地
方
長
官
補
佐

は
ア
ン
ジ
ェ
市
長
に
図
面
と
見
積
書
を
見
せ
て
異
議
が
な
い
と
の
返
事
を
得
、
六
四
年
九
月
、
地
方
長
官
補
佐
の
主
宰
の
も

と
に
請
負
業
者
の
入
札
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
入
札
に
は
都
市
役
人
も
本
来
な
ら
ば
出
席
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
欠
席
し

た（
57
）。

　

な
お
、
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
は
、
こ
う
し
た
工
事
に
お
け
る
地
方
長
官
補
佐
の
役
割
の
重
さ
に
つ
い
て
こ
う
言
う
。「
土
木
工
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事
は
、
地
方
長
官
補
佐
に
と
っ
て
公
共
工
事
の
中
で
も
命
令
・
活
動
・
慎
重
な
配
慮
を
多
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
分
野
で

あ
る
。
委
員
、
現
場
監
督
、
代
表
、
補
佐
役
と
い
っ
た
こ
の
分
野
の
下
役
た
ち
を
地
方
長
官
殿
が
任
命
す
る
の
は
、
地
方
長

官
補
佐
の
意
見
に
も
と
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
下
役
た
ち
の
行
動
は
し
ば
し
ば
も
っ
と
も
な
不
満
を
引
き
起
こ

す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
選
任
に
は
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」（
58
）。

　
（
四
）
経
済
に
関
す
る
地
方
長
官
の
命
令
の
執
行　

　

こ
の
分
野
に
お
け
る
地
方
長
官
補
佐
の
活
動
は
、
幅
広
い
。
こ
の
時
代
の
経
済
活
動
が
規
制
お
よ
び
特
権
と
切
り
離
せ
ず
、

ど
の
よ
う
に
規
制
し
誰
に
特
権
を
与
え
る
か
あ
る
い
は
与
え
な
い
か
が
、
現
地
の
地
方
長
官
補
佐
の
調
査
・
意
見
に
相
当
程

度
依
存
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ア
ン
ジ
ェ
に
は
帆
布
製
造
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
あ
っ
た
。
こ
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
は
一
七
五
七
年
に
は
「
国

王
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
」
の
称
号
と
特
権
を
得
て
い
た
が
、
一
七
七
一
年
に
共
同
経
営
者
た
ち
の
間
で
不
和
が
生
じ
、

裁
判
で
争
う
ま
で
に
な
っ
た
。
ト
ゥ
ー
ル
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
監
察
官
オ
ー
ブ
リ
ー
は
財
務
監
督
官in

ten
d
an

t d
es 

fi
n
an

ces 

の
ト
リ
ュ
デ
ー
ヌ
に
、
こ
の
争
い
に
よ
り
帆
布
製
造
事
業
が
衰
退
し
て
い
る
と
報
告
、
こ
れ
を
受
け
て
ト
リ
ュ

デ
ー
ヌ
は
、「
私
は
、
す
で
に
一
定
の
規
模
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
工
場
が
破
綻
す
る
の
を
見
る
の
は
、
そ
れ
が
多

く
の
者
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
こ
で
仕
事
を
得
て
い
る
実
に
多
く
の
労
働
者
を
職
の
な
い
状
態
に
置
く
だ
け
に
、
い
っ
そ
う

怒
り
を
覚
え
る
の
で
す
」（
59
）

と
し
て
、
調
査
を
指
示
。
マ
ル
ソ
ー
レ
は
調
査
し
て
長
い
報
告
書
を
書
く
と
と
も
に
、
両
者

の
和
解
調
停
に
動
い
た
。
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こ
の
帆
布
製
造
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
に
関
し
て
は
、
労
働
問
題
で
も
地
方
長
官
補
佐
の
関
与
が
見
ら
れ
る
。
一
七
七
七

年
、
帆
布
の
問
題
に
関
わ
り
の
深
い
海
事
卿
サ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
の
も
と
へ
経
営
者
た
ち
か
ら
、
勝
手
に
仕
事
を
や
め
て
し
ま
う

労
働
者
た
ち
が
多
く
、
困
っ
て
い
る
と
の
訴
え
が
あ
り
、
地
方
長
官
は
マ
ル
ソ
ー
レ
に
、
労
働
者
が
退
職
願
い
の
書
類
を
提

出
す
る
こ
と
な
し
に
仕
事
場
を
離
れ
た
場
合
、「
あ
な
た
は
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
た
だ
ち
に
逮
捕
命
令
を
出
す
こ
と

が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
後
私
に
報
告
を
行
う
よ
う
」
指
示
し
、
海
事
卿
に
対
し
て
は
、「
地
方
長
官
補
佐
に
仮
命
令o

rd
res 

p
ro

viso
ires

を
出
し
て
逮
捕
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
」
と
報
告
し
て
い
る（
60
）。

　

特
権
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
の
地
方
の
経
済
振
興
の
観
点
か
ら
動
く
政
府
に
マ
ル
ソ
ー
レ
も
足
並
み

を
揃
え
て
い
る
が
、
そ
の
点
で
は
、
次
の
事
例
も
同
様
で
あ
る
。
ア
ン
ジ
ェ
市
近
郊
で
は
屋
根
葺
き
な
ど
の
材
料
に
使
用
さ

れ
る
良
質
な
ス
レ
ー
ト
が
採
掘
さ
れ
、
こ
れ
が
こ
の
地
方
の
主
要
な
産
業
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
土
地
所

有
者
で
あ
る
サ
ン
・
ト
ー
バ
ン
修
道
院
に
支
払
うfo

restage

と
呼
ば
れ
る
一
種
の
領
主
制
的
賦
課
租
が
負
担
と
な
り
、
利

益
を
あ
げ
ら
れ
な
い
と
の
訴
え
が
一
七
四
〇
年
初
め
に
採
掘
業
者
の
一
人
か
ら
な
さ
れ
、
ゲ
ル
シ
ュ
は
こ
の
賦
課
租
に
つ
い

て
の
調
査
と
意
見
を
求
め
ら
れ
、
採
掘
業
者
に
有
利
な
見
解
を
述
べ
た
。
ま
た
、
ス
レ
ー
ト
産
業
で
も
労
働
者
と
経
営
者
の

対
立
が
生
じ
、
こ
こ
で
も
ゲ
ル
シ
ュ
は
産
業
の
発
展
の
観
点
か
ら
、
経
営
者
に
理
が
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、

土
地
使
用
料
の
問
題
、
労
働
者
問
題
の
い
ず
れ
も
国
務
会
議
裁
決
と
い
う
形
で
決
着
す
る
が
、
こ
の
裁
決
の
草
案
の
作
成
に

ゲ
ル
シ
ュ
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。労
働
者
問
題
で
は
、ゲ
ル
シ
ュ
は
こ
う
地
方
長
官
に
書
き
送
っ
て
い
た
。「
同

封
い
た
し
ま
し
た
国
務
会
議
裁
決
の
草
案
は
、
当
市
の
ス
レ
ー
ト
採
掘
業
者
た
ち
か
ら
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
す
。
か
れ
ら
は
、

閣
下
の
お
口
添
え
と
信
用
に
よ
っ
て
、
こ
の
草
案
が
国
務
会
議
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
、
懇
願
し
て
お
り
ま
す
。
私
も
こ
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の
草
案
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
の
真
実
に
つ
い
て
完
全
な
知
識
を
も
っ
て
お
り
、
か
れ
ら
の
要
望
が
聞
き
届
け
ら
れ

ま
す
よ
う
、
切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
」（
61
）。 

　

ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
に
は
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
や
ス
レ
ー
ト
産
業
ほ
ど
の
経
済
的
重
要
性
は
持
た
な
か
っ
た
が
、
炭
坑

も
あ
っ
た
。
一
七
五
六
年
、
ボ
ー
の
経
営
す
る
会
社
で
、
賃
金
の
不
払
い
に
抗
議
し
て
労
働
者
の
な
か
の
六
人
が
、
ボ
ー
の

共
同
出
資
者
で
あ
る
プ
ー
プ
ロ
ン
と
ゲ
ニ
ャ
ー
ル
の
も
と
を
訪
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
プ
ー
プ
ロ
ン
ら
は
策
を
め
ぐ
ら
し

て
、
地
方
長
官
補
佐
と
騎
馬
警
邏
隊
に
か
れ
ら
を
逮
捕
さ
せ
た
。
帆
布
製
造
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
と
同
様
に
、
炭
坑
で

も
労
働
者
が
勝
手
に
仕
事
場
を
移
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
利
用
し
て
、
抗
議
に
来
た
労
働
者
た
ち
が
そ
の
禁
令

を
破
っ
た
よ
う
に
見
せ
か
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
今
度
は
投
獄
さ
れ
た
六
人
が
地
方
長
官
補
佐
に
請
願
を
出
し
、
こ
れ

が
認
め
ら
れ
て
解
放
さ
れ
、
賃
金
も
一
部
で
は
あ
る
が
支
払
わ
れ
た（
62
）。

　

市
場
で
商
品
が
円
滑
に
流
通
す
る
よ
う
監
督
を
行
う
の
も
、
地
方
長
官
補
佐
の
仕
事
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
さ
い
、
職

業
団
体
の
代
表
た
ち
と
の
交
渉
が
必
要
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
七
四
九
年
、
許
可
さ
れ
て
い
な
い
時
間
に
市
場
で
糸
を

買
っ
た
小
売
商
た
ち
に
対
し
て
職
工
組
合
の
代
表
た
ち
が
罰
金
を
課
し
た
が
、
こ
れ
を
軽
減
す
る
よ
う
介
入
し
て
い
る（
63
）。

し
か
し
、
市
場
の
秩
序
維
持
は
そ
れ
以
上
に
地
方
長
官
補
佐
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
、
こ
の
商
人
た
ち
が
そ
の
後
さ
ら
に
問

題
を
起
こ
し
た
た
め
に
騎
馬
警
邏
隊
の
騎
馬
隊
員
に
命
じ
て
、
か
れ
ら
を
市
場
か
ら
追
放
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た（
64
）。

　
（
五
）
食
糧
危
機
と
騒
擾

パ
リ
地
方
を
対
象
と
し
た
タ
イ
ユ
税
の
研
究
の
中
で
ト
ゥ
ゼ
リ
は
、
地
方
長
官
補
佐
の
「
主
た
る
役
割
は
、
食
糧
を
確
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保
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る（
65
）。
ア
ン
ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐
の
場
合
は
、
巨
大
な
消
費
人
口
を
抱
え
た
パ

リ
地
方
の
地
方
長
官
補
佐
ほ
ど
、
こ
の
問
題
が
常
に
最
優
先
課
題
に
な
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
凶
作
に

加
え
て
穀
物
流
通
の
自
由
化
を
め
ぐ
っ
て
王
権
の
政
策
が
た
び
た
び
変
化
し
た
こ
と
は
、
各
地
方
で
の
食
料
危
機
へ
の
対
応

に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
て
お
り
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
で
も
一
七
四
二
年
、
六
八
―
六
九
年
、
七
一
―
七
二
年
、
七
五
年
、

八
二
―
八
六
年
、
八
八
―
八
九
年
と
十
八
世
紀
中
葉
以
降
、
多
く
の
、
そ
し
て
時
に
は
激
し
い
食
糧
騒
擾
が
起
こ
っ
て
い

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
食
糧
危
機
と
そ
れ
に
よ
っ
て
起
こ
る
騒
擾
へ
の
対
応
が
重
要
な
任
務
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
だ
ろ
う（
66
）。

地
方
長
官
補
佐
は
日
常
的
に
穀
物
価
格
の
変
遷
に
気
を
配
り
、
そ
の
高
騰
、
そ
れ
に
関
わ
る
騒
擾
な
ど
が
あ
れ
ば
、
地

方
長
官
に
報
告
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
七
六
五
年
、
町
の
外
に
穀
物
が
運
び
出
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
、
と
い
う
女
た

ち
の
心
配
か
ら
始
ま
っ
た
管
轄
区
内
の
ボ
ー
フ
ォ
ー
ル
で
の
騒
擾
で
は
、
ひ
と
ま
ず
地
方
長
官
に
報
告
を
入
れ
、
そ
の
後
、

さ
ら
に
ボ
ー
フ
ォ
ー
ル
市
長
か
ら
得
た
情
報
を
も
と
に
再
び
報
告
を
送
っ
て
い
る
。「
ボ
ー
フ
ォ
ー
ル
で
穀
物
価
格
が
高
騰

し
、
こ
の
町
の
市
場
が
閉
鎖
さ
れ
た
件
に
つ
き
、
市
長
の
ロ
ラ
ン
氏
か
ら
返
事
を
受
け
取
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
か
れ
の
返
事

は
、
す
で
に
私
が
あ
な
た
に
ご
報
告
し
た
こ
と
と
一
致
し
て
い
ま
す
」（
67
）。

た
だ
し
、
ア
ン
ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐
が
管
轄
区
内
の
騒
擾
な
ど
の
情
報
を
十
分
に
把
握
し
え
て
い
た
か
は
疑
問
が
残

る
。
と
い
う
の
は
、
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
に
お
け
る
民
衆
蜂
起
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
蜂
起
の

起
こ
り
方
に
は
共
通
の
特
徴
が
見
ら
れ
、
食
料
価
格
の
高
騰
と
穀
物
の
不
足
を
心
配
す
る
農
民
た
ち
が
ア
ン
ジ
ェ
や
他
の
地

方
の
都
市
に
穀
物
が
運
搬
さ
れ
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
、
と
く
に
河
川
沿
い
の
集
落
か
ら
、
手
に
武
器
を
持
っ
て
集
ま
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
地
方
の
中
心
の
ア
ン
ジ
ェ
方
向
や
、
隣
接
す
る
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
港
町
ナ
ン
ト
方
向
に
運
行
さ
れ
る
船
を
襲

撃
し
荷
を
奪
う（
68
）。
騒
擾
の
多
く
が
こ
の
よ
う
な
形
で
起
こ
る
と
す
る
と
、
ア
ン
ジ
ェ
に
居
住
し
て
い
る
地
方
長
官
補
佐
が
、

こ
う
し
た
こ
と
を
連
絡
し
て
く
れ
る
連
絡
網
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
小
規
模
な
も
の
ま
で
十
分
に
把
握
し
え
た
と
は
考
え
に

く
い
。
上
述
の
ボ
ー
フ
ォ
ー
ル
は
そ
う
し
た
小
集
落
で
は
な
く
、
河
川
沿
い
の
集
落
が
散
在
す
る
地
域
の
中
心
に
あ
る
人
口

四
五
〇
〇
名
ほ
ど
の
町
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
引
用
し
た
十
二
月
の
報
告
以
前
の
八
月
か
ら
、
食
料
を
め
ぐ
る
騒
ぎ
が
散

発
的
に
起
き
始
め
て
い
た
。
し
か
し
、
当
初
は
地
方
長
官
補
佐
は
こ
れ
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
別
ル
ー
ト
で
情
報
を
得
た
地

方
長
官
か
ら
指
摘
さ
れ
て
初
め
て
知
っ
た
の
で
あ
っ
た（
69
）。

も
う
ひ
と
つ
一
七
七
一
年
一
〇
月
の
事
例
を
挙
げ
よ
う
。
こ
の
件
で
は
一
方
の
当
事
者
が
騎
馬
警
邏
隊
で
あ
っ
て
、
か

れ
ら
か
ら
事
情
を
聴
い
た
た
め
か
、
マ
ル
ソ
ー
レ
は
相
当
に
詳
し
く
騒
擾
の
内
容
を
報
告
し
て
い
る
。
ま
ず
、
穀
物
価
格
の

高
騰
に
よ
り
、
人
々
が
来
た
る
冬
、
春
に
向
け
て
不
安
を
感
じ
て
い
る
た
め
に
、「
自
分
た
ち
の
目
の
前
で
小
麦
の
積
み
込

み
が
あ
る
た
び
に
騒
擾
と
反
対
運
動
が
起
こ
っ
て
い
る
」
と
管
轄
区
内
の
状
況
を
概
括
的
に
述
べ
た
後
、
ラ
ブ
レ
と
い
う
教

区
で
起
こ
っ
た
「
か
な
り
大
き
な
騒
擾
」
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
騎
馬
警
邏
隊
の
副
官
で
あ
る
デ
ュ
ロ
シ
ェ
が
小
麦
五
ス
チ

エ
を
買
っ
た
。
こ
れ
だ
け
の
分
量
の
輸
送
は
騒
ぎ
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
予
想
し
て
、
二
名
の
騎
馬
隊
員
が
護
衛

に
つ
け
ら
れ
た
。
予
想
は
的
中
し
て
、「
下
層
民
た
ち
が
騒
ぎ
出
し
た
。
早
鐘
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
人
数
が
膨
れ
上
が
り
、

二
人
の
騎
馬
隊
員
た
ち
は
身
を
守
る
た
め
に
小
麦
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
逃
げ
道
を
切
り
開
く
た
め
に
銃

を
撃
ち
、
剣
で
突
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
二
人
の
者
が
瀕
死
の
重
傷
を
負
っ
た
」。
マ
ル
ソ
ー
レ
は
こ
れ
を
「
騎
馬

警
邏
隊
に
対
す
る
反
乱
」
と
呼
ん
で
、
こ
う
し
た
出
来
事
の
広
が
り
を
防
ぐ
た
め
に
も
厳
し
く
処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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と
記
し
て
い
る（
70
）。

し
か
し
、
地
方
長
官
補
佐
の
仕
事
は
、
逮
捕
に
も
処
罰
に
も
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
。
こ
の
分
野
で
の
地
方
長
官
補
佐

の
役
割
は
、
地
方
長
官
の
意
向
に
沿
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
者
と
の
連
絡
、
調
整
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
貿
易
商
が
重
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
存
在
す
る
。
七
一
年
の
騒
擾
に
お
け
る
マ
ル
ソ
ー
レ
の
か
れ
ら
に
対
す
る
態

度
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
と
き
財
務
総
監
は
テ
レ
ー
で
、
テ
レ
ー
は
一
七
六
三
年
か
ら
翌
六
四
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
王
国

内
に
お
け
る
穀
物
流
通
の
自
由
化
と
小
麦
の
国
外
輸
出
の
解
禁
の
政
策
を
転
換
し
、
従
来
か
ら
の
規
制
政
策
に
舵
を
戻
し
て

い
た
。
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
マ
ル
ソ
ー
レ
は
、
ま
ず
ア
ン
ジ
ェ
市
内
の
穀
物
取
引
を
お
こ
な
っ
て
い
る
貿
易
商
に
対

し
て
、
思
惑
買
い
に
走
ら
な
い
よ
う
に
新
し
い
規
制
の
計
画
を
知
ら
せ
た
。
同
時
に
、
地
方
長
官
の
指
示
を
受
け
て
外
国
産

穀
物
の
買
い
付
け
の
計
画
を
進
め
た
。「
穀
物
取
引
を
行
っ
て
い
る
貿
易
商
で
私
の
知
っ
て
い
る
何
人
か
に
手
紙
を
書
き
ま

し
た
。
そ
の
中
に
、
す
で
に
昨
年
八
月
私
が
ナ
ン
ト
に
滞
在
し
た
折
り
に
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
相
談
し
た
こ
と
の
あ

る
ナ
ン
ト
の
貿
易
商
、
マ
ル
コ
レ
ル
氏
が
お
り
ま
す
。
…
…
マ
ル
コ
レ
ル
氏
か
ら
私
に
言
っ
て
来
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す

べ
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
か
れ
は
第
一
級
の
貿
易
商
で
あ
り
、
こ
の
種
の
取
引
に
多
く
の
投
資
を
し
て
お
り
ま
す
。

…
…
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
地
方
長
官
テ
ュ
ル
ゴ
ー
氏
が
そ
の
管
轄
区
に
食
糧
供
給
の
た
め
に
何
度
も
問
い
合
わ
せ
を
し
て
い
る
の

が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
貿
易
商
で
あ
り
ま
す
」
と
地
方
長
官
に
書
い
て
い
る
。
地
方
長
官
の
命
令
の
も
と
で
の
こ
と
で
あ
る

が
、
人
脈
を
使
っ
て
か
な
り
自
由
な
動
き
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
興
味
深
い（
71
）。

　

ま
た
、
こ
の
問
題
で
は
市
政
府
や
国
王
裁
判
所
と
も
連
携
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ア
ン
ジ
ェ
で
は
、
パ
ン
価
格
は
、
四
名

の
治
安
維
持
担
当
委
員co

m
m

issaires d
e p

o
lice

に
よ
っ
て
あ
ち
こ
ち
の
市
場
で
収
集
さ
れ
た
価
格
か
ら
穀
物
の
標
準
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価
格
が
決
定
さ
れ
、
こ
れ
を
基
に
し
て
治
安
維
持
行
政
会
議assem

b
lée gén

érale d
e p

o
lice

が
パ
ン
の
公
定
価
格
表

を
決
定
す
る
こ
と
で
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
治
安
維
持
行
政
会
議
は
、
通
常
は
三
ヶ
月
に
一
度
開
催
さ
れ
た
が
、
こ
れ
と

は
別
に
臨
時
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た（
72
）。
一
七
七
三
年
の
食
料
危
機
の
さ
い
に
は
、
財
務
総
監
か
ら
地
方
長
官
に

対
応
策
が
提
案
さ
れ
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
マ
ル
ソ
ー
レ
は
、
市
政
府
や
国
王
裁
判
所
の
治
安
維
持
行
政
担
当
者
た
ち
と
何
度

も
協
議
の
会
合
を
持
っ
た
。
財
務
総
監
か
ら
示
さ
れ
た
対
応
策
が
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は

不
明
だ
が
、
パ
ン
価
格
の
引
き
下
げ
と
市
場
外
で
の
穀
物
取
引
の
禁
止
が
中
心
の
策
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
マ
ル
ソ
ー

レ
は
こ
の
方
策
が
公
衆
の
た
め
に
大
き
な
利
益
に
な
る
か
ら
賛
成
だ
と
し
な
が
ら
も
、
地
方
長
官
に
対
し
て
、
パ
ン
屋
た
ち

か
ら
の
強
い
反
対
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
や
、
ふ
だ
ん
は
市
場
に
穀
物
を
運
ば
ず
に
そ
れ
ぞ
れ
の
農
場
で
穀
物
を
売
っ
て
い
る

農
民
た
ち
に
市
場
ま
で
運
搬
さ
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
方
策
を
採
る
こ
と
が
決
定
し
た
後

は
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
混
乱
を
引
き
起
こ
さ
な
い
た
め
の
前
も
っ
て
の
注
意
点
を
治
安
維
持
行
政
担
当
者
た

ち
に
伝
え
て
い
る（
73
）。

　

こ
の
年
の
危
機
に
あ
っ
て
は
ま
た
、
マ
ル
ソ
ー
レ
は
王
権
に
救
済
措
置
の
要
請
も
行
っ
て
い
る
。
地
方
長
官
に
向
け
た
そ

の
口
調
は
か
な
り
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
昨
年
一
一
月
の
手
紙
に
お
い
て
、
自
分
の
管
轄
区
も
米
の
配
給
対
象
地
域
に
入
れ

て
欲
し
い
と
要
請
し
た
。
穀
物
価
格
が
高
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
不
可
欠
で
あ
る
。
だ
が
、
ま
だ
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
な
い

と
い
う
。「
こ
の
要
請
を
国
務
会
議
に
伝
え
る
こ
と
を
、
閣
下
が
お
忘
れ
に
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
私
は
強
く
確
信

い
た
し
て
お
り
ま
す
。
私
は
、
閣
下
の
情
け
深
さ
や
、
常
日
頃
か
ら
の
慈
愛
に
満
ち
た
行
動
を
ま
こ
と
に
よ
く
存
じ
て
お
り

ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
た
び
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
を
発
揮
な
さ
る
こ
と
を
お
忘
れ
に
な
る
は
ず
は
な
い
と
存
じ
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ま
す
。
お
そ
ら
く
政
府
が
、
今
年
は
一
七
七
〇
年
の
よ
う
に
は
施
し
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
状
況
は
一
七
七
〇
年
に
劣
ら
ず
悪
く
、
も
っ
と
も
新
し
い
穀
物
価
格
表
を
ご
覧
い
た
だ
い
た

と
思
い
ま
す
が
、
価
格
は
日
ご
と
に
高
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
…
…
こ
う
し
た
こ
ま
ご
ま
し
た
事
を
申
し
上
げ
て
も
、
ご
不

快
に
は
思
わ
れ
な
い
と
存
じ
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
地
方
の
窮
状
を
和
ら
げ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
私
に
こ

う
し
た
意
見
の
具
申
を
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
」（
74
）。

　
（
六
）
救
貧
・
浮
浪
行
為
の
抑
圧
、
風
紀
の
取
締
り
、
疫
病
対
策

　

十
八
世
紀
、
と
り
わ
け
後
半
に
な
る
と
貧
民
や
浮
浪
者
の
数
が
増
大
し
、
王
権
も
従
来
よ
り
厳
し
く
か
れ
ら
を
規
制
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
一
七
六
四
年
八
月
三
日
の
浮
浪
者
に
つ
い
て
の
国
王
宣
言
が
あ
る
が
、
こ
の
王
令
を
実
効

あ
る
も
の
に
す
べ
く
全
国
に
乞
食
収
容
所d

ép
ô
t d

e m
en

d
icité

が
設
け
ら
れ
、
ト
ゥ
ー
ル
総
徴
税
区
で
は
ト
ゥ
ー
ル
、

ア
ン
ジ
ェ
、
ル
・
マ
ン
の
三
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
、
六
八
年
、
財
務
総
監
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
要
請
で
、
地
方
長
官
が
管
区
の
地

方
長
官
補
佐
た
ち
に
こ
の
国
王
宣
言
の
印
刷
さ
れ
た
も
の
を
配
布
し
た
。
騎
馬
警
邏
隊
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
者
た
ち
が
収

容
さ
れ
始
め
る
と
、
マ
ル
ソ
ー
レ
は
ア
ン
ジ
ェ
市
外
区
に
あ
る
収
容
所
を
訪
れ
、
勾
留
者
か
ら
聴
き
取
り
を
し
て
か
れ
ら
の

「
申
告
書
」
を
作
成
し
た（
75
）。

　

し
か
し
、
次
の
よ
う
な
地
方
長
官
と
の
や
り
取
り
を
見
る
と
、
拘
留
者
か
ら
の
聴
き
取
り
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
施
設
の

管
理
に
も
大
き
な
責
任
を
地
方
長
官
補
佐
が
負
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
一
七
七
〇
年
、
乞
食
収
容
所
に
関
し
て
そ

の
施
設
の
劣
悪
さ
を
訴
え
る
請
願
書
が
大
法
官
に
出
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
関
し
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
マ
ル
ソ
ー
レ
は
、
憤
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懣
や
る
か
た
な
い
気
持
を
隠
す
こ
と
の
な
い
長
文
の
手
紙
を
地
方
長
官
宛
て
に
書
い
た
。「
そ
の
日
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
私
は
毎
日
報
告
を
受
け
て
お
り
ま
す
し
、
し
ば
し
ば
自
分
で
も
収
容
所
を
訪
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ど
の
よ
う
に
運
営
さ

れ
て
い
る
か
は
よ
く
把
握
し
て
お
り
ま
す
」
と
言
い
、
そ
も
そ
も
非
は
中
央
政
府
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
主
張
す
る
。

「
…
…
悪
臭
を
放
つ
慢
性
的
な
病
を
も
っ
て
い
る
乞
食
た
ち
が
い
て
、
か
れ
ら
は
、
他
の
乞
食
た
ち
と
同
じ
部
屋
に
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
財
務
総
監
閣
下
は
病
室
を
設
け
る
た
め
の
出
費
を
望
ま
れ
ま
せ
ん
。
…
…
こ
う
し
た
問
題
す
べ
て
に
つ
い
て
は
、

ず
っ
と
以
前
か
ら
地
方
長
官
閣
下
に
ご
報
告
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
府
の
回
答
は
い
つ
も
、
わ
ず
か

ば
か
り
の
出
費
さ
え
も
し
な
い
で
済
ま
そ
う
と
い
う
も
の
で
し
た
。
…
…
収
容
所
は
監
獄
で
あ
り
、
乞
食
た
ち
は
そ
こ
で
普

通
の
囚
人
よ
り
良
い
待
遇
を
受
け
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
根
拠
だ
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と（
76
）。

　

増
え
て
い
た
の
は
、
乞
食
や
貧
民
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
一
七
六
五
年
に
上
座
裁
判
所
の
次
席
検
事
が
こ
の
地
方
の
捨

児
問
題
の
深
刻
さ
に
つ
い
て
発
言
し
、
捨
児
養
育
院
の
設
立
の
必
要
性
を
説
い
て
後
、
何
度
か
設
立
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た
。

一
七
六
九
年
、
こ
の
件
に
関
す
る
都
市
役
人
と
上
座
裁
判
所
と
の
合
同
の
会
議
に
ゲ
ル
シ
ュ
と
マ
ル
ソ
ー
レ
の
父
子
が
そ
ろ

っ
て
出
席
し
た
。
市
政
府
と
上
座
裁
判
所
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
よ
う
で
、
す
で
に
何
度
か
両
者

で
会
議
を
持
ち
、
建
設
に
都
合
の
よ
い
場
所
も
選
定
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
、
地
方
長
官
の
後
援
が
欲
し
い
と
地
方
長
官
補

佐
父
子
に
述
べ
て
い
た（
77
）。
地
方
長
官
の
後
援
と
は
す
な
わ
ち
王
権
に
よ
る
資
金
援
助
の
こ
と
で
あ
り
、
結
局
こ
の
計
画

は
資
金
の
め
ど
が
つ
か
ず
実
現
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
。
ア
ン
ジ
ェ
に
捨
児
養
育
院
が
設
立
さ
れ
る
の
は
、
よ
う
や
く

一
七
九
一
年
の
こ
と
に
な
る
。
乞
食
収
容
所
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
財
政
難
が
政
策
に
大
き
な
制
約
を
課
し
て
い
た

こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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十
八
世
紀
の
後
半
は
、
公
衆
衛
生
の
観
念
が
行
政
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
分
野
で
の
従
来
の
機
関

の
役
割
は
わ
ず
か
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
地
方
長
官
と
地
方
長
官
補
佐
の
ラ
イ
ン
で
物
事
が
進
め
ら
れ
た
。

一
七
八
三
年
、
ク
リ
ュ
ゼ
ル
は
、
地
方
長
官
補
佐
、
司
祭
、
医
者
ら
に
向
け
て
訓
令
を
発
し
た
。「
数
年
来
わ
が
総
徴
税
区

で
広
が
っ
た
疫
病
は
、
余
に
こ
れ
を
防
ぐ
手
段
を
考
究
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
」（
78
）
と
序
文
で
述
べ
ら
れ
る
こ
の
訓
令
で

は
、
教
区
内
で
病
人
が
出
る
と
、
地
方
長
官
補
佐
が
司
祭
か
ら
報
告
を
受
け
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

訓
令
が
発
せ
ら
れ
て
か
ら
そ
う
日
を
経
な
い
一
七
八
五
年
に
、
ポ
ン
ム
レ
ー
の
司
祭
は
マ
ル
ソ
ー
レ
に
病
人
が
出
た
報
告

を
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
う
惨
状
を
ま
と
め
て
、
支
援
を
願
っ
て
い
る
。「
こ
の
二
ヶ
月
と
い
う
も
の
、
私
の
教
区
お
よ

び
近
隣
の
諸
教
区
で
は
、
お
そ
る
べ
き
流
行
病
が
猛
威
を
振
る
っ
て
お
り
ま
す
。
毎
日
、
多
く
の
人
々
が
埋
葬
さ
れ
ま
し
た

し
、
埋
葬
さ
れ
て
い
ま
す
。
…
…
そ
し
て
、
こ
の
病
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
も
っ
と
も
貧
し
い
階
層
か
ら
犠
牲
者
を
出
し

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
災
厄
の
中
で
、
私
が
か
れ
ら
に
し
て
や
れ
る
こ
と
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
政
府
の
慈
愛
と

あ
な
た
方
の
行
政
に
よ
る
救
済
が
な
け
れ
ば
、
生
き
残
っ
て
い
る
者
た
ち
は
食
べ
物
を
も
た
ず
、
死
に
瀕
し
て
い
る
者
た
ち

は
そ
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
私
の
教
区
に
お
け
る
死
亡
者
の
一
覧
を
同
封
い
た
し
ま
す
。
私
ど
も
が
い
か
に
援

助
を
必
要
と
し
て
い
る
か
が
お
判
り
い
た
だ
け
る
と
存
じ
ま
す
」（
79
）。

　

訓
令
に
よ
れ
ば
、
地
方
長
官
補
佐
は
司
祭
か
ら
教
区
内
で
病
人
が
出
た
と
の
報
告
が
来
る
と
、
経
験
を
積
ん
だ
内
科
医
、

場
合
に
よ
っ
て
は
外
科
師
さ
え
も
当
該
教
区
に
派
遣
し
、
か
れ
ら
か
ら
報
告
を
受
け
、
ま
た
、
医
師
と
相
談
し
て
必
要
な
薬

の
調
達
を
地
方
長
官
に
要
請
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

助
産
の
場
の
近
代
化
も
政
府
の
視
野
に
入
っ
て
き
て
い
た
。
パ
リ
施
療
院
で
学
ん
だ
マ
ダ
ム
・
ド
・
ク
ー
ド
レ
は
、
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一
七
六
〇
年
代
か
ら
政
府
の
肝
煎
り
で
王
国
各
地
に
お
い
て
助
産
婦
講
習
会
を
開
い
て
い
た
が
、
ト
ゥ
ー
ル
総
徴
税
区
も
訪

れ
る
こ
と
に
な
り
、
ル
・
マ
ン
に
続
い
て
一
七
七
八
年
六
月
か
ら
ア
ン
ジ
ェ
に
滞
在
し
た
。
こ
の
講
習
会
の
開
催
に
あ
た
っ

て
は
、
地
方
長
官
は
ア
ン
ジ
ェ
の
市
政
府
に
も
手
紙
を
送
り
地
方
長
官
補
佐
と
協
議
し
て
事
を
運
ぶ
よ
う
依
頼
し
て
い
る
が

そ
の
動
き
は
鈍
く
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
滞
在
に
あ
た
っ
て
の
ク
ー
ド
レ
と
三
人
の
お
供
の
泊
ま
る
部
屋
お
よ
び
実
演
講

習
を
行
う
部
屋
の
確
保
、
講
習
を
受
け
る
に
適
当
な
女
性
た
ち
を
送
っ
て
も
ら
う
べ
く
近
隣
諸
教
区
の
司
祭
と
領
主
へ
の
手

紙
書
き
、
結
局
一
一
三
名
に
及
ん
だ
生
徒
た
ち
の
宿
泊
場
所
の
手
配
な
ど
、
す
べ
て
の
仕
事
を
マ
ル
ソ
ー
レ
は
こ
な
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（
80
）。

　

な
お
、
こ
こ
で
も
資
金
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。
ク
ー
ド
レ
の
部
屋
を
見
つ
け
る
に
あ
た
っ

て
、
ど
こ
ま
で
金
を
出
せ
る
の
か
地
方
長
官
に
確
認
し
て
い
る
。「
こ
の
点
に
つ
い
て
閣
下
の
お
考
え
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

後
に
な
っ
て
使
い
過
ぎ
と
の
ご
叱
責
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
い
け
ま
せ
ん
の
で
」（
81
）。
そ
し
て
、
す
べ
て
が
終
わ

っ
た
後
で
、
マ
ル
ソ
ー
レ
は
自
ら
会
計
報
告
書
を
つ
く
り
、
地
方
長
官
に
送
っ
て
い
る
。

　

風
紀
の
取
り
締
ま
り
に
つ
い
て
は
、
一
七
五
九
年
、
著
名
な
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
の
ひ
と
り
で
あ
る
ア
ル
ノ
ー
の
書
物
の
再
版

の
予
約
が
募
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
中
央
政
府
か
ら
地
方
長
官
が
知
ら
さ
れ
る
と
、
ゲ
ル
シ
ュ
は
、
ア
ン
ジ
ェ
の
出
版
業
団
体

の
メ
ン
バ
ー
を
集
め
、
こ
の
予
約
受
付
の
禁
止
と
す
で
に
受
け
付
け
た
予
約
の
解
消
を
申
し
渡
し
た（
82
）。
一
七
六
七
年
に
は
、

ク
リ
ュ
ゼ
ル
の
命
令
で
、
管
内
の
地
方
長
官
補
佐
た
ち
は
、
月
に
一
度
印
刷
所
や
書
籍
商
宅
へ
の
臨
検
に
立
ち
会
う
こ
と
と

さ
れ
た（
83
）。
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第
三
章　

地
方
長
官
補
佐
の
活
動
の
特
徴

　

前
章
で
は
地
方
長
官
補
佐
の
具
体
的
な
活
動
を
検
討
し
て
き
た
が
、
次
に
そ
れ
ら
の
活
動
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
考
え
て
み

た
い
。
第
一
に
、
地
方
長
官
補
佐
の
権
限
と
地
位
は
、
決
し
て
高
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
一
七
七
五
年
五

月
六
日
の
パ
リ
租
税
法
院
の
建
言
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
地
方
長
官
補
佐
は
、
身
分
が
低
く
、
権
限
を
持
た
な
い
。
い

か
な
る
命
令o

rd
o
n
n
an

ce

に
も
署
名
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
れ
が
出
し
て
も
ら
う
命
令
に
は
す

べ
て
、
地
方
長
官
の
署
名
が
な
さ
れ
て
い
る
」（

1
）。

　

近
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
職
の
担
い
手
は
圧
倒
的
多
数
が
官
職
保
有
官
僚
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
意
識
の
中
で
は
、
自
分

た
ち
の
よ
う
な
官
職
を
保
有
し
て
い
る
役
人
が
本
物
の
役
人
な
の
で
あ
り
、
地
方
長
官
の
よ
う
な
特
任
官
は
異
質
な
存
在
で

あ
っ
た
。
ま
し
て
や
、
そ
の
下
僚
で
、
地
方
長
官
の
一
存
で
採
用
さ
れ
る
よ
う
な
地
方
長
官
補
佐
は
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
存

在
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
地
方
長
官
補
佐
に
は
自
ら
命
令
を
出
す
権
限
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
章
で
見
た
地
方
長
官
補
佐
の
活
動
の
中
に
は
地
方
長
官
補
佐
が
命
令
を
出
し
て
い
た
事
例
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
大
法
官
を
務
め
た
ダ
ゲ
ッ
ソ
ー
の
次
の
言
葉
が
そ
の
説
明
を
与
え
て
く
れ
る
。

　
「
地
方
長
官
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
、
説
明
を
必
要
と
し
た
り
現
地
で
当
事
者
か
ら
の
聴
取
を
必
要
と
す
る
た

め
に
、
こ
れ
の
検
討
を
か
れ
の
地
方
長
官
補
佐
に
委
ね
る
慣
行
が
あ
る
の
で
、
時
と
し
て
地
方
長
官
補
佐
が
命
令
を
発
す
る

こ
と
が
生
じ
る
。
当
事
者
を
召
喚
す
る
目
的
で
、
あ
る
い
は
視
察
な
ら
び
に
そ
の
他
類
似
の
訓
令
を
行
な
う
目
的
で
、
あ
る
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い
は
、
ど
の
よ
う
な
決
定
を
な
す
べ
き
か
を
表
明
す
る
目
的
で
さ
え
、
地
方
長
官
補
佐
は
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
種
の
命
令
あ
る
い
は
こ
の
種
の
決
定
は
、
地
方
長
官
補
佐
が
地
方
長
官
に
送
る
意
見
な
い
し
計
画
の
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、
従
う
義
務
が
な
い
も
の
と
し
か
み
な
さ
れ
な
い
。
発
せ
ら
れ
た
命
令
に
関
し
て
も
し
当
事
者
が
満
足
し

な
か
っ
た
な
ら
、
こ
の
当
事
者
は
満
足
を
与
え
る
よ
う
地
方
長
官
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
」（2）
。

　

租
税
法
院
の
建
言
は
、
地
方
長
官
補
佐
が
大
き
な
権
限
を
持
て
な
い
こ
と
を
身
分
の
低
さ
と
関
連
さ
せ
て
述
べ
て
い
る
が
、

地
方
長
官
補
佐
が
重
要
な
命
令
を
出
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
法
的
に
は
地
方
長
官
補
佐
が
あ
く
ま
で
も
地
方
長
官
か

ら
権
限
を
再
委
任
さ
れ
て
動
く
存
在
で
、
決
定
権
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
地

方
長
官
補
佐
が
行
え
る
こ
と
は
「
地
方
長
官
が
地
方
長
官
補
佐
に
対
し
て
発
す
る
命
令
の
執
行
に
限
ら
れ
る
」
と
『
地
方
長

官
補
佐
の
た
め
の
訓
令
』
が
は
っ
き
り
述
べ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、前
章
第
一
節
で
す
で
に
見
た
。
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
の
「
地

方
長
官
補
佐
の
役
割
に
関
す
る
メ
モ
ワ
ー
ル
」
も
こ
う
言
う
。「
地
方
長
官
補
佐
は
、
自
ら
に
そ
の
執
行
が
委
ね
ら
れ
た
命

令
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
ば
の
範
囲
内
に
そ
の
行
動
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
決
し
て
そ
の
範
囲
を
越
え
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
っ
て
、
越
え
る
こ
と
は
、
自
ら
の
立
場
を
あ
や
う
く
す
る
可
能
性
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
も
し
執
行
の
さ
い
に
、

困
難
や
不
都
合
が
生
じ
た
ら
、
も
っ
と
も
良
い
の
は
、
指
図
を
仰
ぎ
、
ど
う
行
動
す
べ
き
か
と
い
う
追
っ
て
の
命
令
を
待
つ

こ
と
で
あ
る
」（

3
）。 

　

先
に
、
不
法
な
募
兵
活
動
を
行
っ
た
正
規
軍
の
募
兵
官
を
騎
馬
警
邏
隊
と
協
同
し
て
逮
捕
し
た
事
例
を
示
し
た
が
、
こ
の

と
き
、
地
方
長
官
の
命
令
書
が
手
紙
の
中
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
急
を
要
す
る
の
で
、
地
方
長
官
の
手
紙
を
騎

馬
警
邏
隊
の
副
官
に
見
せ
て
出
動
を
要
請
し
た
、
と
マ
ル
ソ
ー
レ
は
地
方
長
官
に
事
後
報
告
し
た
が（

4
）、
こ
の
あ
た
り
の
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行
動
の
仕
方
も
、
地
方
長
官
補
佐
の
権
限
を
弁
え
て
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。

　

第
二
の
特
徴
は
、
第
一
の
点
と
も
関
連
す
る
が
、
地
方
長
官
補
佐
が
執
行
の
中
心
に
な
る
領
域
は
少
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
地
方
長
官
の
求
め
に
応
じ
て
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
、
地
方
長
官
か
ら
の
命
令
や
連
絡
を
公
的
機
関
や
団
体
、
司
祭
な

ど
に
伝
達
す
る
こ
と
、
ま
た
、
伝
え
た
命
令
が
き
ち
ん
と
執
行
さ
れ
て
い
る
か
を
監
督
す
る
こ
と
、
そ
し
て
必
要
に
応
じ
て

関
係
機
関
と
協
議
す
る
こ
と
―
こ
う
し
た
こ
と
が
地
方
長
官
補
佐
の
仕
事
の
多
く
を
占
め
て
い
た
。

　

市
政
府
と
は
、
租
税
、
軍
事
行
政
、
食
糧
危
機
へ
の
対
応
な
ど
、
多
く
の
分
野
で
連
携
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
村

総
代
と
は
と
く
に
国
王
民
兵
の
関
連
で
連
絡
を
と
る
必
要
が
あ
っ
た
。
農
村
部
を
お
さ
え
る
た
め
に
は
、
司
祭
と
の
連
絡
も

不
可
欠
だ
っ
た
。
公
行
政
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
の
村
人
へ
の
伝
達
者
と
し
て
司
祭
に
頼
る
必
要
が
あ
っ
た
し
、
司
祭

か
ら
も
地
方
長
官
補
佐
へ
の
要
請
が
な
さ
れ
た
。
職
業
団
体
に
対
し
て
は
市
場
や
風
紀
の
維
持
で
監
督
を
行
な
い
、
病
院
と

も
傷
病
兵
の
こ
と
で
連
絡
を
取
っ
て
い
た
。
食
糧
危
機
に
お
け
る
貿
易
商
と
の
連
絡
も
重
要
だ
っ
た
。
旧
官
僚
機
構
と
の
関

係
で
は
、
エ
レ
ク
シ
オ
ン
の
役
人
と
租
税
の
割
当
て
で
、
上
座
裁
判
所
と
も
食
糧
危
機
や
捨
児
養
育
院
問
題
な
ど
で
協
議
を

行
っ
た
。
ま
た
、
公
共
工
事
に
お
い
て
は
、
土
木
局
と
の
や
り
取
り
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
軍
隊
の
指
揮
官
と
も
、
部
隊
通

過
の
さ
い
の
諸
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
連
絡
を
し
た
。

　

最
後
に
、
騎
馬
警
邏
隊m

aréch
au

ssée

と
の
連
携
が
あ
る
。
武
力
的
後
ろ
盾
の
な
い
地
方
長
官
補
佐
が
地
方
長
官
の

命
令
を
執
行
す
る
さ
い
に
は
、
時
と
し
て
こ
れ
が
必
要
に
な
っ
た
。
国
王
民
兵
の
く
じ
引
き
集
会
、
脱
走
兵
の
捜
索
、
正
規

軍
部
隊
の
規
律
の
維
持
、
食
糧
危
機
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
の
事
例
が
あ
っ
た
。
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
も
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
騎
馬
警
邏
隊
は
、
そ
れ
が
軍
隊
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
プ
レ
ヴ
ォ
ー
専
決
事
件
と
し
て
固
有
の
裁
判
権
を
も
っ
て
い
て
も
、
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裁
判
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
法
令
、
と
り
わ
け
地
方
長
官
殿
の
命
令
の
執
行
に
助
力
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
、
地
方
長
官
補

佐
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
理
由
で
、
騎
馬
警
邏
隊
の
援
助
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
地
方
長
官
補
佐
は
そ

の
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（

5
）。

　

地
方
長
官
補
佐
の
活
動
が
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
た
の
は
、
す
で
に
行
政
の
ほ
と
ん
ど
の
分
野
に
お
い
て
旧
官
僚
機
構
、

地
域
的
・
職
業
的
団
体
が
一
定
の
権
限
を
有
し
、
そ
れ
な
り
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
王
権
は
、
伝
統
的
な

機
構
や
団
体
を
廃
止
す
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
上
に
地
方
長
官
制
度
を
新
た
に
置
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
長
官
と
地
方

長
官
補
佐
は
、
既
存
の
機
関
・
団
体
の
働
き
を
前
提
に
し
て
動
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
は
ま
た
、
そ
れ
ら
と
の
関
係
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
は
「
地
方
長

官
補
佐
の
役
割
に
関
す
る
メ
モ
ワ
ー
ル
」
で
言
う
。「
司
法
、
治
安
維
持
行
政
、
財
政
の
各
部
門
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
役

人
を
持
っ
て
い
る
。
地
方
長
官
補
佐
は
、
そ
う
し
た
役
人
た
ち
の
仕
事
を
勝
手
に
自
分
の
も
の
と
し
た
り
、
か
れ
ら
の
権
限

を
傷
つ
け
た
り
し
な
い
よ
う
に
十
分
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
ら
は
、
そ
の
権
限
を
金
の
支
払
い
と
引
き

換
え
に
し
て
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
信
じ
が
た
い
ほ
ど
に
神
経
質
な
の
で
あ
る
。
こ
の
隠
れ
た
動
機
が
、

し
ば
し
ば
か
れ
ら
を
し
て
、
地
方
長
官
補
佐
を
非
難
さ
せ
る
。
ご
く
わ
ず
か
な
疑
い
で
も
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
明
白
な
違

法
行
為
に
見
え
る
の
で
あ
る
」（

6
）。
ま
た
、
都
市
役
人
に
つ
い
て
も
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。「
地
方
長
官
補
佐
が
、
都
市
役

人
か
ら
返
事
、
覚
書
、
調
書
、
報
告
書
、
あ
る
い
は
他
の
文
書
の
提
出
を
求
め
る
必
要
の
あ
る
時
は
、
か
れ
ら
の
神
経
に
さ

わ
ら
な
い
よ
う
に
そ
の
こ
と
を
求
め
る
手
紙
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
上
司
か
ら
の
命
令
で
あ
る
こ
と
、
国

王
へ
の
お
勤
め
と
都
市
の
利
益
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
圧
的
な
要
求
は
反
発
を
生
み
、
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役
目
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
」（

7
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
地
方
長
官
補
佐
の
権
限
と
地
位
が
高
い
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
地
方
長
官
補
佐
が
果
た
し
た
役
割

が
小
さ
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ま
ず
、
情
報
提
供
は
、
外
見
よ
り
ず
っ
と
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

王
権
の
側
は
地
方
長
官
補
佐
を
「
地
方
長
官
の
眼
」
と
し
て
正
確
な
情
報
の
提
供
を
強
調
す
る
の
だ
が
、
地
方
長
官
補
佐
の

提
供
す
る
情
報
は
、
故
意
に
歪
め
ら
れ
な
い
ま
で
も
、
そ
の
地
方
長
官
補
佐
の
地
方
社
会
に
お
け
る
立
場
や
地
方
長
官
補
佐

と
調
査
対
象
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
決
し
て
客
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
偏
り
が
生
じ
る
。
と
こ
ろ
が
、
地
方
長
官

や
国
務
会
議
の
決
定
は
、
そ
の
情
報
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
。
地
方
長
官
が
財
務
総
監
や
国

務
卿
に
報
告
を
送
る
さ
い
に
、
地
方
長
官
補
佐
か
ら
来
た
手
紙
の
文
章
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
使
う
場
合
は
非
常
に
多
か
っ

た（
8
）。
地
方
の
名
望
家
た
ち
に
と
っ
て
、
人
事
や
特
権
は
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
地
方
長
官
補
佐
の
発
す

る
情
報
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
伝
統
的
な
機
関
や
団
体
に
委
ね
る
領
域
が
少
な
く
な
い
と
し
て
も
、
か
れ
ら
を
監
督
し
、
あ
る
い
は
せ
っ
つ
い
て

動
か
す
存
在
が
そ
の
地
方
に
存
在
す
る
こ
と
は
無
視
し
得
な
い
効
果
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
地
方
長
官
補

佐
の
仕
事
の
性
質
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
一
節
が
、
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
に
あ
る
。
軍
隊
行
政
に
関
し
て
述
べ
て
い
る

の
だ
が
、
他
の
領
域
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。「
宿
泊
地
で
の
食
糧
供
給
、
兵
士
の
宿
泊
所
、
兵
士
の
荷
物
の
運
搬
と

い
っ
た
こ
と
が
ら
は
、
直
接
的
に
は
都
市
役
人
や
村
総
代
に
関
わ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
仕
事
に
関
連
す
る
す
べ

て
の
命
令
の
中
心
に
お
り
、
ま
た
、
問
題
が
生
じ
た
と
き
に
そ
れ
を
解
決
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
地

方
長
官
補
佐
な
の
で
あ
る
」（

9
）。
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ま
た
、
地
方
長
官
の
命
令
で
地
方
長
官
補
佐
が
機
関
・
団
体
へ
連
絡
す
る
と
い
う
場
合
、
た
ん
な
る
連
絡
以
上
の
情
報
を

地
方
長
官
補
佐
が
口
頭
で
伝
え
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ン
ジ
ェ
の
特
権
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
経
営
者
間
で
対

立
が
生
じ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
の
一
方
の
側
が
地
方
長
官
に
宛
て
た
手
紙
は
そ
ん
な
様
子
を
窺
わ
せ
る
。「
閣

下
が
マ
ル
ソ
ー
レ
氏
に
書
か
れ
た
も
っ
と
も
新
し
い
手
紙
の
内
容
を
、
マ
ル
ソ
ー
レ
氏
が
私
ど
も
に
伝
え
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、『
デ
エ
イ
ユ
氏
が
地
方
長
官
閣
下
の
和
解
案
に
署
名
す
る
の
を
は
っ
き
り
と
拒
絶
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
閣
下
が

国
務
会
議
に
お
知
ら
せ
に
な
る
で
し
ょ
う
か
』、
と
私
ど
も
が
マ
ル
ソ
ー
レ
氏
に
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
氏
は
、
次
の
よ
う

に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。『
私
は
何
も
知
ら
な
い
が
、
デ
エ
イ
ユ
氏
が
頑
固
に
拒
絶
し
て
い
る
の
に
対
し
あ
な
た
方
は
和
解

案
に
署
名
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
、
閣
下
か
ら
国
務
会
議
に
説
明
し
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
悪
い
こ
と
で
は
な
い

と
思
う
』」、
と（
10
）。

　

地
方
長
官
補
佐
に
な
る
動
機
と
し
て
、
王
権
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
る
土
地
の
名
望
家
と
し
て
の
立
場
の
強
化
と
い
う
こ

と
を
述
べ
た
が
（
第
一
章
第
二
節
）、
そ
れ
に
は
、
こ
う
し
た
実
質
的
な
役
割
の
大
き
さ
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

第
四
章　

地
方
長
官
補
佐
の
機
能

　

最
後
に
、
地
方
長
官
補
佐
の
機
能
を
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
そ
の
答
え
は
、
近

世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
的
職
務
の
担
い
手
た
ち
の
中
で
の
、
地
方
長
官
補
佐
の
特
異
性
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
れ
自
体
が
特
権
団
体
で
あ
り
国
王
の
命
令
が
迅
速
に
伝
わ
ら
な
い
欠
点
を
も
つ
旧
官
僚
機
構
の
不
十
分
さ
を
補
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う
た
め
に
設
置
さ
れ
た
の
が
地
方
長
官
で
あ
る
が
、
そ
の
地
方
長
官
の
下
僚
で
あ
り
な
が
ら
、
集
権
化
を
押
し
進
め
る
中
央

政
権
と
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
地
方
に
お
け
る
名
望
家
層
に
属
す
る
と
い
う
特
異
性
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
地
方
長

官
補
佐
の
機
能
と
は
、
王
権
と
地
方
の
間
に
立
っ
て
両
者
の
利
害
を
媒
介
す
る
も
の
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

地
方
長
官
の
任
地
で
の
活
動
を
で
き
る
だ
け
実
質
の
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
、
国
王
の
地
方
行
政
の
末
端
と
し
て
、
地
方

長
官
補
佐
は
活
動
し
た
。
と
同
時
に
、
地
方
の
さ
ま
ざ
ま
な
必
要
を
王
権
に
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
地
方
長
官
へ
の
情
報

提
供
も
、
王
権
の
求
め
に
答
え
て
い
る
と
同
時
に
、
地
方
の
必
要
を
伝
え
る
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

　

疫
病
に
襲
わ
れ
た
教
区
の
司
祭
の
要
望
や
凶
作
の
年
に
国
王
賦
役
に
苦
し
む
農
民
た
ち
の
状
況
は
、
マ
ル
ソ
ー
レ
を
介
し

て
地
方
長
官
や
国
務
会
議
に
伝
え
ら
れ
た
。
地
方
長
官
補
佐
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
毎
年
の
収
穫
状
況
を
報
告
し
て
い
た

が
、
一
七
六
五
年
の
報
告
に
さ
い
し
て
マ
ル
ソ
ー
レ
は
、
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
用
紙
へ
の
記
入
の
ほ
か
に
、
特
別
に
次
の

よ
う
に
手
紙
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
、
租
税
割
当
て
の
軽
減
を
求
め
た
。「
ア
ン
ジ
ェ
の
エ
レ
ク
シ
オ
ン
に
お
け
る
収
穫
状

況
の
報
告
書
を
お
送
り
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
報
告
は
、
昨
年
度
ま
で
の
収
穫
状
況
と
の
比
較
も
記
入
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
報
告
は
収
穫
の
量
と
質
の
両
方
に
つ
い
て
の
詳
細
を
含
ん
で
い
ま
す
。
私
の
所
見
は
、
も
っ
と
も
確
か
な
情
報
に
基
づ

い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
報
告
書
で
当
エ
レ
ク
シ
オ
ン
の
今
年
度
の
収
穫
に
ど
れ
ほ
ど
損
害
が
出
て
い
る
か
が
お
分
か

り
い
た
だ
け
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
」（

1
）。

　

こ
う
し
た
地
方
全
体
の
要
望
以
上
に
、
地
方
長
官
補
佐
も
そ
こ
に
属
し
て
い
た
地
方
の
名
望
家
層
か
ら
の
求
め
が
地
方
長

官
補
佐
を
介
し
て
伝
え
ら
れ
た
。
ス
レ
ー
ト
産
業
の
経
営
者
た
ち
の
要
望
は
、
国
務
会
議
裁
決
と
い
う
形
を
と
っ
て
実
っ
た
。

こ
う
し
て
要
望
が
実
現
し
た
こ
と
は
、
何
か
の
さ
い
に
今
度
は
か
れ
ら
か
ら
王
権
へ
の
支
持
を
と
り
つ
け
る
の
に
役
立
つ
こ
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と
に
な
ろ
う
。
ア
ン
ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐
の
一
人
、
セ
レ
ザ
ン
の
任
命
に
関
し
て
、
ア
ン
ジ
ェ
市
が
自
ら
地
方
長
官
補
佐

の
設
置
を
地
方
長
官
に
要
請
し
て
い
て
、
そ
の
要
望
を
地
方
長
官
が
聞
き
入
れ
る
と
い
う
経
過
で
設
置
さ
れ
た
と
い
う
事
実

も
思
い
起
こ
そ
う
。
地
方
の
人
々
も
、
地
方
長
官
補
佐
を
単
に
王
権
の
手
足
―
自
分
た
ち
を
抑
え
つ
け
る
も
の
―
と
し

て
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
パ
イ
プ
役
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

地
方
長
官
補
佐
が
在
地
の
名
望
家
で
あ
る
こ
と
は
、
地
方
長
官
制
度
の
抱
え
る
矛
盾
な
い
し
弱
点
と
し
て
一
般
的
に
否
定

的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
近
代
国
家
的
な
権
力
構
造
を
前
提
に
し
て
、
近
世
国
家
か
ら
近
代
国
家
へ
の
移
行
を
発

展
と
捉
え
る
認
識
を
背
景
に
し
て
い
る
。
権
力
と
い
う
も
の
を
近
代
国
家
的
に
、
中
央
政
府
か
ら
発
し
て
地
方
に
伝
わ
っ
て

い
く
と
考
え
る
な
ら
ば
、
地
方
長
官
補
佐
が
在
地
の
名
望
家
で
あ
る
こ
と
は
、
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
し
か

し
、
王
権
が
地
方
に
か
な
り
の
程
度
浸
透
し
て
来
て
い
る
と
は
い
え
、
ま
だ
公
権
力
が
一
元
化
さ
れ
て
い
な
い
状
況
の
中
で

は
、
そ
し
て
、
中
世
的
な
代
表
制
度
も
近
代
的
な
代
表
制
度
も
欠
如
し
て
い
る
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
地
方
長
官
補
佐
が

名
望
家
と
し
て
二
つ
の
顔
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
王
権
の
地
方
行
政
が
動
い
て
い
く
う
え
で
、
逆
に
一
定
の
有
効
性
を
も

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
、
国
務
会
議
や
地
方
長
官
自
体
も
、
地
方
長
官
補
佐
が
独
自
の
判
断
で
動
か
な
い
よ
う
に
警
戒
し
つ
つ
も
、
自

分
た
ち
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能
な
限
り
で
、
地
方
長
官
補
佐
の
名
望
家
と
し
て
の
側
面
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。

す
な
わ
ち
、
情
報
の
提
供
は
も
ち
ろ
ん
、
地
域
に
お
け
る
顔
と
人
脈
、
地
域
の
政
治
と
社
会
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
さ
ま
ざ

ま
な
団
体
や
人
、
ま
た
そ
の
関
係
に
つ
い
て
知
識
が
あ
り
、
ど
こ
を
ど
う
押
せ
ば
ど
の
よ
う
な
反
応
が
返
っ
て
く
る
か
に
つ

い
て
心
得
て
い
る
と
い
う
面
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
地
方
に
お
け
る
諸
団
体
間
の
争
い
に
さ
い
し
て
地
方
長
官
補
佐
に
調
停
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が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
例
が
、
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
地
方
長
官
補
佐
が
ど
ち
ら
に
も
顔
の
利
く
存
在
で
あ
っ
た
か

ら
だ
ろ
う
。
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
経
営
者
間
の
対
立
に
つ
い
て
、
地
方
長
官
は
財
務
総
監
テ
レ
ー
に
こ
う
書
き
送
っ
て

い
る
。「
私
は
、
ア
ン
ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐
に
、
閣
下
の
ご
意
向
に
従
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
当
事
者
双
方
の

相
談
に
乗
っ
て
指
導
す
る
よ
う
に
と
い
う
任
務
を
与
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
か
れ
が
私
に
提
出
し
た
こ
の
件
に
つ
い
て
の
報

告
の
写
し
か
ら
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
双
方
を
和
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
労
を
惜
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
」（

2
）。

　

そ
の
よ
う
な
働
き
を
地
方
長
官
補
佐
が
し
て
い
た
と
し
て
も
、
し
か
し
、
そ
れ
に
阻
害
的
に
働
く
要
因
が
あ
っ
た
こ
と
も

指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
徴
税
業
務
や
軍
事
行
政
な
ど
近
代
国
家
の
枠
組
み
作
り
の
面
で
は
、
財
政
難
に
制
約

さ
れ
な
が
ら
も
、
一
定
の
成
果
を
挙
げ
た
が
、
事
が
い
っ
た
ん
伝
統
的
な
機
関
・
団
体
の
特
権
や
縄
張
り
争
い
に
絡
む
と
、

そ
れ
ら
の
壁
を
越
え
て
事
態
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
は
、
地
方
長
官
補
佐
に
と
っ
て
も
難
し
か
っ
た
。
依
頼
さ
れ
た
と
述
べ
た

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
経
営
者
間
の
対
立
の
調
停
も
、
実
は
失
敗
し
て
い
る
。
そ
う
大
き
な
出
来
事
で
は
な
い
が
、
こ
ん

な
事
例
も
あ
る
。
一
七
八
八
年
に
、
シ
ャ
ン
ピ
ニ
エ
の
町
か
ら
、
年
六
回
の
自
由
市
場
を
設
立
し
た
い
と
の
請
願
が
出
さ
れ

た
。
マ
ル
ソ
ー
レ
は
こ
の
件
に
つ
い
て
町
の
主
た
る
関
係
者
た
ち
と
何
度
か
相
談
を
し
、
要
望
を
認
め
る
べ
き
と
い
う
考
え

を
持
つ
に
至
っ
た
が
、
近
隣
の
二
つ
の
村
が
こ
れ
に
反
対
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
マ
ル
ソ
ー
レ
は
、
そ
の
反
対
の
主
張
は
正

当
な
も
の
で
は
な
く
、「
個
別
の
利
害
感
情
や
対
抗
心
に
も
と
づ
い
て
い
る
」
と
非
難
し
て
い
た（

3
）。

　

ま
た
、
市
政
府
や
上
座
裁
判
所
な
ど
ア
ン
ジ
ェ
に
お
け
る
有
力
な
地
方
的
権
力
と
地
方
長
官
補
佐
の
関
係
が
良
好
と
は
言

え
な
か
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
機
能
を
阻
害
す
る
よ
う
に
働
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
第
一
章
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
ア
ン
ジ

ェ
の
地
方
長
官
補
佐
た
ち
は
そ
の
多
く
が
上
座
裁
判
所
や
市
政
府
の
有
力
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
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一
七
二
九
年
か
ら
こ
の
職
が
革
命
で
廃
止
さ
れ
る
ま
で
地
方
長
官
補
佐
職
を
つ
と
め
た
ゲ
ル
シ
ュ
と
マ
ル
ソ
ー
レ
父
子
を
見

る
と
、
ゲ
ル
シ
ュ
は
地
方
長
官
補
佐
を
務
め
て
い
た
期
間
の
前
半
こ
そ
上
座
裁
判
所
評
議
員
お
よ
び
ア
ン
ジ
ェ
市
長
と
地
方

長
官
補
佐
を
兼
任
し
て
い
た
が
、
や
が
て
地
方
長
官
補
佐
の
仕
事
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
り
、
マ
ル
ソ
ー
レ
は
初
め
か
ら
地

方
長
官
補
佐
の
仕
事
の
み
で
あ
っ
て
、
上
座
裁
判
所
や
市
政
府
と
距
離
を
置
い
て
い
る
。

　

一
七
四
〇
年
、
司
法
改
革
を
考
え
て
い
た
大
法
官
ダ
ゲ
ッ
ソ
ー
か
ら
、
そ
の
準
備
と
し
て
管
区
内
の
国
王
通
常
裁
判
所
と

し
て
ど
ん
な
裁
判
所
が
あ
る
か
、
調
査
す
る
よ
う
に
と
い
う
命
令
が
地
方
長
官
に
あ
り
、
そ
れ
が
地
方
長
官
補
佐
に
降
り
て

き
た
。
こ
の
調
査
が
現
況
と
同
時
に
改
善
す
べ
き
点
の
指
摘
を
求
め
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
裁
判
役
人
た
ち
と
そ
の
機
構

へ
の
ゲ
ル
シ
ュ
の
評
価
は
厳
し
い
。
裁
判
所
と
裁
判
所
の
間
の
縄
張
り
争
い
の
実
態
を
述
べ
、
役
人
の
多
さ
、
そ
の
こ
と
に

よ
る
官
職
価
格
の
大
幅
な
下
落
を
指
摘
し
、
ボ
ー
フ
ォ
ー
ル
の
セ
ネ
シ
ャ
ル
裁
判
所
や
ア
ン
ジ
ェ
の
プ
レ
ヴ
ォ
ー
裁
判
所
の

廃
止
ま
で
提
言
し
て
い
る（

4
）。
ま
た
、
一
七
六
四
年
、
都
市
制
度
改
革
を
企
て
て
い
た
財
務
総
監
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
が
、
そ

の
た
め
の
予
備
的
調
査
を
行
っ
た
が
、
そ
の
さ
い
の
ゲ
ル
シ
ュ
の
態
度
か
ら
は
、
か
れ
が
市
政
府
に
対
し
て
も
厳
し
い
見
方

を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
改
革
に
反
対
す
る
市
政
府
か
ら
の
メ
モ
ワ
ー
ル
が
提
出
さ
れ
る
と
、
地
方
長
官
か
ら
そ
れ
に

つ
い
て
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
ゲ
ル
シ
ュ
は
、
市
政
府
か
ら
の
メ
モ
ワ
ー
ル
の
内
容
に
次
の
よ
う
に
反
駁
し
、
改
革
の
必
要

性
を
主
張
し
て
い
る
。「
都
市
役
人
た
ち
の
メ
モ
ワ
ー
ル
は
、
ほ
と
ん
ど
考
慮
に
値
し
ま
せ
ん
。
市
の
特
権
を
強
調
す
る
ば

か
り
で
、
求
め
ら
れ
て
い
る
一
七
六
四
年
王
令
に
関
わ
る
会
計
報
告
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
述
べ
て
い
ま
せ
ん
。
…
…
ア
ン
ジ

ェ
市
政
府
が
よ
り
良
い
行
政
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
長
い
時
が
経
っ
て
い
ま
す
」（

5
）。



（49）フランス絶対王政期の地方長官補佐について210

　
　
　

お
わ
り
に

　

地
方
長
官
補
佐
の
活
動
を
ア
ン
ジ
ェ
管
区
に
即
し
て
検
討
し
て
き
た
が
、
ア
ン
ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐
た
ち
の
姿
を
他
の

地
方
の
地
方
長
官
補
佐
す
べ
て
に
そ
の
ま
ま
重
ね
合
わ
せ
て
見
る
こ
と
に
は
、
少
し
慎
重
で
あ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

と
い
う
の
は
、
地
方
長
官
補
佐
た
ち
の
間
に
は
、
地
方
ご
と
管
区
ご
と
に
あ
る
程
度
の
多
様
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
地
方
長
官
は
そ
の
経
歴
や
輩
出
母
体
に
顕
著
な
同
質
性
が
見
ら
れ
る
が（

1
）、
地
方
長
官
補
佐
の
場
合
に
は
、

名
望
家
で
あ
り
法
律
を
か
じ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
だ
が
、
地
方
長
官
と
比
べ
る
と
前
職
や
地
域
社
会
に
お
け
る
位

置
な
ど
の
点
で
、
ず
っ
と
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
そ
し
て
、
地
方
長
官
補
佐
の
在
職
期
間
が
し
ば
し
ば
長
期
に
わ
た
る
こ
と
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
非
人
格
的
、
近
代
的
機
構
の
一
環
と
し
て
地
方
長
官
補
佐
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
、

あ
る
地
方
長
官
補
佐
管
区
の
行
政
の
あ
り
方
が
、
そ
の
地
方
長
官
補
佐
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
左
右
さ
れ
や
す
い
条
件
を
つ

く
っ
て
い
る
。

　

長
く
ア
ン
ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐
を
務
め
た
ゲ
ル
シ
ュ
、
マ
ル
ソ
ー
レ
父
子
は
、
地
方
長
官
補
佐
と
し
て
か
な
り
有
能
な

部
類
に
属
す
る
と
評
価
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
学
位
論
文
『
十
七
・
十
八
世
紀
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
に
お
け
る
人
間
と
死
』

で
多
く
の
地
方
長
官
補
佐
関
係
の
史
料
を
扱
っ
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ル
ブ
ラ
ン
は
、
マ
ル
ソ
ー
レ
を
「
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
の
社

会
に
つ
い
て
の
完
璧
な
知
識
だ
け
で
な
く
、
行
政
官
と
し
て
の
素
晴
ら
し
い
資
質
」
を
持
っ
て
い
る
と
褒
め
た
た
え
て
い

る（
2
）。
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だ
が
、
す
べ
て
の
地
方
長
官
補
佐
が
か
れ
ら
の
よ
う
に
有
能
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
行
政
官
と
し
て
の
資
質
に
も

関
連
す
る
が
、
地
方
長
官
に
対
し
て
の
忠
実
さ
の
度
合
い
に
も
違
い
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ゲ
ル
シ
ュ
や
マ
ル
ソ
ー
レ

は
、
と
き
に
強
い
言
葉
で
自
ら
の
主
張
を
述
べ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
地
方
長
官
の
指
示
に
従
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
地
方
長
官
補
佐
が
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
十
八
世
紀
半
ば

の
北
仏
エ
ノ
ー
の
ブ
シ
ャ
ン
地
方
長
官
補
佐
管
区
に
に
ダ
ル
ロ
と
い
う
地
方
長
官
補
佐
が
い
た
。
彼
は
、r eceveu

r d
es 

ferm
es ,receveu

r d
es d

o
m

ain
es,tréso

rier d
es tro

u
p
es,co

m
m

is d
es vivres

と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
官
職
を
も

兼
ね
て
い
た
が
、
エ
ノ
ー
の
地
方
長
官
部
局
の
書
記
は
、
ダ
ル
ロ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
評
価
を
し
て
い
る
。「
こ
の
地

方
長
官
補
佐
は
有
能
で
報
告
も
正
確
。
し
か
し
、
彼
と
そ
の
一
族
は
、
ブ
シ
ャ
ン
の
ほ
と
ん
ど
の
役
職
を
占
め
て
い
る
。
彼

は
自
ら
を
、
審
判
を
下
す
検
事
と
考
え
て
い
て
、
地
方
長
官
殿
の
命
令
な
し
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
決
定
し
て
し
ま
う
。
地
方

長
官
殿
に
決
定
を
仰
ぐ
の
は
稀
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
後
に
な
っ
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
彼
の
管
轄
区
で
の
行
政
の

詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
」。
地
方
長
官
は
こ
う
し
た
人
物
で
も
地
方
長
官
補
佐
と
し
て
認
め
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
、

彼
の
孫
が
こ
の
地
方
長
官
補
佐
職
を
引
き
継
い
で
い
る
の
で
あ
る（

3
）。

　

エ
ノ
ー
の
ダ
ル
ロ
一
族
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
地
方
長
官
に
対
し
て
忠
実
で
な
い
こ
と
は
、
地
方
長
官
補
佐
が
そ
の
職

に
あ
る
こ
と
を
、
地
元
に
お
け
る
自
ら
の
影
響
力
の
不
当
な
行
使
や
私
的
利
益
の
獲
得
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
に
、
し
ば
し

ば
つ
な
が
っ
た
。
本
稿
で
見
て
き
た
活
動
の
内
容
を
考
え
る
と
、
地
方
長
官
補
佐
が
そ
う
し
た
行
動
を
取
ろ
う
と
思
え
ば
、

そ
れ
は
そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

　

ア
ン
ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐
た
ち
は
、
こ
う
し
た
こ
と
と
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
一
七
五
一
年
、
前
述
の
ボ
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ー
の
炭
鉱
会
社
は
、
サ
ン
ト
ー
バ
ン
・
ド
・
リ
ュ
イ
ニ
エ
な
ど
三
つ
の
教
区
に
お
け
る
独
占
的
採
掘
権
を
求
め
る
請
願
を
行

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
地
方
長
官
補
佐
ゲ
ル
シ
ュ
は
、
独
占
権
を
与
え
る
こ
と
は
、「
公
の
利
益
に
、
ま
た
と
く
に
多
く

の
石
炭
を
使
う
ア
ン
ジ
ェ
市
に
と
っ
て
、
大
変
有
益
で
あ
ろ
う
」
と
し（

4
）、
一
七
五
三
年
五
月
、
地
方
長
官
の
命
令
に
よ

り
独
占
権
が
与
え
ら
れ
、
地
主
た
ち
は
採
掘
権
を
失
っ
た（

5
）。
と
こ
ろ
で
、
地
方
長
官
補
佐
事
務
所
の
書
記
と
し
て
三
〇

年
以
上
も
勤
め
た
ル
・
パ
ー
ジ
ュ
は
、
前
述
の
ボ
ー
の
炭
鉱
会
社
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
。
こ
の
会
社
の
共
同
出
資
者
プ
ー
プ

ロ
ン
は
、
会
社
の
「
関
係
者in

téressé

で
あ
る
ル
・
パ
ー
ジ
ュ
」
宛
て
に
何
通
か
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。
一
七
五
三
年
五

月
二
三
日
付
け
の
手
紙
で
、
プ
ー
プ
ロ
ン
は
ル
・
パ
ー
ジ
ュ
に
対
し
て
、
地
方
長
官
の
命
令
以
後
、
住
民
と
地
主
が
手
を
組

ん
で
採
掘
の
妨
害
を
し
て
い
る
、
と
述
べ
た
。
一
七
五
七
年
、
プ
ー
プ
ロ
ン
の
息
子
で
会
社
の
理
事
で
も
あ
る
ド
ゥ
テ
ィ
リ

は
、
マ
ル
シ
ャ
ン
な
る
人
物
に
宛
て
た
手
紙
で
ル
・
パ
ー
ジ
ュ
と
ゲ
ル
シ
ュ
に
言
及
し
て
い
る
。「
あ
の
男
に
勝
つ
た
め
に
、

君
は
ゲ
ル
シ
ュ
氏
に
面
会
し
て
力
を
貸
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
ル
・
パ
ー
ジ
ュ
と
相
談
し
よ
う
」（

6
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
書
記
の
ル
・
パ
ー
ジ
ュ
を
介
し
て
、
地
方
長
官
補
佐
は
炭
坑
会
社
の
経
営
者
と
人
脈
的
な
つ
な
が
り
を
持

ち
、
何
の
た
め
か
、
ま
た
そ
れ
が
実
現
し
た
か
ど
う
か
も
不
明
だ
が
、
地
方
長
官
補
佐
の
力
を
利
用
す
る
こ
と
が
相
談
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
地
方
長
官
補
佐
ゲ
ル
シ
ュ
は
、
独
占
採
掘
権
に
好
意
的
な
情
報
を
地
方
長
官
に
提
供
し
、
前
述
の

よ
う
に
、
プ
ー
プ
ロ
ン
に
談
判
に
及
ん
だ
労
働
者
た
ち
を
逮
捕
さ
せ
て
い
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ゲ
ル
シ
ュ
が
不
正
に
炭

坑
会
社
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
は
ま
っ
た
く
言
え
な
い
し
、
お
そ
ら
く
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
示
し

た
材
料
は
、
地
方
長
官
補
佐
の
職
務
が
、
本
来
の
目
的
以
外
の
た
め
に
利
用
さ
れ
う
る
条
件
は
、
そ
う
稀
で
は
な
く
存
在
す

る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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註
　

第
二
章

（
１
）  

In
stru

ction
s pou

r M
M

. les su
bd

élégu
és d

e l’in
ten

d
a

n
ce d

e B
reta

gn
e,  Im

prim
ées pa

r ord
re d

e M
. d

e B
ertra

n
d
, 

R
en

n
n
es, 1788, p

p
. vii–viii [A

rch
ives d

ép
artem

en
tales d

’Ill-et-V
ilain

e, série C
 8].

（
２
）  
以
下
に
、
住
民
か
ら
地
方
長
官
補
佐
に
直
接
訴
え
が
あ
っ
た
数
少
な
い
事
例
を
挙
げ
て
お
く
。
マ
レ
シ
ョ
ー
セ
の
部
隊
に
宿
舎
を
貸

し
て
い
た
ジ
ャ
ン=

シ
ャ
レ
な
る
人
物
か
ら
、
物
価
の
上
昇
を
理
由
に
賃
貸
料
の
値
上
げ
を
求
め
た
請
願
が
マ
ル
ソ
ー
レ
に
出
さ
れ
、

こ
れ
に
対
し
て
マ
ル
ソ
ー
レ
は
、
こ
の
要
請
は
正
当
な
も
の
だ
と
す
る
意
見
と
と
も
に
シ
ャ
レ
の
請
願
書
を
地
方
長
官
へ
送
っ
て
い
る

（R
eq

u
ête d

e C
h
arles Jean

 C
h
allet, ju

in
 1788 [A

rch
ives d

ép
artem

en
tales d

’In
d
re-et-Lo

ire, série C
 76]

（
以
下
、

[A
D

IL, C
...]

と
略
記
）。
シ
ャ
ン
ピ
ニ
エ
の
町
に
新
た
な
市
場
が
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
反
対
し
て
、隣
接
す
る
村
の
代
表
モ
ン
セ
イ
エ
は
、

宮
内
卿
ア
ム
ロ
と
マ
ル
ソ
ー
レ
に
同
じ
内
容
の
手
紙
を
送
っ
た
（Lettre d

e M
o
n
saillier à M

arsau
laye, en

 d
ate d

u
 28 

o
cto

b
re 1788 [A

rch
ives d

ép
artem

en
tales d

e M
ain

e-et-Lo
ire, série C

 15]

（
以
下
、[A

D
M

L, C
...] 

と
略
記
））。
ま
た
、

駅
馬
車
の
御
者
が
乗
客
と
の
紛
争
を
地
方
長
官
補
佐
の
と
こ
ろ
に
持
ち
込
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
請
願
と
い
う
形
を
と
ら
な
い
で
、
地

方
長
官
補
佐
に
ま
ず
口
頭
で
訴
え
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
（Lettre d

e M
arsau

laye à l’in
ten

d
an

t, en
 d

ate d
u
 22 

février 1764 [A
D

IL, C
 349]

）。

（
３
）  

A
D

IL, C
 144.

（
４
）  

P
rocès-verba

l con
ten

a
n

t l’exposé d
es m

oyen
s d

’opposition
 d

e M
M

. les offi
ciers d

u
 présid

ia
l con

tre le projet 

d
e réu

n
ion

 d
es ch

a
rges d

e lieu
ten

a
n

t gén
éra

l d
e police a

u
 C

orps d
e V

ille [B
ib

lio
th

èq
u
e M

u
n
icip

al d
’A

n
gers, 

m
s128 (927)]. 

こ
の
よ
う
に
委
任
状
で
は
な
く
手
紙
で
命
令
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
期
に

お
け
る
地
方
長
官
補
佐
の
権
限
と
特
任
状
」『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
研
究
』
第
二
七
集
、
二
〇
〇
八
年
、
一
四
一（
一
四
）―
一
四
〇（
一
五
）

頁
を
も
参
照
。

（
５
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à D

élu
, secrétaire d

e l’in
ten

d
an

ce, en
 d

ate d
u
 11 ju

in
 1783 [A

D
IL, C

 363].

（
６
）  

た
と
え
ば
、
一
七
七
五
年
五
月
二
四
日
付
け
の
地
方
長
官
補
佐
か
ら
地
方
長
官
宛
の
手
紙
は
、
二
通
あ
り
、
一
通
は
穀
物
商
人
に
関

わ
る
問
題
、
も
う
一
通
は
ア
ン
ジ
ェ
司
教
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る[A

D
IL, C

 98]
。
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（
７
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à G

en
ty, secrétaire en

 ch
ef d

e l’in
ten

d
an

ce, en
 d

ate d
u
 4 sep

tem
b
re 1765 [A

D
IL, 

C
 94] ; Lettre d

e M
arsau

laye à l’in
ten

d
an

t, en
 d

ate d
u
 4 m

ai 1771 [A
D

IL, C
 396].

（
８
）  

Lettre d
e G

u
erch

e à G
en

ty, en
 d

ate d
u
 8 ju

illet 1758 [A
D

IL, C
 396].

（
９
）  

地
方
長
官
補
佐
、
書
記
そ
れ
ぞ
れ
の
住
所
に
つ
い
て
は
、
一
七
七
七
三
年
以
降
の
『
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
年
鑑
』A

lm
a

n
a

ch
 

h
istoriqu

e, ou
 C

a
len

d
rier d

’A
n

jou

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）  

Ta
blea

u
 d

e la
 gén

éra
lite d

e T
ou

rs d
epu

is 1
7
6
2
 ju

squ
es et y com

pris 1
7
6
6
, réd

igé sa
n

s d
ou

te pa
r l’in

gén
ieu

r 

d
e V

oglie. P
u
b
. p

ar Fran
ço

is-C
o
n
stan

t U
zu

reau
, A

n
gers, Siran

d
eau

, 1901, « D
isco

u
rs p

rélim
in

aire» .

（
11
）  

In
stru

ction
s pou

r M
M

. les su
bd

élégu
és d

e l’in
ten

d
a

n
ce d

e B
reta

gn
e, p

p
. iii–iv.

（
12
）  

Lettre d
e G

u
erch

e à l’in
ten

d
an

t E
scalo

p
ier, en

 d
ate d

u
 11 avril 1758 [A

D
IL, C

 350].

（
13
）  

Lettre d
e G

u
erch

e à Savalette, en
 d

ate d
u
 29 sep

tem
b
re 1755 [A

D
IL, C

 385].

（
14
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 8 février 1782 [A

D
IL, C

 392].

（
15
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 26 n

o
vem

b
re 1774 [A

D
IL,C

 396].

（
16
）  

Lettre d
e M

arasau
laye à C

lu
zel, en

 d
ate d

u
1

er ju
illet 1778 [A

D
IL, C

 356].

（
17
）  

Lettre d
e M

arasau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 14 jan

vier 1786 [A
D

M
L C

 65].

（
18
）  

全
国
調
査
に
お
け
る
ア
ン
ジ
ェ
か
ら
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
は
、
以
下
で
概
要
が
わ
か
る
。Fran

ço
is Leb

ru
n
, Les h

om
m

es et 

la
 m

ort en
 A

n
jou

 a
u

x X
V

IIe et  X
V

IIIe siècles, P
aris, 1971, p

p
. 40–42 ; Id

., Les gran
d
es en

q
êtes statistiq

u
es d

e 

X
V
IIe et X

V
IIIe siècles su

r la gén
éralité d

e To
u
rs, A

n
n

a
les d

e B
reta

gn
e, 1965, p

p
. 338–45.

（
19
）  

Lettre d
e G

u
erch

e à l’in
ten

d
an

t, en
 d

ate d
u
 4 jan

vier 1758 ; Lettre d
e l’in

ten
d
an

t à G
u
erch

e, en
 d

ate d
u
 13 

jan
vier 1758 [A

D
IL, C

 346] ; D
au

p
h
in

,V
icto

r, et E
m

ile P
asq

u
ier, Im

prim
eu

rs et libra
iries d

e l’A
n

jou
, A

n
gers, 

1932, p
. 36.

（
20
）  

Lettres à M
arsau

laye, en
 d

ate d
u
 11 ju

in
 1785; 9 ju

in
 1785 [A

D
IL, C

 75].

（
21
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 17 avril 1787 [A

D
IL, C

 76].

（
22
）  

M
ich

el C
o
h
en

d
y, M

ém
oire h

istoriq
u

e et les m
od

es su
ccessifs d

e l’a
d

m
in

istra
tion

 d
a

n
s la

 provin
ce 
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d

’A
u

vergn
e, A

u
vergn

e, 1856, p
p
.  20–41.

（
23
）  

M
ém

oire con
cern

a
n

t les su
bd

élégu
és d

e l’in
ten

d
a

n
ce d

e B
reta

ge [A
rch

ives N
atio

n
ales, H

1 613].

（
24
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 6 sep

tem
b
re 1769 [A

D
IL, C

 96] ; Fran
ço

is D
u
m

as, La
 

gén
éra

lite d
e T

ou
rs a

u
 X

V
IIIe siècle. A

d
m

in
istra

tion
 d

e l’in
ten

d
a

n
t D

u
 C

lu
zel (1

7
6
6
–1

7
8

3
), To

u
rs, P

éricat, 

1894, p
. 344.

（
25
）  

A
D

M
L, C

 127.

（
26
）  

M
ém

o
ire su

r les fo
n
ctio

n
s d

e su
b
d
élégu

é d
’in

ten
d
an

ce, d
an

s C
od

e d
e police ou

 a
n

a
lyse d

es règlem
en

ts d
e 

police,d
ivisé en

 d
ou

ze titres,pa
r M

. D
...., a

n
cien

 con
seiller d

u
 roi, lieu

ten
a

n
t gén

éra
l d

e police d
e la

 ville 

d
e...., en

 C
h

a
m

pa
gn

e, 4
e éd

itio
n
, 1767, 2 vo

l,  t.  II, p
p
. 1–52.

こ
の
文
献
は
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
地
方
ヴ
ィ
ト
リ
の
町
の

治
安
総
代
官
を
も
つ
と
め
た
こ
と
の
あ
る
法
曹
家D

u
ch

esn
e

が
著
し
たC

od
e d

e police

に
、
そ
の
第
四
版
か
ら
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
27
）  

ib
id

., p
. xiii.

（
28
）  

M
ém

o
ire su

r les fo
n
ctio

n
s d

e su
b
d
élégu

é d
’in

ten
d
an

ce, p
p
. vii–viii.

（
29
）  

Lettre d
e l’in

ten
d
an

t à G
u
erch

e, en
 d

ate d
u
 4 jan

vier 1748 [A
D

M
L, C

 127].

ま
た
、
こ
の
さ
い
の
特
任
状
に
つ
い

て
は
、
前
掲
拙
稿
、（
一
三
）一
四
二
頁
に
示
し
た
。

（
30
）  

D
u
m

as, op. cit., p
p
. 26–27.

（
31
）  

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
シ
ュ=

コ
ン
テ
を
対
象
に
し
た
ブ
ロ
ソ
ー
の
地
方
長
官
研
究
で
は
、
こ
の
領
域
で
地
方
長
官
補
佐
が
か
な

り
は
っ
き
り
し
た
姿
で
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
こ
の
地
域
が
ル
イ
十
四
世
時
に
併
合
さ
れ
た
地
域
で
、
官
職
保
有
官
僚
に
よ
る
課
税
組

織
を
持
た
な
い
直
接
課
税
地
域p

ays d
’im

p
o
sitio

n
s

だ
か
ら
で
あ
る
。C

o
lette B

ro
ssau

lt, Les in
ten

d
a

n
ts d

e Fra
n

ch
e–

C
om

té, 1
6
7
4
–1

7
9
0
, P

aris, B
o
u
tiq

u
e d

e l’H
isto

ire, 1999, p
p
. 238–45.

（
32
）  

M
ém

o
ire p

ar M
. H

arvo
in

, receveu
r gén

éral d
es fi

n
an

ces (1783), d
an

s P
au

l M
arch

egay, A
rch

ives d
’A

n
jou

, 

R
ecu

eil d
e d

ocu
m

en
ts et m

ém
oires in

éd
its su

r cette provin
ce, 2 vo

l., A
n
gers, 1843–1853, (t. 2, p

p
. 347–75), t. 

2, p
p
. 349–50.

（
33
）  

M
ém

o
ire su

r les fo
n
ctio

n
s d

e su
b
d
élégu

é d
’in

ten
d
an

ce, p
. xvii.
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（
34
）  

O
rd

o
n
n
an

ce d
u
 4 jan

vier 1748 [ A
D

M
L, C

 127].

（
35
）  

A
rch

ives d
e la ville d

’A
n
gers, C

C
 172.

（
36
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t,en
 d

ate d
u
 11 jan

vier 1769 ; Lettre d
e M

ayn
o
n
 d

’In
vau

 à C
lu

zel, en
 d

ate 

d
u
 30 jan

vier 1769 [A
D

IL, C
  41]

な
お
、
こ
の
上
納
金
は
、
一
七
五
八
年
八
月
の
王
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
各
都
市
、
農
村
共
同

体
に
課
税
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、M

arcel M
ario

n
, D

iction
n

a
ire d

es in
stitu

tion
s d

e la
 Fra

n
ce a

u
x X

V
IIe 

et X
V

IIIe siècles, P
aris, A

. &
 J. P

icard
, 1923, art. « d

o
n
 gratu

it »

。

（
37
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 22 ju

illet 1786 [A
D

IL, C
 40].

（
38
）  

M
ém

o
ire su

r les fo
n
ctio

n
s d

e su
b
d
élégu

é d
’in

ten
d
an

ce, p
. xxiv.

（
39
）  

Lettre d
e G

u
erch

e à l’in
ten

d
an

t, en
 d

ate d
u
 26 ju

in
 1769 [A

D
M

L, C
 55].

（
40
）  

佐
々
木
真
「
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
期
に
お
け
る
国
王
民
兵
制
」『
史
学
雑
誌
』
第
九
八
編
六
号
、
一
九
八
九
年
。

（
41
）  

Levée d
es so

ld
ats p

ro
vin

ciau
x, 1784 [ A

D
M

L, C
 5] .

（
42
）  

こ
の
点
に
関
わ
っ
て
、
第
一
章
で
、
正
確
さ
に
欠
け
る
表
現
を
し
た
部
分
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
訂
正
を
し
て
お
き
た
い
。
第
一
章

の
末
尾
の
部
分
で
地
方
長
官
補
佐
事
務
所
書
記
が
「
国
王
民
兵
徴
募
の
た
め
の
名
簿
作
り
」
を
し
た
と
記
述
し
た
が
、こ
れ
は
正
確
に
は
、

こ
の
部
分
に
付
し
た
註（
52
）に
も
あ
る
よ
う
に
割
当
て
人
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
く
じ
引
き
対
象
者
の
名
前
の
載
っ
た「
名
簿
」は
、

都
市
役
人
あ
る
い
は
村
総
代
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。

（
43
）  

Lettres d
e G

u
erch

e à l’in
ten

d
an

t, en
 d

ate d
u
 21 avril 1759 ; 10 o

cto
b
re 1760 ; 22 n

o
vem

b
re 1760 [A

D
IL, 

C
 48].

（
44
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 28 m

ai 1763 [A
D

IL, C
 79].

（
45
）  
In

stru
ction

s pou
r M

M
. les su

bd
élégu

és d
e l’in

ten
d

a
n

ce d
e B

reta
gn

e, p
p
. xxi–xxii.

（
46
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t,en
 d

ate d
u
 8 m

ars 1769 [A
D

IL, C
 80].

（
47
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t,en
 d

ate d
u
 24 m

ai 1758 ; Lettre d
e G

u
erch

e à l’in
ten

d
an

t, en
 d

ate d
u
 

21 ju
in

 1758 [A
D

IL, C
 42].

（
48
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 17 avril 1765 [A

D
IL, C

 42].
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（
49
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
12 d

écem
b
re 1764 [A

D
IL, C

 79].

（
50
）  

A
D

M
L, C

 75.

（
51
）  

Lettre d
e G

u
erch

e à l’in
ten

d
an

t,en
 d

ate d
u
 16 avril 1760 [A

D
IL, C

 60].
（
52
）  

Lettre d
’A

u
d
o
u
in

 à P
o
m

ereu
, en

 d
ate d

u
 10 avril 1728, [A

D
IL, C

 33].
（
53
）  

Lettre d
e G

u
erch

e à l’in
ten

d
an

t Lesseville,en
 d

ate d
u
 9 ju

illet 1732 [A
D

IL, C
 33].

（
54
）  

Lettre d
e B

u
gace à G

u
erch

e, en
 d

ate d
e sep

tem
b
re 1733 [A

D
IL, C

 31].

（
55
）  

Lettre d
e l’in

ten
d
an

t à Laverd
y, en

 d
ate d

e février 1765 [A
D

IL, C
 328] cité p

ar Jacq
u
es M

aillard
, Le pou

voir 

m
u

n
icipa

l d
’A

n
gers, 2 vo

l., P
resses d

e l’U
n
iversité d

’A
n
gers, 1984, t. 2, p

.11.

（
56
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 28 n

o
vem

b
re 1761 [A

D
IL, C

 300].

（
57
）  

R
eq

u
êtes d

es h
ab

itan
ts d

’A
n
gers, en

 d
ate d

u
 7 n

o
vem

b
re 1758 [A

D
M

L, C
 76]; Lettres d

e G
u
erch

e à 

l’in
ten

d
an

t, en
 d

ate d
u
 7  n

o
vem

b
re 1758 ; 9 sep

tem
b
re 1764 [A

D
M

L, C
 76].

（
58
）  

M
ém

o
ire su

r les fo
n
ctio

n
s d

e su
b
d
élégu

é d
’in

ten
d
an

ce, p
. xxiv.

（
59
）  

Lettre d
e T

ru
d
ain

e d
e M

o
n
tign

y à C
lu

zel, en
 d

ate d
u
 8 ju

illet 1771 [A
D

IL, C
 132].

（
60
）  

Lettre d
e Sartin

e à l’in
ten

d
an

t, en
 d

ate d
u
 30 ju

in
 1777 ; Lettre d

e l’in
ten

d
an

t à M
arsau

laye, en
 d

ate d
u
 6 

ju
illet 1777 [A

D
IL, C

 132].

（
61
）  

Lettre d
e G

u
erch

e à l’in
ten

d
an

t Lesseville, en
 d

ate d
u
 25 jan

vier 1741, [A
D

M
L, C

 17]. 

（
62
）  

O
livier C

o
u
ffo

n
, L’in

d
u

strie m
in

éra
le en

 A
n

jou
, I, Les m

in
es d

e ch
a

rbon
 en

 A
n

jou
 d

u
 X

IV
e siècle à

 n
os 

jou
rs, A

n
gers, 1911, p

p
. 41–42. 

（
63
）  
Lettre d

e G
u
erch

e à l’in
ten

d
an

t, en
 d

ate d
u
 24 m

ai 1749 [A
D

IL, C
120].

（
64
）  

ib
id

.

（
65
）  

M
ireille T

o
u
zery, L’in

ven
tion

 d
e l’im

pôt su
r le reven

u
.T

a
ille ta

rifée,1
7

1
5

–1
7

8
9

, C
o
m

ité p
o
u
r l’H

isto
ire 

E
co

n
o
m

iq
u
e et Fin

an
cière d

e la Fran
ce, 1994, p

.313.

（
66
）  

ト
ゥ
ー
ル
地
方
長
官
区
全
体
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
食
料
危
機
に
つ
い
て
は
、D

u
m

as, op. cit., p
p
. 335–63. 

十
八
世
紀
後
半
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に
お
け
る
王
権
の
穀
物
政
策
に
つ
い
て
は
、
阿
河
雄
二
郎
「
18
世
紀
パ
リ
の
穀
物
政
策
」中
村
賢
二
郎
編『
歴
史
の
な
か
の
都
市
』
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
六
年
、
所
収
。

（
67
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 4 d

écem
b
re 1765 [C

 96].
（
68
）  

Fran
ço

is Leb
ru

n
, Les so

u
lèvem

en
ts p

o
p
u
laires à A

n
gers au

x X
V
IIe et X

V
IIIe siècles, A

ctes d
u

 9
9

e C
on

grès 

N
a

tion
a

le d
es Sociétés Sa

va
n

tes, N
ice, 1965, Sectio

n
 d

’H
isto

re M
o
d
ern

e et C
o
n
tem

p
o
rain

e, t. 1 (p
p
. 119–40), 

p
. 137.

（
69
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 23 n

o
vem

b
re 1765 [C

 96].

（
70
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t,en
 d

ate d
u
 22 o

cto
b
re 1771 [C

 98].

（
71
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t,en
 d

ate d
u
 23 o

cto
b
re 1771 [C

 98].

（
72
）  

Jacq
u
es M

aillard
, op. cit., t. 2, p

p
. 72–74.

（
73
）  

Lettres d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 21 sep

tem
b
re 1773 ; 11 n

o
vem

b
re 1773 ; 25 d

écem
b
re 1773. 

[A
D

IL, C
 95]

（
74
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 7 avril 1772 [A

D
IL, C

 97].

（
75
）  

A
D

IL, C
 303.

（
76
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t,en
 d

ate d
u
 13 ju

in
 1770 [A

D
IL, C

 304].

（
77
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t,en
 d

ate d
u
 12 avril 1769 [A

D
IL, C

 319].

ア
ン
ジ
ェ
に
お
け
る
捨
児
養
育
院
問
題

に
つ
い
て
はM

aillard
, op. cit., t. 2, p

p
. 135–39.

（
78
）  

Leb
ru

n
, op. cit., p

p
. 298–99 ; In

stru
ction

 en
 form

e d
e règlem

en
t a

d
ressé à

 n
os su

bd
élégu

és, m
éd

ecin
s, 

ch
iru

rgien
s et syn

d
ics d

es com
m

u
n

a
u

tés rela
tivem

en
t a

u
x m

a
la

d
ies épid

ém
iqu

es et popu
la

ires, To
u
rs, s. d

. 

(1783) [A
D

IL, C
 403] .

（
79
）  

Lettre d
e cu

ré d
e P

o
m

m
eraie à M

arsau
laye, en

 d
ate d

u
 14 avril 1785 [A

D
IL, C

 404].

一
七
八
五
年
一
月
七
日
か

ら
三
月
一
三
日
ま
で
の
死
者
四
七
名
の
リ
ス
ト
が
あ
る
。

（
80
）  

ア
ン
ジ
ェ
に
お
け
る
ク
ー
ド
レ
の
助
産
婦
講
習
会
に
つ
い
て
はO

livier C
o
u
ffo

n
, Les cou

rs d
’a

ccou
ch

em
en

t en
 A

n
jou

 à
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la

 fi
n

 d
u

 X
V

IIIe siècle, A
n
gers, 1913.

ま
た
、
こ
の
時
期
の
助
産
の
問
題
を
権
力
と
民
衆
文
化
の
葛
藤
か
ら
見
て
い
る
、
長
谷

川
博
子
「
権
力
・
産
婆
・
民
衆

―
十
八
世
紀
後
半
ア
ル
ザ
ス
に
場
合
」『
思
想
』
七
五
三
号
、
一
九
八
六
年
。
長
谷
川
ま
ゆ
帆
「
地

方
長
官
と
助
産
婦
講
習
会
」
近
藤
和
彦
編
『
歴
史
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
社
会
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収
も
参
照
。

（
81
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 4 avril 1778 [A

D
IL, C

 356].
（
82
）  

Lettre d
e G

u
erch

e à l’in
ten

d
an

t, en
 d

ate d
u
 18 ju

illet 1759 [A
D

IL, C
 346].

（
83
）  

V
icto

r D
au

p
h
in

 et E
m

ile P
asq

u
ier, op. cit., p

. 32.

　

第
三
章

（
１
）  

cité p
ar M

ich
el A

n
to

in
e, Le C

on
seil d

u
 R

oi sou
s le R

ègn
e d

e Lou
is X

V
, G

en
ève, D

ro
z, 1970, p

. 419.

（
２
）  

D
’A

gu
essau

 et T
o
lo

zan
 (J. F.), R

èglem
en

t d
u

 C
on

seil, précéd
é d

e l’ex
plica

tion
 d

es d
ifféren

tes a
rticles 

com
pris d

a
n

s ch
a

cu
n

 d
es ch

a
pitres... P

aris, 1786, p
. 364, cité p

ar Fran
ço

ise H
ild

esch
eim

er, C
en

tralisatio
n
, 

p
o
u
vo

ir lo
cal et d

ip
lo

m
atiq

u
e : les o

rd
o
n
n
an

ces d
es in

ten
d
an

ts, B
iblioth

èqu
e d

e l’E
cole d

es C
h

a
rtes, t. 136, 

1978, p
p
. 46–47. 

（
３
）  

M
ém

o
ire su

r les fo
n
ctio

n
s d

e su
b
d
élégu

é d
’in

ten
d
an

ce,p
.xxvi. 

（
４
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t,en
 d

ate d
u
 10 avril 1765 [A

D
IL, C

 42].

（
５
）  

M
ém

o
ire su

r les fo
n
ctio

n
s d

e su
b
d
élégu

é d
’in

ten
d
an

ce, p
. xxvii.

（
６
）  

Ib
id

., p
.ii.

（
７
）  

Ib
id

., p
p
. xxviii–xxix.

（
８
）  

エ
マ
ニ
ュ
エ
リ
は
こ
の
こ
と
を
、
少
な
く
と
も
自
ら
が
調
査
し
た
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
地
方
長
官
に
つ
い
て
は
、
と
留
保
つ
き
で
述
べ

て
い
る
が
（Fran

ço
is X

avier E
m

m
an

u
elli, U

n
 m

yth
e d

e l’a
bsolu

tism
e bou

rbon
ien

: L’in
ten

d
a

n
ce, d

u
 m

ilieu
 d

u
 

X
V

IIe siècle à
 la

 fi
n

 d
u

 X
V

IIIe siècle, P
u
b
licatio

n
 d

e l’U
n
iversité d

e P
ro

ven
ce, 1981, p

. 53

）、
ア
ン
ジ
ェ
に
つ
い
て

も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

（
９
）  

M
ém

o
ire su

r les fo
n
ctio

n
s d

e su
b
d
élégu

é d
’in

ten
d
an

ce, p
. xxix.
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（
10
）  

Lettre à C
lu

zel, en
 d

ate d
u
 8 ao

u
t 1772 [A

D
IL, C

 132].

　

第
四
章

（
１
）  

Lettre d
u 3 ao

û
t 1765 [A

D
IL, C

 83].
（
２
）  

Lettre d
e C

lu
zel à L’ab

b
é Terray, en

 d
ate d

u
 31 d

écem
b
re 1771 [A

D
IL, C

 132].

（
３
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t,en
 d

ate d
u
 10 d

écem
b
re 1788 [A

D
M

L C
 15].

（
４
）  

一
七
四
〇
年
七
月
二
三
日
付
け
の
回
答[A

D
IL, C

 338]

。

（
５
）  

Lettre d
e M

arsau
laye à l’in

ten
d
an

t, en
 d

ate d
u
 13 ao

û
t 1764 ; Lettre d

e G
u
erch

e à l’in
ten

d
an

t, en
 d

ate d
u
 

16 février 1765 [A
D

IL, C
 328].

な
お
、
こ
の
都
市
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
制
度
と
王
権

―
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
改
革
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
上
・
下
） 『
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
・
人
文
社
会
科
学
論
集
』
第
五 

号
、
第
六 

号

一
七
―
三
七
頁
、
二
九
―
三
七 
頁
、
一
九
九
二
―
一
九
九
三
年
。

　

お
わ
り
に

（
１
）  

安
成
英
樹
『
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
と
エ
リ
ー
ト
官
僚
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
八
年
。

（
２
）  

Fran
ço

is Leb
ru

n
 (so

u
s la d

ir.), H
istoire d

’A
n

gers, P
rivat, 1975, p

. 109.

た
だ
し
、
ル
ブ
ラ
ン
は
す
ぐ
れ
た
社
会
史
家

で
は
あ
る
が
、
地
方
長
官
や
地
方
長
官
補
佐
の
仕
事
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
一
方
で
伝
統
的
な
権
力
機
構
で
あ
る
市
政
府
の
活
動
を
混

乱
し
て
い
て
狭
量
で
あ
る
と
述
べ
る
点
で
は
、
ひ
と
昔
前
の
制
度
史
家
の
見
解
に
近
い
面
が
あ
り
、
そ
の
点
で
マ
ル
ソ
ー
レ
に
つ
い
て

の
評
価
も
や
や
割
り
引
い
て
受
け
と
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

（
３
）  
P
atrick C

erisier, Les su
b
d
élégu

és d
e l’in

ten
d
an

t Tab
o
u
reau

 et le co
m

m
erce d

es grain
s en

 H
ain

au
t à l’ép

o
q
u
e 

d
e Terray (1769–1774), R

evu
e d

u
 N

ord
, n

. 309, a. LX
X
V
II, 1995, p

. 30.

（
４
）  

Lettre d
e G

u
erch

e à l’in
ten

d
an

t,en
 d

ate d
u
 4 sep

tem
b
re 1751 [A

D
IL, C

  394].

（
５
）  

O
rd

on
n

a
n

ce d
e M

on
seign

eu
r l’in

ten
d

a
n

t d
e la

 gén
éra

lite d
e T

ou
rs, d

u
 1

1
 m

a
i 1

7
5
3
, porta

n
t d

éfen
ses a

u
x 

propriéta
ires d

es m
in

es d
es pa

roisses d
e St-A

u
bin

 d
e Lu

ign
é,C

h
a

u
d

efon
d

 et C
h

a
lon

n
es,d

e fa
ire a

u
cu

n
e 
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extra

ction
 d

e C
h

a
rbon

 d
e terre et h

ou
ille,et a

u
torise le Sr B

a
u

lt et com
pa

gn
ie, exclu

sivem
en

t à
 tou

s a
u

tres, à
 

tirer d
es ch

a
rbon

s d
e terre et h

ou
ille d

a
n

s lesd
ites pa

roisses [A
D

IL, C
  394].

（
６
）  

Lettre d
e D

etilly à M
arch

an
d
, en

 d
ate d

u
 6 février 1757 [A

D
M

L, C
 19].

「
あ
の
男
」
と
い
う
の
は
、
ダ
ー
ル
な
る
人

物
だ
が
、
文
脈
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。


