
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
ｊ

奴
隷
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
側
面
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

１
’
ｊ
Ｊ
・
フ
ォ
ー
ク
ト
の
奴
隷
反
乱
研
究
を
中
心
と
し
て

一
、
序

二
、
奴
隷
反
乱
の
経
過
（
以
上
本
号
）

三
、
奴
隷
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
側
面

四
、
結

史
　
学
　
論
　
叢

二
〇
一

山
　
　
本
　
　
晴
　
　
樹



奴
隷
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
側
面
川
　
Ｉ
Ｊ
・
フ
ォ
ー
ク
ト
の
奴
隷
反
乱
研
究
を
中
心
と
し
て
Ｉ

Ｏ

　
て
序

　
従
前
の
奴
隷
反
乱
研
究
は
、
そ
の
多
く
が
シ
キ
リ
ア
反
乱
を
初
め
と
す
る
奴
隷
の
諸
反
乱
を
、
占
典
占
代
に
お
け
る
「
階
級
闘
争
」

の
Ｉ
つ
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
と
り
わ
け
Ａ
・
Ｗ
・
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
　
（
こ
ご
ふ
乙
ぷ
）
　
、
Ｓ
・
Ｌ
・
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
（
ヨ
｛
‐

；
で
コ
ｒ
ｃ
｝
が
そ
う
で
あ
る
。
即
ち
彼
ら
は
、
奴
隷
反
乱
は
、
奴
隷
制
と
奴
隷
所
有
苔
に
よ
る
「
－
奴
隷
所
有
三
Ｓ
ｋ
ｌ
ａ
ｖ
ｅ
ｎ
ｈ
ａ
」
ｔ
ｅ
ｒ
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
‐

ｔ
ｕ
ｍ
）
そ
の
も
の
の
廃
棄
を
め
ざ
す
、
奴
隷
「
階
級
」
の
奴
隷
所
有
者
に
対
す
る
「
階
級
闘
争
」
で
あ
り
、
か
フ
日
出
へ
の
「
解
放
闘
争
」
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
理
解
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
前
隔
に
お
い
て
検
討
を
加
え
た
。
そ
の
際
、
「
階
級
闘
争
」
説
に
対
す
る
批
判
の
Ｉ

つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、
Ｊ
・
フ
ォ
ー
ク
ト
（
く
ｃ
言
）
の
奴
隷
反
乱
研
究
で
あ
る
。
彼
は
「
階
級
闘
争
」
説
を
歴
史
理
解
の

性
急
な
「
近
代
化
」
と
し
て
批
判
し
、
各
奴
隷
反
乱
を
実
証
的
・
構
造
的
に
分
析
す
る
必
要
性
を
提
起
し
た
。
即
ち
・
フ
作
Ｉ
ク
ト
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

各
反
乱
を
詳
細
に
比
較
検
討
し
た
結
果
、
短
期
間
に
し
か
も
時
期
を
同
じ
く
し
て
各
地
に
勃
発
し
た
奴
隷
反
乱
は
、
決
し
て
連
帯
的

な
も
の
で
は
な
く
、
孤
立
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
奴
隷
制
廃
棄
を
め
ざ
す
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
新
し
い
社
会
体
制

を
う
ち
た
て
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
を
結
諭
づ
け
た
。
フ
ォ
ー
ク
ト
の
こ
の
指
摘
は
、
彼
以
後
の
奴
隷
反
乱
研
究
を
よ
り
返
る

と
き
、
き
わ
め
て
貴
重
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
フ
ォ
ー
ク
ト
は
、
奴
隷
反
乱
の
「
階
級
闘
争
」
と
し
て
の
性
格
を
完
全
に
は
否
定
し

な
い
ま
で
も
、
「
階
級
闘
争
」
説
の
如
き
形
で
は
反
乱
を
決
し
て
収
れ
ん
し
え
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
奴
隷
反

乱
研
究
の
再
検
討
が
叫
ば
れ
る
現
在
、
今
一
度
フ
ォ
ー
ク
ト
の
研
究
を
収
上
げ
る
硲
昧
も
自
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
彼
の
研
究
に
関
し
て
は
既
に
、
土
井
圧
興
教
授
が
そ
の
二
郎
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
紹
介
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
も

と
よ
り
フ
ォ
ー
ク
ト
の
研
究
の
全
貌
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
。
一
般
に
フ
ォ
ー
ク
ト
の
研
介
は
そ
の
一
部
を
も
っ
て
代
表
さ
れ
る



こ
と
が
多
く
、
研
究
史
上
に
お
け
る
彼
の
位

代
奴
隷
戦
争
の
構
造
」
　
（
一
九
九
七

年⑤

①置
が
明
確
化
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
本
隔
で
は
彼
の
諭
ケ
ヘ
「
占

）
に
即
し
て
、
ま
た
彼
ハ
後
の
研
究
史
を
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
彼
の
奴
隷
反
乱
研
究
を

検
討
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
わ
れ
わ
れ
は
、
と
り
わ
け
奴
隷
反
乱
の
示
教
的
・
民
族
的
側
面
を
取
扱
っ
た
箇
所
を
中
心
に
荷
察
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

た
い
こ
と
い
う
の
も
ま
さ
し
く
こ
こ
に
フ
ォ
ー
ク
ト
の
研
究
の
核
心
が
置
か
れ
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
ど
ふ

　
フ
ォ
ー
ク
ト
の
論
文
の
構
成
を
み
る
と
、
Ｉ
原
囚
と
誘
囚
、
―
大
衆
運
動
と
国
家
行
動
（
Ｓ
ｔ
ａ
ａ
ｔ
ｓ
ａ
ｋ
こ
Ｏ
ｎ
ｅ
ｎ
　
）
、

Ⅲ
宗
教
的
・
民
族
的
モ
テ
ィ
ー
フ
、
Ⅳ
戦
争
行
動
と
盗
賊
行
為
こ
;
１
ａ
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｕ
ｃ
ｋ
ｅ
）
　
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
世
界
的

運
動
？
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
こ
の
構
成
の
う
ち
Ｉ
、
Ｈ
、
Ⅳ
を
奴
隷
反
乱
の
経
過
と
い
う
観
点
か
ら
、
ｍ
、
ｙ
を
奴
隷
反
乱
の

宗
教
的
・
民
族
的
側
面
と
い
う
観
点
か
ら
毘
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
、
奴
隷
反
乱
の
経
過

　
ま
ず
Ｉ
で
は
奴
隷
反
乱
の
原
因
と
誘
因
が
分
析
さ
れ
る
。
原
因
に
つ
い
て
は
、
反
乱
と
奴
隷
解
放
思
想
と
の
関
連
が
想
像
さ
れ
る

が
、
し
か
し
こ
れ
は
否
定
さ
れ
る
。
「
当
時
自
由
な
府
民
の
財
界
に
お
い
て
、
奴
隷
制
の
廃
山
を
要
求
す
る
学
説
は
決
し
て
矧
ら
れ

な
か
っ
た
。
」
（
ｙ
　
心
）
。
な
る
ほ
ど
当
時
万
人
平
等
を
説
く
ス
ト
ア
思
想
が
存
在
し
は
し
た
が
、
こ
れ
と
て
も
現
実
の
奴
隷
制
に

と
っ
て
は
観
念
論
で
し
か
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
奴
隷
の
反
乱
は
新
し
い
社
会
思
想
｛
の
：
乙
｝
；
ご
’
こ
こ
＝
；
　
）
に
は
基

づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
反
乱
の
原
因
は
他
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
当
時
の
政
治
的
・
社
会
的
体
制
と
奴
隷
の
状

態
に
て
あ
る
。

　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三



　
　
　
　
奴
隷
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
側
面
ド
　
ー
Ｊ
・
フ
ォ
ー
ク
ト
の
奴
隷
反
乱
研
究
を
中
心
と
し
て
Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
○
四

　
こ
れ
に
関
し
て
注
目
さ
る
べ
き
は
、
当
時
に
お
け
る
奴
隷
の
圧
倒
的
存
在
、
と
り
わ
け
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
り

ま
た
そ
の
奴
隷
の
ロ
ー
マ
経
済
へ
の
大
量
流
人
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
ロ
ー
マ
の
奴
隷
制
は
多
大
の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
奴
隷
の
待
遇
の
悪
化
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
以
前
自
由
を
知
っ
て
い
た
「
新
奴
隷
」
（
Ｎ
ｅ
ｕ
ｓ
ｋ
ｌ
ａ
ｖ
ｅ
ｎ
　
）
　
と
呼
ば

れ
る
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
不
満
を
お
ぼ
え
た
。
こ
こ
に
反
乱
の
糸
口
を
求
め
る
考
え
方
も
あ
る
が
、
一
層
重
大
な

事
実
と
し
て
は
、
農
村
と
都
市
に
お
け
る
奴
隷
の
多
数
存
在
が
、
は
か
ら
ず
も
奴
隷
の
活
動
範
囲
を
広
げ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち

農
村
に
お
い
て
は
牧
畜
奴
隷
が
そ
の
労
働
の
性
格
か
ら
武
器
携
帯
を
許
さ
れ
、
主
人
の
監
視
か
ら
遠
く
離
れ
て
活
動
し
て
お
り
、
ま

た
都
市
に
お
い
て
は
、
主
人
の
召
使
と
し
て
、
あ
る
い
は
能
力
の
あ
る
も
の
は
主
人
の
秘
書
・
代
理
人
・
家
庭
教
師
等
と
し
て
ほ
ぼ

自
出
入
と
同
様
の
活
動
を
許
さ
れ
、
ま
た
彼
ら
は
宗
教
的
団
体
に
自
出
入
と
と
も
に
参
加
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
奴
隷

に
与
え
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
自
由
の
状
態
こ
そ
ま
さ
し
く
反
乱
に
至
る
道
で
あ
っ
た
。

　
更
に
一
般
的
な
状
況
に
お
い
て
注
目
さ
る
べ
き
は
、
国
家
と
社
会
に
お
け
る
市
民
の
側
の
動
揺
に
起
因
す
る
国
家
権
力
｛
汐
～
７

｝
ご
之
ｔ
ａ
ご
）
　
と
非
合
法
組
織
（
コ
フ
ｚ
二
万
ｙ
こ
　
と
の
同
時
存
在
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
ロ
ー
マ
政
府
は
東
地
中
海
地

域
に
進
出
す
る
際
、
非
合
法
組
織
と
り
わ
け
海
賊
を
大
い
に
利
用
し
た
。
そ
れ
故
こ
の
地
域
で
は
海
賊
が
一
つ
の
強
大
な
勢
力
と
し

て
袷
頭
し
た
。
ロ
ー
マ
政
府
と
海
賊
と
い
う
一
見
奇
妙
な
取
合
わ
せ
が
東
地
中
海
世
界
の
崩
壊
に
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
。
こ
の
よ
う
な
共
存
が
当
時
の
政
治
的
・
社
会
的
体
制
に
多
大
の
影
響
を
与
え
、
い
わ
ゆ
る
革
命
的
雰
囲
気
を
つ
く
り
出
し
た
の

で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
全
体
状
況
に
お
い
て
奴
隷
反
乱
の
土
壌
が
醸
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
反
乱
は
そ
れ
の
み
で
現
実
に
勃
発
し



た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
各
反
乱
に
は
そ
こ
に
至
る
直
接
的
な
誘
囚
（
ａ
ｎ
ｎ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
）
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
第
一
次
シ

キ
リ
ア
反
乱
は
、
そ
の
地
の
牧
畜
・
農
業
・
商
業
に
お
い
て
多
数
の
奴
隷
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
と
り
わ
け
反
乱
勃
発
地
エ
ン

ナ
に
お
い
て
奴
隷
が
ケ
レ
ー
ス
神
の
祭
祀
へ
の
参
加
を
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
行
動
の
自
由
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
を
背
景
と
し

て
ヽ
直
接
的
に
は
エ
ン
ナ
の
奴
隷
所
有
者
ダ
モ
フ
ィ
ロ
ス
（
ご
Ｑ
ヨ
っ
已
ご
Ｉ
（
こ
）
と
そ
の
妻
メ
ガ
。
リ
ス
【
Ｋ
Ｑ
ｎ
乙
】
ご
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

奴
隷
に
対
す
る
苛
酷
な
待
遇
へ
の
報
復
を
契
機
と
し
て
勃
発
し
た
。
そ
の
際
呪
術
師
エ
ウ
ヌ
ス
（
Ｅ
ｕ
ｎ
ｕ
ｓ
）
が
反
乱
の
指
導
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
て
現
わ
れ
た
。
彼
は
自
ら
を
シ
リ
ア
女
神
の
使
者
と
称
し
奴
隷
の
王
国
を
予
言
し
た
の
だ
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
ニ
コ
ス
（
ン
乙
こ
ｏ
ｌ

乙
ｔ
ｃ
’
）
の
反
乱
に
お
い
て
は
、
ア
。
ク
ロ
ス
三
世
こ
７
こ
Ｉ
～
ヨ
）
に
よ
る
ペ
ル
ガ
モ
ン
王
国
の
ロ
ー
マ
ヘ
の
遺
贈
を
契
機
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
て
ヽ
王
位
僣
作
者
ア
リ
ス
ト
ニ
コ
ス
が
ロ
ー
マ
の
収
奪
に
危
機
感
を
懐
き
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
奴
隷
を
率
い
て
反
乱
を
起
こ
し
た
。
こ
こ
で

は
王
の
隷
属
性
と
ロ
ー
マ
の
貪
欲
が
反
乱
を
引
起
こ
し
た
と
言
え
る
。
第
二
次
シ
キ
リ
ア
反
乱
に
お
い
て
は
、
暴
力
に
よ
っ
て
奴
隷

身
分
に
陥
っ
た
人
々
に
自
由
を
回
復
さ
せ
る
と
い
う
元
老
院
議
決
に
従
っ
て
、
シ
キ
リ
ア
で
も
プ
フ
エ
ト
ル
、
Ｐ
・
リ
キ
ュ
ウ
ス
・
ネ

ル
ワ
（
　
Ｌ
ｉ
ｃ
ｉ
ｎ
ｉ
ｕ
ｓ
　
　
Ｎ
ｅ
ｒ
ｖ
ａ
　
）
が
調
査
を
始
め
実
際
に
奴
隷
を
解
放
も
し
た
が
、
途
中
で
奴
隷
所
有
者
の
圧
力
に
よ
り

そ
の
調
査
を
中
止
し
た
た
め
に
、
自
由
を
求
め
て
ネ
ル
ワ
の
も
と
へ
集
ま
っ
て
い
た
奴
隷
た
ち
は
反
乱
を
起
こ
し

‰
即
ち
、
奴
隷

商
人
や
奴
隷
所
有
者
の
違
法
行
為
に
対
す
る
ロ
ー
マ
政
府
の
弱
体
さ
が
反
乱
を
引
起
こ
し
た
の
だ
っ
た
。
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
に
お

い
て
は
、
市
民
の
側
に
お
け
る
平
和
の
破
綻
を
前
提
条
件
と
し
て
、
支
配
者
層
の
、
人
殺
し
の
ス
ポ
ー
ツ
の
た
め
に
剣
闘
士
（
已
７

ご
こ
ミ
）
　
を
養
成
す
る
と
い
う
非
人
間
性
、
そ
し
て
農
村
労
働
者
に
集
団
を
形
成
さ
せ
る
と
い
う
軽
率
さ
に
よ
っ
て
反
乱
は
生

じ
た
。

　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五



奴
隷
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
側
面
ド
　
ｉ
ｌ
；
フ
ォ
ー
ク
ト
の
奴
隷
反
乱
研
究
を
中
心
と
し
て
ー

二
〇
六

　
こ
の
よ
う
に
各
反
乱
は
、
一
般
的
な
全
体
状
況
を
背
誕
と
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
誘
囚
に
よ
っ
て
勃
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
個
々
の
反
乱
の
誘
因
に
は
共
通
す
る
も
の
が
目
ｍ
出
さ
れ
る
。
即
ち
、
各
反
乱
を
生
じ
さ
せ
た
も
の
は
、
奴
隷
の
側
の
反
乱
へ

の
積
極
的
働
き
か
け
で
は
な
く
、
奴
隷
所
有
者
日
日
支
配
者
の
側
の
政
治
的
・
社
会
的
動
揺
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
奴
隷
反
乱
は
、
そ
の

初
期
の
段
階
は
き
わ
め
て
自
然
発
生
的
で
あ
り
、
方
向
性
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
の
反
乱
の
展
開
過
程
は
フ
ォ
ー
ク
ト

に
お
い
て
は
Ｈ
大
衆
運
動
と
国
家
行
動
で
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
Ｈ
で
は
奴
隷
反
乱
の
大
衆
運
動
と
し
て
の
側
面
と
国
家
行
動
と
し
て
の
側
面
が
述
べ
ら
れ
る
。
反
乱
を
起
こ
し
た
奴
隷
だ
ら
け
、

そ
の
初
期
の
段
階
で
は
、
相
互
連
帯
性
も
統
一
意
識
も
な
く
、
た
だ
自
分
た
ら
へ
の
虐
待
に
対
す
る
復
讐
心
か
ら
行
動
し
た
。
彼
ら

と
対
峙
す
る
の
は
、
確
固
た
る
国
家
機
構
で
あ
り
、
市
民
の
統
一
的
な
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
奴
隷
反
乱
は
陰
う
つ
な
大
衆
運
動

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
反
乱
も
初
期
の
自
然
発
生
的
な
段
階
を
過
ぎ
る
と
、
様
相
を
異
に
し
た
。
反
乱
に
計
画

性
・
政
治
性
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
担
っ
た
の
が
各
反
乱
の
指
導
者
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
っ
て
反
乱
は
胆
な
る
大
衆
運
動

か
ら
国
家
行
動
へ
と
転
換
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
次
シ
キ
リ
ア
反
乱
に
お
い
て
は
、
シ
リ
ア
人
エ
ウ
ヌ
ス
が
指
導
者
と
し
て
現
わ
れ
た
。
彼
は
以
前
か
ら
そ
の
呪
術
と
予
言
と

で
知
ら
れ
て
い
た
が
、
と
り
わ
け
シ
リ
ア
女
神
が
彼
に
王
国
を
予
言
し
た
と
言
わ
れ
て
い
た
。
反
乱
を
起
こ
し
た
奴
隷
た
ら
・
は
、
こ

の
予
百
に
未
来
を
託
し
、
彼
を
自
分
た
ら
の
玉
に
選
ん
だ
。
こ
の
時
点
か
ら
反
乱
は
国
家
行
動
へ
と
発
展
す
る
。
エ
ウ
ヌ
ス
は
五
冠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
且

　
（
こ
こ
に
Ｑ
Ｂ
）
を
か
ぶ
り
、
王
の
徽
章
と
着
物
を
つ
け
、
夫
人
を
女
王
に
し
、
有
能
な
部
ド
を
募
っ
て
評
議
会
を
つ
く
っ
た
。
そ
し

て
自
己
の
周
り
に
は
一
団
の
親
衛
隊
と
千
人
か
ら
な
る
護
衛
を
配
し
、
彼
の
宮
迂
に
仕
え
る
行
と
し
て
料
押
入
・
パ
ン
焼
人
・
理
髪



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

師
・
道
化
師
を
置
い
た
。
ま
た
彼
は
貨
幣
を
も
鋳
造
し
た
。
こ
の
よ
う
な
国
家
は
し
か
し
エ
ウ
ヌ
ス
の
創
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
く

遂
一
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
王
国
の
、
と
り
わ
け
セ
レ
ウ
コ
ス
王
朝
の
摸
倣
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
エ
ウ
ヌ
ス
が
白
己
を
ア
ン
テ
ィ
オ
ク
ス
と
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

び
、
彼
の
部
ド
を
シ
リ
ア
人
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
エ
ウ
ヌ
ス
の
打
立
て
た
同
家
に
は
基
本
的
に
新
た

な
社
会
制
度
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
打
倒
し
た
士
人
の
地
位
に
奴
隷
が
収
っ
て
代
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
れ
故
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
奴
隷
の
反
乱
に
は
参
加
せ
ず
、
自
分
白
身
の
利
益
を
追
求
し
た
。
「
最
初
の
奴
隷
国
家
は
明
ら
か
に

社
会
の
転
覆
の
み
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
っ
て
、
鉄
剛
胆
義
的
体
制
を
め
ざ
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
」
　
（
ｙ
　
口
）
。

　
ア
リ
ス
ト
ニ
コ
ス
の
反
乱
は
王
位
優
作
者
ア
リ
ス
ト
ュ
コ
ス
が
支
配
を
求
め
て
起
こ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ペ
ル
ガ
モ
ン

王
国
の
口
Ｉ
マ
ヘ
の
隷
属
化
を
契
機
と
し
て
生
じ
た
。
ア
リ
ス
ト
ニ
コ
ス
は
、
こ
の
隷
属
化
に
よ
っ
て
何
ら
利
益
を
得
る
こ
と
の
な

い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
奴
隷
に
訴
え
た
。
と
り
わ
け
彼
は
奴
隷
に
対
し
て
は
最
初
か
ら
自
由
を
宣
言
し
、
反
乱
の
中
核
と
な
し
た
。

し
か
し
、
実
質
的
に
は
彼
ら
は
王
位
優
作
者
の
無
言
の
道
具
で
あ
っ
た
。
彼
の
打
立
て
た
国
家
は
太
陽
国
家
（
に
乙
一
〇
こ
ご
）

と
呼
ば
れ
、
そ
の
住
民
は
太
陽
市
民
こ
山
こ
ご
ｔ
ｏ
｛
ご
２
｝
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
国
家
は
、
そ
の
名
称
か
ら
判
断
し
て
、

宗
教
的
・
民
族
的
性
格
を
そ
の
内
部
に
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
体
は
不
明
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ア
リ
ス
ト
ニ
コ
ス
の
反
乱
自
体

そ
の
政
治
的
・
社
会
的
性
格
は
把
握
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
第
二
次
シ
キ
リ
ア
反
乱
は
早
い
段
階
で
大
衆
運
動
か
ら
国
家
行
動
へ
と
移
行
し
た
。
島
の
西
部
に
お
い
て
、
反
乱
を
起
こ
し
た
奴

隷
は
、
呪
術
師
で
あ
る
。
サ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
（
ｓ
乙
二
万
）
を
王
に
選
ん
だ
。
彼
は
都
市
を
怠
惰
と
逸
楽
の
場
と
し
て
避
け
、
農
村

　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
根
拠
地
と
し
た
。
東
部
に
お
い
て
は
占
星
術
に
通
じ
た
キ
リ
キ
ア
人
ア
テ
ニ
オ
ン
Ｔ
と
て
乙
ｏ
コ
）
が
王
に
選
ば
れ
た
。
彼
は

　
　
　
史
　
宇
　
論
　
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
七



奴
隷
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
側
面
Ｈ
　
Ｉ
Ｊ
・
フ
ォ
ー
ク
ト
の
奴
隷
反
乱
研
究
を
中
心
と
し
て
Ｉ

二
〇
八

最
も
能
力
の
あ
る
も
の
を
兵
士
と
し
、
残
り
の
も
の
は
従
来
の
職
に
止
ま
る
よ
う
に
命
じ
た
。
ま
た
神
が
彼
に
シ
キ
リ
ア
全
土
の
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

配
を
約
束
し
た
と
し
て
、
土
地
を
自
己
の
所
有
物
の
よ
う
に
犬
切
に
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
つ
ま
り
彼
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
奴
隷

に
一
つ
の
国
家
を
約
束
し
、
土
地
を
共
有
財
産
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
か
つ
オ
リ
エ
ン
ト
的
支
配
者
の
思
考

様
式
が
現
わ
れ
て
い
る
。
東
部
と
西
部
の
圃
勢
力
は
ア
テ
ニ
オ
ン
が
サ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
に
服
従
す
る
形
で
統
合
さ
れ
た
。
そ
し
て
サ
ル

ウ
ィ
ウ
ス
を
王
、
ア
テ
ニ
オ
ン
を
将
軍
と
す
る
国
家
が
形
成
さ
れ
た
。
サ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
王
と
し
て
ト
リ
フ
ォ
ー
ン
（
柵
コ
ｔ
大
呂
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

な
る
名
前
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
命
名
は
き
わ
め
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
ロ
ー
マ
風
の
着
衣
を
つ
け
、
周
り
に
は
リ

ク
ト
ル
を
伴
っ
て
い

⑩だ
。
こ
の
よ
う
に
第
二
次
シ
キ
リ
ア
反
乱
に
よ
っ
て
打
立
て
ら
れ
た
国
家
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
や
ロ
ー
マ
の
模
倣
と

い
う
側
面
が
強
か
っ
た
。
た
だ
ア
テ
ニ
オ
ン
の
体
制
に
お
け
る
兵
士
と
民
間
人
と
の
区
別
、
共
同
所
有
と
し
て
の
上
地
の
取
扱
い
に

は
独
創
性
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
こ
の
国
家
に
対
し
て
は
終
始
距
離
を
保
ち
、
彼
ら
と
奴
隷
と
の
連
帯
は
存

在
し
な
か
っ
た
。

　
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
に
お
い
て
は
、
政
治
的
プ
ラ
ン
は
不
明
で
あ
る
。
ス
パ
ル
タ
ク
ス
自
身
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
の
影
響
は
み
ら
れ

ず
、
理
念
的
な
と
こ
ろ
も
み
ら
れ
な
い
。
彼
は
反
乱
の
当
初
か
ら
指
導
者
と
し
て
現
わ
れ
た
が
、
絶
対
的
な
指
導
者
の
地
位
に
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
至
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
略
奪
と
殺
人
と
を
制
限
し
、
戦
利
品
を
平
等
に
分
配
し
た
。
彼
の
軍
隊
に
お
い
て
は
言
わ
ば
「
戦
時
共
産

主
義
」
な
る
も
の
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
新
し
い
社
会
秩
序
を
打
立
て
る
計
画
は
彼
に
お
い
て
み
い
だ
さ
れ
な
い
。
彼
の
目

標
は
奴
隷
大
衆
の
故
郷
帰
還
で
あ
り
、
口
ｊ
マ
と
の
闘
争
で
あ
り
、
ジ
キ
リ
ア
と
の
連
帯
で
あ
っ
た
。
即
ち
彼
に
あ
っ
て
は
イ
タ
リ

ア
は
戦
争
の
舞
台
で
は
あ
っ
て
も
、
変
革
に
価
す
る
土
地
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
部
府
の
府
民
側
は
奴
隷
の
運
動
に
参
加
す
る
こ



と
は
な
く
敵
対
的
で
す
ら
あ
っ
た
。

　
第
一
次
シ
キ
リ
ア
反
乱
か
ら
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
ま
で
の
各
々
の
反
乱
の
指
導
者
に
よ
っ
て
打
立
て
ら
れ
た
国
家
は
、
以
上
見
た

如
く
そ
の
中
に
新
し
い
社
会
秩
序
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
く
、
制
度
的
に
は
現
存
す
る
体
制
の
模
倣
で
あ
っ
た
。
即
ち
こ
の
国
家
に

お
い
て
は
奴
隷
と
土
人
の
地
位
の
逆
転
が
行
な
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
自
己
の
利
益
を
追
求
す
る
プ
ロ
レ
ク
リ
ア
ー
ト

は
こ
の
国
家
と
は
距
離
を
保
ち
、
奴
隷
と
連
帯
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
奴
隷
反
乱
に
よ
っ
て
成
立
し
た
国
家
は
そ
の
存

在
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
現
存
の
諸
勢
力
と
敵
対
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
側
面
を
フ
ォ
ー
ク
ト
は
Ⅳ
戦
争
行
動
と

盗
賊
行
為
で
取
扱
っ
て
い
る
。

　
Ⅳ
で
は
奴
隷
反
乱
の
戦
争
行
動
と
し
て
の
側
面
と
燧
賊
行
為
と
し
て
の
側
面
が
述
べ
ら
れ
、
両
側
面
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
る
。

戦
争
行
動
と
し
て
の
奴
隷
反
乱
に
お
い
て
、
軍
指
揮
権
は
、
王
と
将
軍
を
兼
ね
て
い
た
ア
リ
ス
ト
ニ
コ
ス
で
は
明
確
に
彼
に
担
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
、
自
己
と
並
ん
で
他
に
二
人
の
指
導
者
を
も
っ
た
ス
パ
ル
タ
ク
ス
で
は
、
中
心
的
に
は
彼
に
担
わ
れ
た
が
絶
対
的
で
は
な
く
、
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

シ
キ
リ
ア
反
乱
で
は
、
周
知
の
如
く
王
と
将
軍
が
明
確
に
区
別
さ
れ
た
故
に
、
将
軍
で
あ
る
ク
レ
オ
ン
（
Ｚ
７
ｃ
コ
）
と
ア
テ
ニ
オ
ン
の
二

人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
。
戦
争
行
動
の
物
質
的
基
礎
で
あ
る
食
料
や
衣
服
は
敵
か
ら
の
略
奪
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
が
、
一
方
武
器
の
供
給

は
困
難
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
敵
か
ら
の
略
奪
品
が
使
用
さ
れ
た
。
た
だ
第
一
次
シ
キ
リ
ア
反
乱
（
エ
ウ
ヌ
ス
）
と
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反

乱
で
は
武
器
の
製
造
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
諸
反
乱
の
う
ち
、
ア
リ
ス
ト
ニ
コ
ス
と
ス
パ
ル
タ
ク
ス
の
み
が
充
分
に
武
装
さ
れ
た
軍

隊
を
指
揮
し
た
。
各
反
乱
の
指
導
者
の
戦
術
に
関
し
て
、
エ
ウ
ヌ
ス
と
サ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
ロ
ー
マ
軍
に
対
し
て
パ
ル
チ
ザ
ン
闘
争
を

行
な
い
、
都
市
へ
の
攻
撃
で
は
奇
襲
戦
術
を
と
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
ニ
コ
ス
は
多
様
な
兵
力
の
役
人
に
よ
る
変
幻
自
在
の
戦
術
を
行
な

　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九



奴
隷
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
側
面
ド
　
ｊ
Ｊ
・
フ
ォ
ー
ク
ト
の
奴
隷
反
乱
研
究
を
中
心
と
し
て
１

二
Ｉ
○

っ
た
。
ス
パ
ル
タ
ク
ス
の
戦
術
は
イ
タ
リ
ア
脱
出
と
い
う
き
わ
め
て
大
規
模
な
目
的
に
洽
っ
て
臨
機
応
変
に
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
際

ス
パ
ル
ク
ク
ス
は
パ
ル
チ
ザ
ン
闘
争
に
軍
事
的
才
能
を
示
し
た
。
奴
隷
反
乱
を
戦
争
行
動
と
し
て
の
観
点
か
ら
み
た
と
き
、
昧
方
の

計
画
的
獲
得
、
奴
隷
へ
の
扇
動
、
敵
の
軍
隊
の
解
体
と
い
っ
た
点
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
梁
た
す
役
割
は
犬
き
か
っ
た
。
こ
の
点
て
特

に
サ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
都
市
を
包
囲
し
た
時
、
中
に
い
る
奴
隷
に
対
し
て
解
放
を
約
束
し
た
。
こ
れ
に
対
抗
し
て
支
配
対
他
も
ま
た
奴
隷

に
自
由
を
約
乗
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

て
切
り
く
ず
し
を
は
か
っ

た効

た訟

一
般
に
支
配
者
側
は
奴
隷
反
乱
に
対
し
て
は
内
部
の
密
告
と
裏
切
り
と
い
う
手
段
を
と
っ

が
、
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
に
お
い
て
は
そ
れ
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
戦
争
行
動
と
し
て
の

奴
隷
反
乱
は
、
そ
れ
が
自
由
を
求
め
る
か
ぎ
り
絶
望
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
そ
れ
故
殲
滅
戦
の
様
相
を
浴
び
ざ
る
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聯

え
な
か
っ
た
。
ス
パ
ル
タ
ク
ス
を
代
表
と
す
る
反
乱
指
導
者
の
ほ
と
ん
ど
が
戦
死
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
み
て
も
こ
の
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

　
戦
争
行
動
と
し
て
の
奴
隷
反
乱
も
、
そ
の
指
導
者
が
か
っ
て
盗
賊
で
あ
っ
た
場
合
、
盗
賊
行
為
と
し
て
の
側
面
を
も
つ
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誹

る
。
と
り
わ
け
ク
レ
オ
ン
、
ス
パ
ル
タ
ク
ス
の
場
合
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
反
乱
に
は
盗
賊
の
思
考
様
式
、
生
活
様
式
が
反
映

さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
危
険
と
利
益
は
仲
間
と
平
等
に
分
け
持
つ
こ
と
、
指
導
者
に
は
絶
対
的
に
服
従
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
盗
賊
行
為
と
し
て
の
奴
隷
反
乱
の
中
で
、
権
力
者
に
敵
対
し
つ
つ
、
疋
義
を
求
め
た
。
こ
れ
は
「
奴
隷
制
の
上
に
築
か
れ
た

社
会
に
お
け
る
人
間
の
平
等
に
対
す
る
本
源
的
な
欲
求
の
発
露
」
（
７
・
　
台
）
で
あ
っ
た
。

　
以
上
奴
隷
反
乱
の
経
過
と
い
う
観
点
か
ら
、
Ｉ
、
ａ
、
Ⅳ
を
み
て
き
た
。
支
配
者
の
側
の
動
揺
に
よ
り
い
わ
ば
自
然
発
生
的
に
勃

発
し
た
奴
隷
反
乱
は
、
大
衆
運
動
の
形
を
と
っ
て
進
展
し
た
が
、
反
乱
指
導
者
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
行
動
へ
と
移
行
し



た
。
し
か
し
そ
の
困
家
は
既
存
の
体
制
の
摸
倣
に
す
ぎ
ず
、
新
た
な
京
理
は
見
出
し
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
反
乱
か
国
家
行
動
を
と

る
か
ぎ
り
、
現
存
諸
勢
力
と
の
戦
争
は
免
れ
え
な
か
っ
た
。
そ
の
際
指
百
行
の
影
響
も
あ
っ
て
反
乱
は
盗
賊
行
為
と
し
て
の
側
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌

も
持
ち
え
た
。
こ
の
フ
ォ
ー
ク
ト
の
指
摘
は
、
先
に
わ
れ
わ
れ
が
み
た
ミ
シ
ュ
ー
リ
ン
・
ウ
ト
チ
ェ
ン
コ
説
と
は
き
わ
め
て
鋭
く
対

立
し
、
そ
の
点
で
は
新
し
い
奴
隷
反
乱
理
解
と
受
け
と
め
ら
か
が
ち
・
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
指
摘
に
限
っ
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
フ

ォ
ー
ク
ト
が
初
め
て
提
起
し
た
も
の
で
は
な
く
、
西
欧
古
代
史
家
に
お
い
て
は
い
ね
ば
広
く
ｍ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ

故
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ォ
ー
ク
ト
論
文
の
Ｉ
、
Ｈ
、
ｙ
で
展
開
さ
れ
た
見
解
に
対
し
て
は
収
隷
反
乱
研
究
史
上
の
新
た
な
地
平
を
目
九
出

し
え
な
い
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
フ
ォ
ー
ク
ト
論
文
の
眼
目
で
あ
る
、
奴
隷
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
側
面
の
研
究
を
考

察
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
に
こ
そ
フ
ォ
ー
ク
ト
が
研
究
史
上
一
時
期
を
雨
し
た
所
以
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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①
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