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【
論
文
】

イ
プ
セ
ン
作
『
人
民
の
敵
』（E

n folkefiende

）

―
異
文
化
社
会
学
的
視
点
（inter- socio- cultural  perspective

）
毛　

利　

三　

彌

（
一
）

『
人
民
の
敵
』（
一
八
八
二
）
は
、『
人
形
の
家
』（
一
八
七
九
）
以

降
の
イ
プ
セ
ン
現
代
劇
の
中
で
、
も
っ
と
も
評
価
が
低
く
、
上
演
さ

れ
る
こ
と
も
も
っ
と
も
少
な
い
作
品
と
さ
れ
て
き
た（（
（

。
評
価
の
低
さ

は
発
表
当
時
か
ら
の
こ
と
で
、
の
ち
に
最
初
の
イ
プ
セ
ン
評
伝
を
出

す
批
評
家
ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
、
出
版
時
の
書
評
に
、
イ

プ
セ
ン
現
代
劇
の
中
で
「
も
っ
と
も
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
で
、
も
っ
と
も

技
巧
的
だ
が
、
芸
術
的
に
は
も
っ
と
も
価
値
の
低
い
作
品
だ
」
と
書

い
た（（
（

。

ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
一
地
方
町
を
舞
台
に
し
て
、
町
の
経
済
的
支
え
と

も
い
え
る
温
泉
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
公
に
し
よ
う
と

す
る
診
療
所
の
医
師
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
に
対
し
、
彼
の
兄
で
あ
る
町
長

が
そ
れ
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
て
新
聞
記
者
や
町
民
を
た
き
つ
け
、
つ

い
に
は
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
を
人
民
の
敵
に
仕
立
て
上
げ
て
石
を
投
げ
つ

け
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
劇
の
あ
ら
す
じ
だ
が
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
は

町
民
集
会
で
、
自
ら
の
信
念
を
貫
き
、
烈
々
た
る
演
説
を
す
る
。
そ

の
な
か
で
、
今
日
で
言
う
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
批
判
あ
る
い
は
民
主
制
の

衆
愚
政
冶
に
陥
る
こ
と
を
あ
か
ら
さ
ま
に
非
難
し
、
少
数
派
は
常
に

正
し
い
と
叫
ん
で
町
民
た
ち
の
反
発
を
呼
ぶ
わ
け
で
あ
る
。
彼
は
、

下
落
し
た
温
泉
株
の
株
価
操
作
に
よ
る
高
収
入
の
誘
惑
も
退
け
、
劇
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の
最
後
に
は
、
四
面
楚
歌
の
中
で
、「
ひ
と
り
立
つ
も
の
が
も
っ
と

も
強
い
」
と
大
見
得
を
切
る
。
信
念
を
貫
く
彼
の
姿
は
、
真
実
が
抑

圧
さ
れ
る
社
会
で
は
ど
こ
で
も
、
観
客
か
ら
大
い
な
る
拍
手
を
も
っ

て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
知
ら
れ
た
例
は
、
一
九
〇
一

年
に
ロ
シ
ア
の
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
、
い
わ
ゆ
る
カ
ザ
フ

ス
タ
ン
広
場
の
暴
動
の
あ
と
に
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
が
こ
の
劇
を
上
演

し
た
と
き
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
の
様
子
を
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
を
演
じ

た
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
が
彼
の
『
芸
術
に
お
け
る
わ
が
生
涯
』
で

書
い
て
い
る
。
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
が
演
説
の
あ
と
町
民
に
襲
わ
れ
て
服

を
破
ら
れ
た
と
い
っ
て
、「
自
由
と
真
実
の
戦
い
に
出
か
け
る
と
き

は
、
一
張
羅
の
服
を
き
て
い
く
も
の
で
は
な
い
な
」
と
妻
に
言
う

と
、
観
客
は
舞
台
に
殺
到
し
て
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
手
を
差
し

伸
べ
た
と
い
う
の
で
あ
る（（
（

。
実
の
と
こ
ろ
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
は
、
い

さ
さ
か
独
善
的
で
周
り
を
見
よ
う
と
し
な
い
滑
稽
さ
の
付
与
さ
れ
た

人
物
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、

極
端
な
赤
狩
り
を
や
っ
た
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
委
員
会
へ
の
批
判
を
込
め

て
、
ア
ー
サ
ー
・
ミ
ラ
ー
は
こ
の
劇
の
台
本
を
作
り
、
ス
ト
ッ
ク
マ

ン
の
喜
劇
性
や
、
演
説
で
口
に
す
る
人
種
差
別
と
と
ら
れ
か
ね
な
い

言
葉
な
ど
を
削
っ
て
、
殉
教
者
的
な
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
像
を
作
り
上
げ

た
（
（
（

。
こ
の
ミ
ラ
ー
版
『
人
民
の
敵
』
が
、
そ
の
後
、
多
く
の
国
で
イ

プ
セ
ン
作
品
と
し
て
流
布
し
、
日
本
で
も
、
戦
後
の
一
九
五
三
年
に

民
芸
が
上
演
し
た
と
き
は
こ
の
ミ
ラ
ー
版
に
よ
っ
て
い
た
。
こ
の
と

き
も
、
占
領
軍
に
よ
る
レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
に
対
す
る
抗
議
の
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
日
本
語
題
名
は
「
民
衆
の
敵
」
で
あ
っ

た
。
現
在
で
も
、
市
民
の
自
由
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
国
で
は
、
こ
の

劇
は
大
い
に
社
会
的
意
味
を
発
揮
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る（（
（

。
だ
が
イ

プ
セ
ン
を
見
る
目
が
社
会
思
想
家
か
ら
劇
詩
人
へ
と
移
る
に
つ
れ

て
、
こ
の
単
純
明
快
な
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
像
の
魅
力
は
減
じ
て
く
る
。

お
そ
ら
く
そ
れ
ゆ
え
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
主
な
新
劇
団
の
イ
プ

セ
ン
劇
上
演
と
し
て
は
、『
人
民
の
敵
』
は
戦
前
に
二
回
、
戦
後
に

二
回
上
演
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
七
〇
年
代
の
世
界
的
な
社
会
混
乱
の
中
で
、
再

び
イ
プ
セ
ン
を
社
会
思
想
劇
作
家
と
し
て
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
動

き
が
出
て
く
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
・
マ
ッ
キ
ー
ン
は
私
財
を
投
じ
て
ミ

ラ
ー
台
本
に
よ
る
映
画
『
民
衆
の
敵
』（
一
九
七
八
）
を
作
っ
た
。

し
か
し
、
す
で
に
一
般
に
は
殉
教
者
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
で
は
も
は
や
古

い
感
じ
を
拭
え
ず
、
む
し
ろ
こ
の
劇
の
面
白
さ
は
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン

が
必
ず
し
も
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
彼
の
「
独
り
立
つ
も
の
が
も
っ
と
も
強
い
」
と

い
う
言
葉
の
独
善
性
は
、
個
人
の
正
義
と
大
衆
の
利
益
の
対
立
を
解
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決
す
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
は
最
後
の
言
葉
を
家
族
に
囲
ま
れ
て
言

う
の
で
あ
っ
て
、
独
り
で
は
な
い
こ
と
に
甘
え
て
い
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
だ
が
最
近
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
「
少

数
派
は
常
に
正
し
い
」
と
い
う
主
張
が
民
主
主
義
に
背
反
す
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
、
は
っ
き
り
と
批
判
対
象
と
し
て
見
ら
れ
て
く

る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
民
主
主
義
と
個
人
主
義
の
対
立
は
劇
の
発
表

当
時
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
、
劇
の
主
張
と
も
み
ら
れ
る

〈
多
数
派
の
専
制
〉
は
、
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
い
わ
ば

知
識
人
の
流
行
思
想
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
個

人
主
義
を
賛
美
す
る
こ
と
も
、
逆
に
そ
の
極
端
さ
が
民
主
主
義
否
定

に
な
る
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
こ
と
も
、
ま
た
彼
の
独
善
性
を

宗
教
的
、
倫
理
的
観
点
か
ら
批
判
す
る
こ
と
も
、
こ
の
劇
の
発
表
当

時
に
す
で
に
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
劇
の
当
時
の
新
聞
評

は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
好
意
的
だ
っ
た
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
批
判

的
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
賛
否
中
立
的
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
と
い

う
（
（
（

。
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
主
張
に
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
コ
リ
オ

レ
ー
ナ
ス
』、
シ
ラ
ー
の
『
デ
ミ
ト
リ
ウ
ス
』、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ト

ク
ヴ
ィ
ル
、
ミ
ル
な
ど
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
も
い
る（（
（

。
十
九
世
紀

当
時
は
、
民
主
主
義
確
立
期
の
問
題
意
識
と
し
て
出
て
き
た
も
の
だ

が
、
近
年
は
ま
さ
に
民
主
主
義
の
終
末
期
と
し
て
そ
の
限
界
が
大
い

に
問
題
視
さ
れ
て
き
て
い
る
か
ら
、
近
年
の
欧
米
各
国
で
の
『
人
民

の
敵
』
上
演
の
頻
度
の
多
さ
は
、
明
ら
か
に
こ
の
風
潮
と
つ
な
が
り

が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う（（
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
は
た
し
か
に
喜
劇
的
な
人
物
に

さ
れ
て
は
い
る
が
、
多
数
を
形
成
す
る
「
愚
か
な
」
大
衆
よ
り
も
、

彼
ら
を
扇
動
す
る
リ
ベ
ラ
ル
派
知
識
人
こ
そ
が
最
大
の
元
凶
だ
と
批

判
し
て
、
少
数
の
真
の
知
識
人
こ
そ
が
正
し
い
と
叫
ぶ
、
そ
の
個
人

主
義
を
、
イ
プ
セ
ン
が
肯
定
的
に
考
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
イ
プ
セ
ン
は
、
こ
の
劇
の
執
筆
の
十
年
以
上
も
前
か
ら
、
友
人

宛
の
手
紙
で
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
考
え
と
ま
っ
た
く
同
じ
考
え
を
し
ば

し
ば
披
瀝
し
て
い
た
。
盟
友
の
批
評
家
ゲ
オ
ア
・
ブ
ラ
ン
デ
ス
に
あ

て
た
手
紙
に
は
、「
ビ
ョ
ル
ン
ソ
ン
は
、
多
数
派
は
常
に
正
し
い
と

い
う
が
、
わ
た
し
は
少
数
派
は
常
に
正
し
い
と
い
い
た
い
」
と
書
い

て
い
る（（
（

。
こ
の
思
い
が
『
人
民
の
敵
』
執
筆
の
動
機
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
前
に
『
人
形
の
家
』
が
引
き
起
こ
し

た
世
間
の
議
論
に
こ
た
え
る
形
で
、
先
に
『
ゆ
う
れ
い
』（
一
八
八

一
）
が
書
か
れ
、
こ
の
『
ゆ
う
れ
い
』
が
保
守
の
み
な
ら
ず
リ
ベ
ラ

ル
を
自
称
す
る
批
評
家
か
ら
も
酷
評
さ
れ
た
こ
と
で
イ
プ
セ
ン
の
多

数
派
批
判
の
気
持
ち
が
い
っ
そ
う
高
ま
り
、『
人
民
の
敵
』
を
一
年

以
内
で
書
き
上
げ
た
と
い
う
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
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か
、
発
表
当
時
も
今
日
も
、
批
評
家
た
ち
は
こ
の
劇
を
論
じ
る
と
き

ほ
と
ん
ど
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
一
人
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
れ
も
彼
の
町
民

集
会
で
の
演
説
内
容
を
問
題
に
す
る
ば
か
り
で
、
こ
の
劇
の
は
じ
ま

り
で
あ
る
温
泉
汚
染
の
問
題
は
軽
視
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
自
身
が
演
説
で
温
泉
汚
染
の
問
題
に
触
れ
ず

（
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
司
会
者
か
ら
触
れ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
か
ら

だ
が
）、
話
を
少
数
派
と
多
数
派
の
問
題
に
す
り
替
え
て
し
ま
う
か

ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
と
、
こ
の
汚
染
さ
れ
て
い
る
温
泉
は

ど
う
な
る
の
か
、
ま
っ
た
く
不
明
の
ま
ま
劇
は
終
わ
る
。
こ
の
ま
ま

の
状
況
で
あ
る
な
ら
、
温
泉
汚
染
の
噂
は
す
ぐ
に
他
の
町
に
ま
で
広

が
っ
て
客
足
は
激
減
し
、
町
長
の
言
う
と
お
り
、
町
は
経
済
的
に
大

な
る
困
窮
に
陥
る
に
ち
が
い
な
い
。

『
人
民
の
敵
』
に
は
、
実
は
、
不
明
な
こ
と
説
明
が
省
か
れ
て
い

る
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
あ
る（10
（

。
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
も
提
出
さ
れ

る
が
、
い
ず
れ
の
問
題
も
突
き
詰
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
ス
ト
ッ
ク
マ

ン
の
演
説
に
流
れ
込
ん
で
い
き
、
少
数
派
が
常
に
正
し
い
と
い
う
論

述
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
、
先
に
述
べ
た
「
一
人
立
つ
も
の
が
も
っ

と
も
強
い
」
と
い
う
最
後
の
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
言
葉
で
劇
は
閉
じ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
問
題
、
つ
ま
り
環
境
汚
染
、
民

主
制
、
株
価
操
作
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
扇
動
、
公
教
育
、
職
業
差

別
等
々
は
、
い
ず
れ
も
近
代
に
特
有
の
社
会
問
題
で
あ
り
、
十
九
世

紀
半
ば
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ま
さ
に
時
事
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か

し
こ
れ
ら
の
問
題
が
互
い
に
緊
密
な
つ
な
が
り
も
な
く
出
て
く
る
た

め
に
、
筋
の
一
貫
性
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
場
そ
の

場
の
人
物
同
士
の
言
い
合
い
論
争
に
劇
の
主
眼
が
あ
る
よ
う
に
見
え

る
。
人
物
た
ち
が
い
ず
れ
も
図
式
的
で
、
他
の
イ
プ
セ
ン
現
代
劇
の

よ
う
な
心
理
的
な
深
み
が
な
い
こ
と
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
芸
術

的
評
価
の
低
く
な
っ
た
理
由
の
一
つ
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
主
人
公
の

ス
ト
ッ
ク
マ
ン
が
い
さ
さ
か
滑
稽
な
人
物
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
焦

点
を
あ
て
、
こ
の
劇
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
政
治
喜

劇
に
比
す
る
批
評
家
も
い
る（11
（

。
だ
が
『
人
民
の
敵
』
は
今
日
の
わ
れ

わ
れ
に
対
し
て
、
民
主
主
義
の
限
界
の
問
題
と
と
も
に
、
い
や
そ
れ

ら
の
背
景
と
し
て
、
よ
り
重
要
な
観
点
を
差
し
出
し
て
い
る
と
私
に

は
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
こ
の
劇
の
受
容
と
密
接
に
つ

な
が
る
現
代
資
本
主
義
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
劇
に
出
て
く
る
諸
々

の
社
会
問
題
は
、
す
べ
て
そ
こ
に
収
斂
さ
れ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て

現
在
の
日
本
で
こ
の
劇
を
上
演
す
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
ノ
ル

ウ
ェ
ー
と
日
本
で
も
っ
た
、
ま
た
今
日
も
つ
意
味
合
い
を
異
文
化
社

会
学
的
視
点
か
ら
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
以
下
の
論
は
そ
の
た
め

の
試
論
で
あ
る
。
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（
二
）

通
常
の
近
代
日
本
演
劇
史
で
は
、
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
の

自
由
劇
場
に
よ
る
『
ジ
ョ
ン
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ボ
ル
ク
マ
ン
』
が
、

日
本
で
最
初
に
上
演
さ
れ
た
イ
プ
セ
ン
劇
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
翻
訳
上
演
の
最
初
で
あ
り
、
翻
案
劇
と
し
て

は
、
そ
の
七
年
前
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
四
月
に
新
派
の
川

上
音
二
郎
一
座
の
座
付
作
者
で
あ
っ
た
花
房
柳
外
が
イ
プ
セ
ン
原
作

『
社
会
の
敵
』
と
し
て
上
演
し
た
の
が
最
初
で
あ
っ
た
。
当
時
、
川

上
一
座
は
二
度
目
の
欧
州
巡
演
に
出
か
け
て
い
た
が
、
座
付
作
者
の

花
房
柳
外
は
日
本
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
彼
は
早
く
か
ら
、
日
本
の

演
劇
が
欧
米
の
近
代
劇
の
水
準
に
ま
で
高
ま
る
こ
と
を
願
っ
て
活
発

な
評
論
活
動
を
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
と
き
洋
式
演
劇
社
と
い
う
自

ら
の
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
て
、
そ
の
旗
揚
げ
公
演
に
、
こ
の
イ
プ

セ
ン
原
作
『
社
会
の
敵
』
翻
案
劇
を
上
演
し
た
の
で
あ
る（12
（

。

台
本
が
残
っ
て
い
な
い
か
ら
劇
内
容
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
か
な

り
長
い
梗
概
が
『
二
六
新
聞
』
の
同
年
四
月
二
日
と
三
日
付
け
に
二

日
間
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
を
み
る
と
、
筋
は
イ
プ
セ
ン

の
『
人
民
の
敵
』
と
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
異
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
原
作
の
温
泉
汚
染
問
題
を
当
時
世
間
を
騒
が
せ
て

い
た
足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件
に
重
ね
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
、
足

尾
銅
山
主
の
古
河
市
兵
衛
ら
し
き
人
物
は
山
内
利
兵
衛
の
名
で
登
場

し
、
前
年
に
市
兵
衛
の
妻
為
子
が
神
田
川
に
投
身
自
殺
し
た
こ
と
を

う
け
て
、
利
兵
衛
の
妻
が
、
劇
冒
頭
で
、
村
の
一
本
杉
で
首
つ
り
自

殺
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
農
民
が
抗
議
行
進
の
準
備
を
し
て

い
る
の
は
、
前
年
に
足
尾
近
辺
の
農
民
が
東
京
へ
大
押
し
出
し
を
敢

行
し
た
こ
と
に
重
な
る
し
、
山
内
利
兵
衛
に
談
判
に
行
く
農
民
代
表

の
縣
愛
吉
は
、
原
作
の
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
と
足
尾
鉱
毒
事
件
の
田
中
正

造
を
二
重
に
示
唆
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
愛
吉
の
兄
は

郡
長
と
さ
れ
て
お
り
、
愛
吉
一
家
の
生
活
の
面
倒
を
み
て
い
る
ら
し

い
こ
と
も
、
原
作
の
『
人
民
の
敵
』
で
町
長
の
兄
が
ス
ト
ッ
ク
マ
ン

に
温
泉
専
属
医
師
の
職
を
世
話
し
た
こ
と
に
つ
な
が
る
が
、
愛
吉
が

兄
に
向
っ
て
、
金
よ
り
も
思
想
の
方
が
大
事
だ
と
叫
ぶ
の
は
ス
ト
ッ

ク
マ
ン
の
最
後
の
せ
り
ふ
を
思
わ
せ
も
す
る
。
だ
が
梗
概
で
み
る
か

ぎ
り
で
は
、
こ
の
翻
案
に
は
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
演
説
に
あ
た
る
も
の

も
、
そ
こ
で
の
民
主
制
批
判
の
言
動
を
思
わ
せ
る
言
葉
も
ま
っ
た
く

見
当
た
ら
な
い
。
足
尾
鉱
毒
事
件
で
さ
え
も
、
直
接
の
言
及
は
な
い

し
、
六
日
間
の
公
演
の
う
ち
、
は
じ
め
の
三
日
間
の
収
益
を
足
尾
鉱

山
反
対
運
動
に
寄
付
す
る
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
聞
に
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掲
載
さ
れ
た
梗
概
の
解
説
記
事
も
足
尾
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
二
年
前
に
演
劇
取
締
規
則
な

る
庁
令
が
出
さ
れ
、
そ
の
第
三
十
三
条
で
、
時
事
を
風
刺
し
た
り
政

治
に
か
か
わ
る
内
容
を
禁
じ
て
い
た
こ
と
が
理
由
か
も
し
れ
な
い（13
（

。

と
も
あ
れ
、
柳
外
は
こ
の
上
演
で
欧
米
の
近
代
演
劇
を
試
み
た
か
っ

た
よ
う
で
、
イ
プ
セ
ン
原
作
と
し
て
そ
の
意
図
を
世
間
に
ア
ピ
ー
ル

し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
事
実
、『
二
六
新
聞
』

の
四
月
十
四
日
付
け
記
事
は
公
演
二
日
目
で
あ
る
十
三
日
の
上
演
に

は
八
百
名
の
観
客
が
来
て
大
盛
況
で
あ
っ
た
と
報
じ
、
客
の
中
に
依

田
学
海
、
尾
崎
紅
葉
、
上
田
敏
、
千
葉
紅
蓼
、
山
岸
荷
葉
な
ど
が
い

た
こ
と
を
記
し
て
い
る（14
（

。

イ
プ
セ
ン
の
『
人
民
の
敵
』
を
『
社
会
の
敵
』
と
い
う
題
名
で
最

初
に
翻
訳
し
た
の
は
高
安
月
郊
で
あ
る
。『
人
形
の
家
』
の
翻
訳
と

合
わ
せ
て
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
十
月
に
『
イ
プ
セ
ン
作
社

会
劇
』
と
題
し
早
稲
田
文
学
叢
書
第
二
冊
目
と
し
て
東
京
専
門
学
校

（
の
ち
の
早
稲
田
大
学
）
出
版
部
か
ら
出
し
た
。
月
郊
は
こ
れ
ら
二

作
品
の
翻
訳
を
、
八
年
前
の
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に
京
都
と

大
阪
の
雑
誌
に
連
載
し
始
め
た
の
だ
が
、
読
者
の
支
持
を
得
ら
れ
な

か
っ
た
か
ら
か
、
数
回
の
連
載
で
中
断
し
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
は
ま

だ
イ
プ
セ
ン
は
日
本
で
時
期
尚
早
だ
っ
た
と
、
本
と
し
て
出
版
し
た

際
の
序
文
に
書
い
て
い
る
。
だ
が
『
人
民
の
敵
』
は
、
出
版
も
、
翻

訳
よ
り
翻
案
の
形
で
世
に
出
る
の
が
先
で
あ
っ
た
。
月
郊
の
翻
訳
は

一
九
〇
一
年
十
月
の
出
版
だ
が
、
同
じ
年
の
六
月
か
ら
七
月
に
か
け

て
、
こ
の
劇
の
翻
案
が
『
時
事
新
報
』
に
連
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
な
ぜ
か
第
五
幕
半
ば
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
同
年
九
月
に
単
行
本

と
し
て
出
版
さ
れ
た
と
き
は
全
編
の
翻
案
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
も

題
名
は
『
社
会
の
敵
』
で
あ
る
。
翻
案
者
は
時
事
新
報
の
記
者
で

あ
っ
た
森
皚
峰
（
森
晋
太
郎 

も
り
・
し
ん
た
ろ
う
一
八
七
一
―
一

九
二
七
）
だ
が
、
し
た
が
っ
て
、
彼
の
翻
案
の
方
が
月
郊
の
翻
訳
よ

り
少
し
早
く
世
に
出
た
こ
と
に
な
る
。
皚
峰
も
月
郊
も
題
名
を
『
社

会
の
敵
』
と
し
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
底
本
と
し
た
英
訳
の
題
名

がA
n E

nem
y of Society

だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
英
訳
は
、
エ
レ
オ
ノ
ア
・
マ
ル
ク
ス
＝
ア
ヴ
ェ
リ
ン
グ
夫
人

（E
leanor  M

arx

―A
veling

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
娘
）
に
よ
る
も

の
で
、
こ
れ
が
こ
の
劇
の
英
訳
の
最
初
で
あ
っ
た（15
（

。

皚
峰
の
翻
案
で
は
、
話
の
設
定
は
相
州
の
沿
岸
の
町
と
い
う
こ
と

で
、
人
物
も
、
鉱
泉
衛
生
委
員
長
の
医
学
士
須
藤
友
雄
や
兄
の
町
長

須
藤
兵
吾
な
ど
日
本
名
に
な
っ
て
お
り
、
一
種
の
読
本
体
で
あ
る
。

し
か
し
大
部
分
は
セ
リ
フ
で
、
そ
れ
は
か
な
り
原
作
に
忠
実
な
翻
訳

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
幕
切
れ
セ
リ
フ
は
、



109

「
世
界
中
で
一
番
強
い
も
の
は
、
一
番
仲
間
の
少
い
人
間
だ
」
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
四
幕
で
友
雄
（
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
）
が
町
民

た
ち
か
ら
宣
告
さ
れ
る
呼
び
名
は
、
題
名
と
違
っ
て
「
人
民
の
敵
」

で
あ
る
。

序
に
述
べ
れ
ば
、
次
に
こ
の
劇
が
翻
訳
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
一

一
（
明
治
四
四
）
年
八
月
、
題
名
は
『
人
民
の
敵
』
で
、
政
教
社
か

ら
出
た
。
訳
者
は
元
海
軍
大
佐
の
太
田
三
次
郎
で
あ
る
。
彼
は
ド
イ

ツ
に
勤
務
し
て
い
た
と
き
こ
の
劇
を
見
て
深
く
感
動
し
た
と
序
文
に

書
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
自
身
が
類
似
し
た
状
況
を
海
軍
内
で
経

験
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
語
訳
（W

ilhelm
  Lang

訳

E
in  Folkefeinde

）
か
ら
訳
し
た
か
ら
、
題
名
を
『
人
民
の
敵
』
と

し
た
の
だ
ろ
う
。
同
年
十
月
に
は
、
こ
の
太
田
訳
の
『
人
民
の
敵
』

を
ま
た
も
や
日
本
に
設
定
し
た
翻
案
で
、
川
上
音
二
郎
一
座
が
大
阪

に
建
て
た
新
し
い
劇
場
帝
国
座
に
お
い
て
上
演
し
た
。
し
か
し
音
二

郎
は
こ
の
と
き
腹
膜
炎
を
重
く
し
、
病
床
で
翻
案
台
本
を
作
っ
た
も

の
の
彼
自
身
は
舞
台
に
立
て
ず
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
役
は
藤
川
岩
之
助

が
代
役
し
た
。
翌
十
一
月
十
一
日
未
明
に
川
上
音
二
郎
は
他
界
す

る
。
帝
国
座
の
『
人
民
の
敵
』
公
演
は
、
初
日
を
十
月
十
三
日
と
す

る
も
の
（『
近
代
劇
の
あ
け
ぼ
の
』
一
九
八
一
）、
十
六
日
と
す
る
も

の
（
大
阪
毎
日
新
聞
一
九
一
一
年
十
月
十
一
日
付
、
十
二
頁
目
広
告

「
第
三
回
帝
国
座
大
観
劇
会
」）、
十
七
日
と
す
る
も
の
（「
大
阪
毎
日

新
聞
一
九
一
一
年
十
月
十
五
日
と
二
十
日
」）
が
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
音
二
郎
重
体
の
た
め
三
日
間
で
中
断
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
舞
台

の
具
体
的
な
情
報
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
だ
が
『
人
民
の

敵
』
は
川
上
音
二
郎
が
手
掛
け
た
唯
一
の
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
劇
で
あ

り
、
ま
た
社
会
問
題
劇
で
あ
っ
た
。
川
上
が
欧
米
巡
演
中
に
ど
の
よ

う
な
舞
台
を
見
た
か
、
は
っ
き
り
し
た
記
録
は
な
い
が
、
し
か
し
、

ロ
ン
ド
ン
で
は
ピ
ネ
ロ
な
ど
の
イ
プ
セ
ン
亜
流
と
さ
れ
る
問
題
劇
が

評
判
を
呼
ん
で
い
た
し
、
ド
イ
ツ
で
も
ま
だ
い
わ
ゆ
る
社
会
問
題
劇

は
脚
光
を
浴
び
て
い
た
。
川
上
も
近
代
演
劇
と
し
て
の
新
派
の
完
成

を
め
ざ
し
て
い
た
か
ら
、
帰
国
後
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
公
演
を
、
柳

外
同
様
、
正
劇
と
銘
打
っ
て
い
た
。
日
本
に
お
け
る
イ
プ
セ
ン
劇
の

公
演
と
し
て
、
川
上
一
座
の
『
人
民
の
敵
』
は
、
一
九
〇
九
年
十
一

月
の
自
由
劇
場
に
よ
る
『
ジ
ョ
ン
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ボ
ル
ク
マ
ン
』、

一
九
一
一
年
九
月
の
文
芸
協
会
に
よ
る
『
人
形
の
家
』
試
演
に
つ
づ

く
も
の
で
あ
り
（
文
芸
協
会
は
十
一
月
に
帝
国
劇
場
で
『
人
形
の

家
』
を
再
演
）、
こ
れ
は
、
憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、
川
上
音
二
郎

も
ま
た
、
イ
プ
セ
ン
劇
を
新
派
が
近
代
演
劇
に
向
か
っ
て
飛
躍
す
る

た
め
の
手
段
と
考
え
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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（
三
）

『
人
民
の
敵
』
の
全
集
版
解
説
と
注
釈
は
、『
イ
プ
セ
ン
全
集
生
誕

百
年
記
念
版
』（1928
― 53
）で
は
第
九
巻
（H

enrik  Ibsen  Sam
lede 

verker,  N
iende  bind,  G

engangere,  E
n  folkefiende. 1932. 

G
yldendal  norsk  forlag,  O

slo.
）
に
、『
新
イ
プ
セ
ン
全
集
』で
は

第
七
巻
（H

en
rik  Ib

sen
s  sk

rifter 7  In
n
led

n
in

g
er  o

g 
kom

m
entarer,  U

tgitt  av  U
niversitetet  i  O

slo,  O
slo: 

A
schehoug, 2008

）
に
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
解
説
で
も
、
こ
の
劇

で
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
温
泉
の
汚
染
問
題
が
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
起

こ
っ
て
い
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
出
来
事
が
当
時

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
で
起
き
た
例
を
イ
プ
セ
ン
が
知
っ
て
い
た
か
ど

う
か
も
不
明
で
あ
る
。
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
現
実
の
人
物
と
し
て
は
、
生
誕
百
年
記
念
版
の
解
説
者
ハ
ル
ヴ

ダ
ン
・
コ
ー
ト
は
三
人
の
名
前
を
上
げ
て
い
る（16
（

。
一
人
は
、
イ
プ
セ

ン
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
知
り
合
っ
た
若
い
ド
イ
ツ
人
作
家
ア
ル
フ
レ
ッ

ド
・
マ
イ
ス
ナ
ー
（A

lfred  M
eissner

）
か
ら
聞
い
た
話
で
、
一

八
三
〇
年
代
に
温
泉
地
テ
プ
リ
ッ
ツ
（Teplitz

）
の
医
師
を
し
て
い

た
彼
の
父
親
で
あ
る
。
父
親
は
町
が
コ
レ
ラ
に
伝
染
さ
れ
て
い
る
こ

と
公
に
し
た
た
め
に
、
温
泉
客
が
激
減
し
、
市
民
た
ち
は
彼
の
せ
い

だ
と
し
て
家
に
石
を
投
げ
込
み
、
彼
は
町
を
離
れ
な
く
て
は
な
ら
な

く
な
っ
た
と
い
う
。
よ
り
近
い
例
と
し
て
コ
ー
ト
が
あ
げ
る
の
は
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
薬
剤
師
ハ
ラ
ル
・
タ
ヴ
ロ
ウ
（H

arald  Thaulow

）
で

あ
る
。
彼
は
首
都
で
大
い
に
繁
盛
し
て
い
た
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
、
ク
リ
ス

チ
ア
ニ
ア
・
ダ
ン
プ
ヒ
ョ
ッ
ケ
ン
（C

hristiania  D
am

pkjøkken

）

と
長
年
争
っ
て
い
て
、
一
八
八
〇
年
に
会
社
首
脳
部
批
判
の
冊
子
を

出
版
、
一
八
八
一
年
二
月
に
集
会
で
そ
の
追
求
を
し
た
と
こ
ろ
、
会

衆
の
反
撃
を
う
け
発
言
を
拒
否
さ
れ
た
。
そ
の
二
週
間
後
に
彼
は
突

然
死
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
イ
プ
セ
ン
が
『
人
民
の
敵
』
の

前
作
『
ゆ
う
れ
い
』
を
執
筆
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
、『
ゆ
う
れ

い
』
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
四
面
楚
歌
の
非
難
を
浴

び
た
が
、
こ
の
と
き
に
イ
プ
セ
ン
を
擁
護
し
た
数
少
な
い
一
人
が
僚

友
ビ
ョ
ル
ン
ソ
ン
（B

jørnstiarne  B
jørnson

）
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
コ
ー
ト
は
ビ
ョ
ル
ン
ソ
ン
を
三
人
目
の
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
モ

デ
ル
と
し
て
推
測
す
る
。
た
し
か
に
、
ビ
ョ
ル
ン
ソ
ン
は
常
に
自
己

信
念
を
貫
く
男
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

だ
が
こ
う
い
う
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
像
の
モ
デ
ル
た
ち
は
い
ず
れ
も
ゆ

る
ぎ
な
い
自
己
信
頼
の
持
主
で
は
あ
る
が
、
彼
ら
が
環
境
汚
染
の
問

題
に
か
か
わ
っ
て
何
か
行
動
を
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
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な
い
。
当
時
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
、
次
第
に
都
市
生
活
が
近
代
化
す

る
中
で
、
湖
川
や
海
の
汚
染
が
始
ま
っ
て
い
た
と
今
日
の
研
究
者
は

言
う（17
（

。
し
か
し
環
境
汚
染
問
題
は
、
多
く
の
人
の
注
目
す
る
と
こ
ろ

に
は
い
ま
だ
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
よ
り
十

六
年
前
の
一
八
六
六
年
に
出
版
さ
れ
、
若
も
の
た
ち
か
ら
一
躍
、
北

欧
随
一
の
詩
人
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
イ
プ
セ
ン
の
劇
詩
『
ブ
ラ

ン
』
に
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
か
ら
吹
き
付
け
る
風
が
彼
の
地
の
大

気
汚
染
の
原
因
で
あ
る
ス
モ
ッ
グ
を
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
も
た
ら
し
て
い

る
と
い
う
一
節
が
含
ま
れ
て
い
る（18
（

。
と
こ
ろ
が
、
新
し
く
建
設
さ
れ

て
き
た
鉱
山
工
場
に
よ
る
環
境
汚
染
の
問
題
は
次
第
に
当
局
の
規
制

を
受
け
る
よ
う
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
紀
末
に
か
け
て
、
工

場
側
か
ら
の
経
済
的
政
治
的
圧
力
に
よ
り
逆
に
規
制
は
弱
ま
っ
て

い
っ
た
。
そ
れ
で
汚
染
問
題
は
そ
の
後
百
年
近
く
も
つ
づ
く
こ
と
に

な
る
と
研
究
者
は
告
げ
て
い
る（19
（

。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
日
本
で
初
め

て
イ
プ
セ
ン
原
作
と
し
て
上
演
さ
れ
た
『
社
会
の
敵
』
が
当
時
の
足

尾
鉱
毒
事
件
を
踏
ま
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
う
が
っ
た
見

方
を
す
れ
ば
、
イ
プ
セ
ン
の
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
問
題
意
識
を
掬
い

と
っ
て
い
た
の
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
イ
プ

セ
ン
研
究
者
ビ
ョ
ル
ン
・
ヘ
ン
マ
ア
に
よ
れ
ば
、『
人
民
の
敵
』
は

世
界
文
学
の
中
で
環
境
汚
染
問
題
を
扱
っ
た
最
初
の
戯
曲
作
品
と
さ

れ
て
い
る
と
い
う（20
（

。

イ
プ
セ
ン
が
『
人
民
の
敵
』
を
発
表
し
た
の
は
一
八
八
二
年
で
、

明
治
維
新
か
ら
十
四
年
た
っ
て
い
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
新
し
い
明

治
政
府
は
、
ア
ジ
ア
侵
出
を
強
引
に
推
し
進
め
る
欧
米
列
強
国
に
対

抗
す
る
た
め
に
な
に
よ
り
も
「
富
国
強
兵
」
を
第
一
に
掲
げ
て
き

た
。
欧
米
に
太
刀
打
ち
で
き
る
「
文
明
開
化
」
を
進
め
る
に
は
産
業

を
興
す
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
力
を
つ
け
て
軍

事
力
を
高
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
外
貨
獲
得
が
必

須
条
件
で
あ
っ
た
。
幕
末
の
開
国
以
来
、
欧
米
人
は
経
済
的
に
日
本

を
食
い
も
の
に
し
て
い
た
が
、
外
貨
稼
ぎ
に
大
い
に
役
立
っ
た
の
が

江
戸
時
代
か
ら
産
出
が
つ
づ
い
て
い
た
金
銀
銅
の
輸
出
で
あ
る
。
政

府
は
旧
幕
政
府
か
ら
引
き
継
い
だ
鉱
山
を
、
順
次
民
間
に
払
い
下
げ

て
鉱
山
業
の
発
展
に
尽
く
さ
せ
た
。
元
禄
期
に
発
見
さ
れ
て
以
来
、

連
綿
と
銅
の
発
掘
を
つ
づ
け
て
き
た
足
尾
銅
山
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ

た
（
21
（

。
こ
の
銅
山
は
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
に
企
業
家
古
河
市
兵

衛
が
買
収
し
（
契
約
は
前
年
）
経
営
す
る
よ
う
に
な
る
。（
当
初
、

志
賀
直
道
〔
志
賀
直
哉
の
祖
父
〕
と
共
同
経
営
で
、
す
ぐ
に
渋
沢
栄

一
も
加
わ
っ
た
が
、
一
八
八
六
年
に
志
賀
が
、
八
八
年
に
渋
沢
が
共

同
経
営
か
ら
脱
退
し
て
、
古
河
一
人
の
経
営
と
な
る
。）
こ
の
山
は

す
で
に
掘
り
尽
さ
れ
て
い
る
と
い
う
一
般
の
見
方
に
逆
ら
っ
て
、
古
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河
は
新
し
い
鉱
脈
の
存
在
を
直
感
し
て
い
た
と
い
う
。
買
収
後
の
数

年
は
だ
め
で
あ
っ
た
が
、
一
八
八
一
年
末
か
ら
八
二
年
に
か
け
て
足

尾
銅
山
の
新
鉱
脈
が
発
見
さ
れ
、
八
四
年
に
は
大
鉱
脈
に
行
き
当
た

る
。
そ
の
後
も
い
く
つ
か
の
鉱
脈
が
見
つ
か
り
、
足
尾
銅
山
は
一
途

繁
栄
に
向
か
っ
た
。
そ
の
銅
産
出
高
は
日
本
の
全
銅
産
出
の
半
数
近

く
を
占
め
る
ほ
ど
に
な
る
。
産
出
さ
れ
た
銅
は
、
は
じ
め
は
ほ
と
ん

ど
が
輸
出
さ
れ
て
い
た
が
、
日
清
、
日
露
の
戦
争
あ
た
り
か
ら
自
国

の
た
め
に
必
要
視
さ
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
日
本
の
富
国
政
策
は
足
尾

銅
山
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
銅
山
の
ふ
も
と
の
渡
良

瀬
川
の
ほ
と
り
の
狭
い
平
地
に
開
け
た
足
尾
町
は
銅
山
と
と
も
に
栄

え
、
ほ
ん
の
数
百
人
の
村
落
だ
っ
た
も
の
が
数
千
人
の
町
に
発
展
し

た
。
し
か
し
そ
の
発
展
と
と
も
に
、
渡
良
瀬
川
下
流
周
辺
で
は
川
の

魚
が
減
っ
た
だ
け
で
な
く
、
近
く
の
山
林
が
足
尾
鉱
業
所
が
出
す
亜

硫
酸
ガ
ス
の
せ
い
で
枯
れ
、
洪
水
が
頻
繁
に
起
こ
っ
て
、
そ
の
た
び

に
近
隣
の
田
畑
の
穀
物
収
穫
が
激
減
し
て
い
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
村

民
が
、
そ
の
原
因
が
銅
山
の
採
掘
と
精
錬
に
あ
る
ら
し
い
こ
と
に
気

づ
い
て
く
る
の
は
一
八
八
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

『
郵
便
報
知
新
聞
』
が
初
め
て
川
魚
の
壊
滅
を
報
じ
た
の
は
一
八
九

〇
（
明
治
二
三
）
年
一
月
、
栃
木
県
選
出
の
代
議
士
田
中
正
造
の
鉱

毒
調
査
や
、
村
議
会
の
知
事
へ
の
建
議
な
ど
が
出
て
来
る
の
も
こ
の

年
で
あ
る
。
急
激
に
被
害
認
識
の
度
合
い
は
高
ま
り
、
田
中
正
造
は

一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
の
第
二
回
帝
国
議
会
で
、
経
済
産
業
大

臣
あ
て
に
足
尾
銅
山
の
営
業
停
止
を
求
め
る
質
問
書
を
提
出
す
る
。

そ
の
後
の
田
中
正
造
は
足
尾
鉱
毒
事
件
の
闘
い
に
生
涯
を
か
け
る

が
、
そ
の
長
い
闘
争
の
中
で
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
な
し
た
の
が
、
一
九

〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
二
月
の
渡
良
瀬
川
沿
岸
の
村
落
か
ら
集
ま
っ

た
数
千
人
（
二
千
五
百
か
ら
一
万
二
千
人
ま
で
数
説
あ
る
）
に
及
ぶ

農
民
の
東
京
に
向
か
っ
た
大
挙
押
し
出
し
（
政
府
へ
の
請
願
の
た
め

の
行
進
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
押
し
出
し
は
四
回
目
で
あ
っ
た
が
、
利

根
川
を
渡
っ
た
川
俣
地
区
で
警
官
隊
に
阻
止
さ
れ
、
五
十
一
人
が
首

謀
者
あ
る
い
は
警
官
へ
の
抵
抗
を
廉
に
逮
捕
起
訴
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ

る
川
俣
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
広
く
世
間
の
注
目
す
る
と
こ
ろ

と
な
り
、
足
尾
鉱
毒
問
題
に
多
く
の
知
識
人
、
学
生
な
ど
が
関
心
を

寄
せ
て
農
民
闘
争
を
支
援
す
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
足
尾
銅
山
廃
止

運
動
は
こ
れ
と
い
っ
た
成
果
を
生
め
ず
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）

年
十
二
月
、
議
員
の
無
力
さ
を
悟
っ
て
辞
職
し
て
い
た
田
中
正
造
は

つ
い
に
天
皇
直
訴
に
至
る
。
直
訴
文
は
幸
徳
秋
水
が
書
い
た
と
い
わ

れ
る
が
、
政
府
は
処
置
に
困
り
、
田
中
正
造
は
正
気
を
な
く
し
て
い

た
と
し
て
、
本
来
な
ら
ば
重
罪
に
処
せ
ら
れ
る
彼
の
行
為
を
不
問
に

付
し
た
。
だ
が
直
訴
事
件
に
は
た
だ
ち
に
号
外
が
出
さ
れ
、
そ
れ
は
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都
会
だ
け
で
な
く
地
方
の
新
聞
ま
で
も
発
行
し
た
か
ら
、
足
尾
鉱
毒

問
題
は
そ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
知
ら
ず
に
い
た
国
民
た
ち
に
も
注
目
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
柳
外
の
『
社
会
の
敵
』
上
演
は

足
尾
鉱
毒
事
件
の
世
論
が
も
っ
と
も
高
ま
っ
て
い
た
と
き
で
、
す
で

に
触
れ
た
よ
う
に
、
柳
外
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

足
尾
鉱
毒
事
件
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
近
代
工
業
に
よ

る
環
境
汚
染
問
題
の
最
初
に
位
置
す
る
典
型
例
と
い
え
る
が
、
汚
染

問
題
と
そ
れ
に
対
す
る
当
局
の
処
置
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
同
じ
、
と
い

う
よ
り
、
ど
こ
の
国
で
も
、
近
代
国
家
成
立
過
程
に
お
い
て
ほ
と
ん

ど
常
套
的
に
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
資
本
主
義
的
発
展

の
た
め
に
は
つ
ね
に
庶
民
が
抑
圧
さ
れ
被
害
が
黙
殺
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
足
尾
鉱
毒
問
題
で
は
、
政
府
は
、
最
後
に
は
、
谷
中

村
を
遊
水
池
に
し
て
渡
良
瀬
川
氾
濫
の
さ
い
の
水
の
は
け
口
と
す
る

こ
と
を
決
め
、
強
制
的
に
村
を
ま
る
ご
と
移
住
さ
せ
た
。
こ
れ
で
洪

水
に
な
っ
て
も
近
隣
の
田
畑
の
汚
染
は
薄
ま
る
こ
と
に
な
り
、
農
民

の
反
対
運
動
も
衰
退
し
て
い
っ
た
。
田
中
正
造
は
最
後
ま
で
農
民
と

と
も
に
闘
っ
た
が
間
も
な
く
死
ぬ
。
足
尾
銅
山
主
の
古
河
市
兵
衛

は
、
そ
れ
よ
り
早
く
に
（
一
九
〇
三
年
）
世
を
去
っ
て
い
る
が
、
彼

は
鉱
山
の
抗
夫
た
ち
か
ら
は
む
し
ろ
好
感
を
も
た
れ
る
雇
い
主
で

あ
っ
た
ら
し
い
。

『
人
民
の
敵
』
で
は
、
温
泉
の
汚
染
を
公
表
し
よ
う
と
す
る
ス

ト
ッ
ク
マ
ン
と
、
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
兄
の
町
長
と
が
第
二

幕
で
互
い
に
言
い
争
う
。
だ
が
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
主
張
は
温
泉
の
汚

染
の
事
実
を
は
や
く
公
表
し
た
い
と
い
う
こ
と
の
一
点
張
り
で
あ

り
、
そ
れ
は
町
や
町
民
の
た
め
と
い
う
よ
り
、
こ
の
事
実
を
発
見
し

た
彼
の
功
績
を
認
め
さ
せ
た
い
が
た
め
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
る
。
あ

る
い
は
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
権
利
を
主
張
し
た
い
た
め
と
い
っ
て

も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
温
泉
汚
染
の
発
見
を
家
族
や
居
合
わ
せ
た

新
聞
記
者
に
報
告
す
る
第
一
幕
最
後
の
場
面
で
は
、
全
員
が
発
見
に

大
喜
び
し
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
は
妻
の
カ
ト
リ
ン
を
抱
え
て
踊
り
だ
し

さ
え
す
る
。
だ
が
温
泉
汚
染
の
事
実
は
、
実
際
に
は
町
に
と
っ
て
の

大
災
難
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
発
見
に
喜
ん
で
踊
り

出
す
の
は
、
い
さ
さ
か
不
謹
慎
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
ほ
と
ん
ど
グ

ロ
テ
ス
ク
な
感
じ
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
像
は
、

近
年
、
政
府
の
汚
染
事
実
隠
蔽
を
暴
い
て
非
難
す
る
日
本
の
批
評
家

を
想
起
さ
せ
も
す
る
と
い
え
ば
い
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
他
方
、
町

長
は
た
し
か
に
利
己
的
な
思
い
を
背
後
に
も
つ
こ
と
を
否
定
で
き
な

い
が
、
彼
が
「
こ
れ
は
単
な
る
科
学
的
な
問
題
で
は
な
く
、
町
の
経

済
的
な
問
題
だ
、
複
合
的
な
問
題
だ
」
と
い
っ
て
、
町
民
第
一
の
立

場
を
主
張
す
る
と
き
、
彼
に
一
理
あ
る
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
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の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
、
今
日
の
環
境
汚
染
問
題
の
社
会
的
な
複

雑
さ
と
か
ら
く
り
が
あ
る
。
為
政
者
は
つ
ね
に
絶
対
多
数
の
住
民
の

利
益
に
な
る
と
し
て
一
部
少
数
の
も
の
の
被
害
と
な
る
汚
染
行
為
を

正
当
化
す
る
。
そ
し
て
当
地
の
住
民
た
ち
は
、
他
人
の
損
害
を
無
視

し
て
自
ら
の
利
益
を
優
先
す
る
。
足
尾
の
町
民
た
ち
も
、
町
の
繁
栄

の
も
と
で
あ
る
銅
山
の
継
続
を
望
ん
で
農
民
の
反
対
運
動
に
対
す
る

足
尾
擁
護
運
動
を
起
こ
し
た
。
こ
う
い
う
人
た
ち
は
少
数
派
で
あ
る

た
め
に
、
そ
の
主
張
を
大
声
で
は
公
に
し
な
い
が
、
そ
の
こ
と
を
外

の
も
の
が
批
判
す
る
こ
と
は
彼
ら
の
生
活
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る

か
ら
、
こ
れ
ま
た
大
声
で
は
な
さ
れ
に
く
い
。（
た
と
え
ば
現
在
、

わ
れ
わ
れ
は
、
原
発
汚
染
の
被
害
を
避
け
る
た
め
に
原
発
稼
働
に
反

対
す
る
多
数
の
も
の
と
、
自
ら
の
生
活
の
維
持
の
た
め
に
原
発
稼
働

を
必
要
と
す
る
少
数
派
た
る
当
地
の
住
民
と
の
利
害
の
対
立
を
ど
う

解
消
す
べ
き
か
、
そ
の
術
を
見
出
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の

汚
染
の
原
因
を
作
っ
て
い
る
原
発
の
当
地
に
住
む
住
民
が
そ
れ
に

よ
っ
て
利
益
を
得
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
表
だ
っ
て
批
判

を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
い
る
。）
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
利
益
受
容

者
の
方
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
彼
ら
の
力
は
増
大
し
、

と
き
に
横
暴
な
ふ
る
ま
い
に
出
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
例
は
歴
史
に

お
い
て
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
イ
プ
セ
ン
が
『
人
民
の
敵
』
で

示
す
の
も
そ
の
あ
か
さ
ら
さ
ま
な
形
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
先
に
触
れ

た
個
人
を
抑
圧
す
る
多
数
派
の
暴
力
と
な
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に

為
政
者
の
利
害
を
背
景
に
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
『
人
民

の
敵
』
で
も
、
町
民
の
利
害
を
町
長
や
新
聞
記
者
や
家
主
協
会
の
会

長
な
ど
が
共
有
し
、
そ
の
暴
力
を
む
し
ろ
助
長
さ
せ
て
い
る
。
町
長

は
、
給
水
管
の
埋
め
な
お
し
に
莫
大
な
費
用
が
か
か
り
、
そ
れ
を
町

民
の
税
金
で
ま
か
な
う
ほ
か
な
い
と
主
張
し
て
、
新
聞
記
者
や
町
民

を
汚
染
隠
蔽
の
方
向
に
導
く
が
、
そ
れ
が
真
実
な
の
か
町
長
の
い
わ

ば
策
略
な
の
か
劇
の
中
で
は
不
明
で
あ
る
。

日
本
の
足
尾
鉱
毒
事
件
で
も
、
銅
山
主
の
古
河
市
兵
衛
は
政
界
や

財
界
の
主
要
な
人
物
と
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
市
兵
衛
は
、
ま
だ

子
が
な
か
っ
た
と
き
、
と
き
の
通
産
大
臣
、
後
の
外
務
大
臣
で
あ
る

陸
奥
宗
光
の
次
男
潤
吉
を
養
子
に
し
、
市
兵
衛
に
そ
の
後
息
子
の
虎

之
助
が
で
き
て
も
後
継
者
は
あ
く
ま
で
潤
吉
だ
と
し
て
い
た
か
ら
、

彼
の
死
後
に
潤
吉
が
足
尾
鉱
業
の
社
長
と
な
る
。
ま
た
市
兵
衛
は
若

い
政
治
家
の
原
敬
を
引
き
立
て
て
い
た
が
、
彼
の
死
後
、
原
敬
は
足

尾
鉱
業
の
副
社
長
に
お
さ
ま
る
。
の
ち
に
原
敬
は
総
理
大
臣
と
な
っ

て
、
二
・
二
六
事
件
の
標
的
と
な
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ

ろ
う
。
市
兵
衛
は
足
尾
銅
山
の
汚
染
流
出
を
防
ぐ
大
々
的
な
予
防
工

事
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
、
し
か
も
命
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令
通
り
の
工
事
期
日
を
見
事
に
守
っ
た
と
自
画
自
賛
し
て
い
た
そ
う

だ
が
、
期
日
を
守
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
当
時
の
東
京
鉱
山
監
督

署
の
署
長
南
逞
三
が
目
こ
ぼ
し
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ

る
。足

尾
鉱
毒
事
件
が
日
本
の
環
境
汚
染
の
典
型
で
あ
る
の
は
、
ま
さ

に
こ
の
二
重
三
重
の
利
害
の
絡
み
が
資
本
主
義
経
済
の
不
可
避
の
状

況
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
人
民
の
敵
』
に
ひ

そ
む
資
本
主
義
の
矛
盾
も
同
様
だ
ろ
う
。
こ
の
矛
盾
が
解
消
さ
れ
な

い
か
ぎ
り
同
じ
よ
う
な
事
件
は
い
つ
ま
で
も
つ
づ
く
。
イ
プ
セ
ン
が

『
人
民
の
敵
』
を
、
劇
の
終
了
後
ど
う
な
る
か
不
明
の
ま
ま
に
終
わ

ら
せ
て
い
る
の
も
、
こ
の
状
況
の
解
消
が
資
本
主
義
社
会
で
は
不
可

能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

（
四
）

『
人
民
の
敵
』
に
は
、
資
本
主
義
の
極
点
と
も
い
う
べ
き
金
融
制

度
の
問
題
が
出
て
い
る
。
温
泉
施
設
の
株
価
が
汚
染
の
噂
で
下
落
し

た
の
で
、
汚
染
の
原
因
を
作
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
皮
な
め
し
業
の
モ

ル
テ
ン
・
キ
ー
ル
が
そ
の
株
を
買
い
占
め
、
そ
の
後
ス
ト
ッ
ク
マ
ン

に
汚
染
は
間
違
い
だ
っ
た
と
言
わ
せ
て
株
価
を
戻
し
、
大
き
な
利
益

を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
キ
ー
ル
は
養
女
の
ス
ト
ッ
ク
マ
ン

夫
人
と
そ
の
娘
の
ペ
ー
ト
ラ
へ
の
遺
産
と
し
て
残
し
て
い
た
金
を
全

部
こ
の
株
取
得
に
費
や
し
た
。
の
ち
に
も
触
れ
る
が
、
近
代
社
会
で

は
多
様
な
皮
革
製
品
の
需
要
が
高
ま
り
、
皮
な
め
し
業
は
大
い
に
利

益
を
上
げ
た
と
い
わ
れ
る
。
キ
ー
ル
が
か
な
り
の
財
産
を
蓄
え
て
い

る
こ
と
に
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
は
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
新

聞
社
の
連
中
は
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
が
キ
ー
ル
か
ら
相
続
す
る
遺
産
を

当
て
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
キ
ー
ル
は
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
が

温
泉
の
汚
染
を
否
定
し
な
け
れ
ば
株
は
紙
屑
同
然
と
な
る
か
ら
す
べ

て
を
養
老
院
に
寄
付
す
る
と
告
げ
る
が
、
こ
の
証
券
取
引
の
か
ら
く

り
は
今
日
の
問
題
と
し
て
環
境
汚
染
問
題
同
様
の
、
い
や
そ
れ
以
上

の
重
要
性
を
も
つ
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
両
者
は
互
い
に
結
び
つ
い
て

い
る
と
も
い
え
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
国
に
比
べ
る
と
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
近
代
的
諸

制
度
の
確
立
は
遅
く
、
そ
の
過
程
は
日
本
の
近
代
化
過
程
に
い
く
ら

か
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
四
百
年
つ
づ
い
た
デ

ン
マ
ー
ク
属
国
の
地
位
か
ら
脱
却
す
る
の
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
の

こ
と
だ
が
、
す
ぐ
さ
ま
も
う
一
つ
の
隣
国
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
統
合
さ

れ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
戦
勝
国
と
な
っ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
、

敗
戦
国
と
な
っ
た
デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
割
譲
を
求
め
、
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そ
れ
が
戦
後
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
で
承
認
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
は

こ
の
と
き
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
好
機
到
来
と
ば
か
り
に
完
全
独
立
を
は

か
っ
て
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
も
っ
と
も
民
主
的
な
性
格
を

も
っ
た
と
さ
れ
る
基
本
法
（
憲
法
）
ま
で
作
成
し
た
の
だ
が
、
圧
倒

的
な
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
軍
事
力
を
前
に
戦
わ
ず
し
て
屈
し
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
国
王
に
よ
る
連
合
王
国
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
軍
事
と
外
交
権
以
外
は
あ
る
程
度
の
自
治
権
が
与
え
ら

れ
た
か
ら
、
敗
戦
国
デ
ン
マ
ー
ク
の
賠
償
金
の
一
部
を
負
担
さ
せ
ら

れ
た
。
こ
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
を
困
窮
の
極
み
に
陥
れ
た
賠
償
金
支
払
い

は
世
紀
の
半
ば
ま
で
つ
づ
く
。
そ
れ
が
よ
う
や
く
終
了
し
て
か
ら
ノ

ル
ウ
ェ
ー
は
、
他
の
先
進
国
に
な
ら
っ
て
諸
制
度
の
近
代
化
に
進
む

こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
結
果
、
十
九
世
紀
後
半
の
間
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー

は
貧
し
い
農
業
国
か
ら
近
代
的
な
先
進
的
工
業
国
へ
と
変
身
す
る
の

で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
の
完
全
独
立
を
め
ざ

す
独
立
派
と
保
守
的
な
官
僚
派
が
政
治
面
の
み
な
ら
ず
文
化
面
で
も

激
し
く
対
立
抗
争
し
た
。
そ
れ
が
イ
プ
セ
ン
現
代
劇
の
背
景
と
な
っ

て
い
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
連
合
王
国
か
ら
脱
し

て
独
立
を
果
た
し
、
自
ら
の
国
王
を
も
つ
の
は
一
九
〇
五
年
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
近
代
化
過
程
は
、
日
本
の
そ
れ
に
わ

ず
か
な
時
期
差
を
も
っ
て
重
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
九
〇
五
年

は
日
露
戦
争
の
成
果
に
よ
っ
て
欧
米
で
の
日
本
評
価
の
高
ま
っ
た
年

で
あ
る
。
日
本
は
こ
の
年
に
独
立
し
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
を
い
ち
は
や
く

承
認
し
修
好
条
約
を
結
ん
だ
。
イ
プ
セ
ン
が
他
界
し
た
の
は
そ
の
翌

年
で
あ
る
が
、
最
後
の
数
年
間
は
病
床
に
あ
っ
た
か
ら
、
お
そ
ら
く

こ
の
経
緯
を
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
も
日
本
で
も
、
経
済
の
近
代
的
体
制
を
整
え
る
た

め
に
ま
ず
金
融
制
度
の
確
立
が
計
ら
れ
る（22
（

。
近
代
国
家
の
成
立
と

は
、
ほ
と
ん
ど
自
明
の
こ
と
と
し
て
資
本
主
義
制
度
の
成
立
を
意
味

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
土
台
と
な
る
の
が
銀
行
で
あ
り
事
業

へ
の
自
由
な
投
資
を
促
す
証
券
市
場
の
設
立
で
あ
っ
た
。
ノ
ル

ウ
ェ
ー
の
銀
行
制
度
の
始
ま
り
は
一
八
一
六
年
だ
が
、
賠
償
金
支
払

い
の
最
中
に
そ
の
銀
本
位
制
を
近
代
的
な
金
本
位
制
に
変
え
よ
う
と

し
て
失
敗
す
る
。
そ
れ
で
支
払
い
を
終
え
た
あ
と
、
一
八
七
四
年
新

年
か
ら
銀
本
位
に
よ
る
従
来
の
ス
ペ
シ
エ
・
ド
ラ
ー
を
金
本
位
の
ク

ロ
ー
ネ
に
変
え
た
。
一
ス
ペ
シ
エ
・
ド
ラ
ー
＝
四
ク
ロ
ー
ネ
の
換
算

レ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
し
か
し
し
ば
ら
く
は
両
方
が
金
銭
単
位
と
し
て

通
用
し
た
の
で
、
一
八
七
九
年
に
書
か
れ
た
『
人
形
の
家
』
で
は
、

ノ
ー
ラ
は
友
人
の
リ
ン
デ
夫
人
に
イ
タ
リ
ア
行
き
の
た
め
に
借
金
し

た
金
額
を
「
一
二
〇
〇
ス
ペ
シ
エ
・
ド
ラ
ー
、
四
八
〇
〇
ク
ロ
ー

ネ
」
と
表
現
す
る
。
し
か
し
二
年
後
の
『
ゆ
う
れ
い
』
で
も
三
年
後
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の
『
人
民
の
敵
』
で
も
、
お
金
の
単
位
は
ク
ロ
ー
ネ
で
し
か
表
現
さ

れ
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
間
に
完
全
に
金
本
位
制
に
移
行
し
た
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。

日
本
で
は
、
維
新
後
も
幕
末
に
幕
府
が
発
行
し
た
鋳
貨
や
各
藩
の

発
行
し
た
藩
札
に
加
え
外
国
通
貨
ま
で
が
流
通
し
て
い
た
か
ら
、
明

治
政
府
は
こ
れ
を
一
つ
に
統
一
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
一
八
七
一

（
明
治
四
）
年
五
月
に
新
貨
条
例
が
制
定
さ
れ
て
円
を
基
準
と
す
る

金
本
位
制
が
採
用
さ
れ
る
。
し
か
し
財
政
基
盤
が
不
安
定
で
あ
っ
た

か
ら
紙
幣
の
乱
発
が
つ
づ
き
、
金
兌
換
が
行
わ
れ
な
い
で
イ
ン
フ
レ

が
進
行
し
た
。
明
治
五
年
十
一
月
に
国
立
銀
行
条
例
に
よ
っ
て
国
立

銀
行
を
設
立
し
た
が
、
イ
ン
フ
レ
解
消
に
失
敗
し
、
一
八
七
六
（
明

治
九
）
年
に
国
立
銀
行
条
例
を
改
正
し
て
兌
換
制
度
に
よ
ら
な
い
銀

行
券
発
行
を
認
め
た
。
そ
こ
で
多
数
の
国
立
銀
行
が
設
立
さ
れ
、
明

治
一
二
年
末
に
は
一
五
三
行
の
国
立
銀
行
が
で
き
て
い
た
と
い
う
。

国
立
銀
行
と
並
ん
で
普
通
銀
行
、
貯
蓄
銀
行
の
設
立
も
進
ん
だ
。
明

治
八
年
の
三
井
銀
行
を
第
一
号
と
し
て
、
二
〇
年
に
は
そ
の
数
は
二

百
二
十
行
を
超
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
零
細
規
模
で

あ
り
、
事
業
家
に
事
業
資
金
を
供
給
す
る
た
め
の
貸
付
会
社
的
存
在

で
し
か
な
か
っ
た
。
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
か
ら
大
蔵
卿
松
方

正
義
に
よ
る
紙
幣
整
理
が
開
始
さ
れ
、
日
本
銀
行
の
設
立
（
一
八
八

二
）、
兌
換
銀
行
条
例
の
制
定
（
一
八
八
四
年
）
に
つ
づ
い
て
、
一

八
八
五
年
に
初
め
て
日
銀
に
よ
る
兌
換
銀
行
券
が
発
行
さ
れ
た
。
か

く
し
て
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
の
証
券
取
引
所
の
設
立
と
も
相

ま
っ
て
日
本
の
近
代
的
な
金
融
制
度
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
株
式

会
社
制
度
も
こ
の
よ
う
な
金
融
制
度
の
上
に
立
っ
て
初
め
て
展
開
さ

れ
る
。
し
か
し
最
初
に
普
及
し
た
株
式
会
社
は
銀
行
業
で
あ
り
、
次

い
で
は
鉄
道
業
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
紡
績
業
の
よ
う
な
一
般
産
業
に

広
が
っ
て
い
く
の
は
明
治
二
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

る
。ノ

ル
ウ
ェ
ー
の
金
融
制
度
の
確
立
も
同
様
の
歩
み
を
見
せ
て
い

る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
証
券
取
引
の
制
度
は
、
ま
ず
当
時
ク
リ
ス
チ
ア

ニ
ア
と
呼
ば
れ
た
首
都
で
一
八
一
八
年
に
始
ま
っ
た
と
い
う
が
、
こ

れ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
終
結
後
、
敗
戦
国
の
デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
戦

勝
国
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
割
譲
さ
れ
て
三
年
目
の
こ
と
だ
か
ら
ま
だ

ま
だ
多
く
は
混
乱
し
た
ま
ま
で
、
取
引
は
単
純
な
外
貨
の
両
替
価
格

が
主
だ
っ
た
。
今
日
と
同
じ
よ
う
な
意
味
の
株
の
発
行
が
最
初
に
見

ら
れ
た
の
は
一
八
一
六
年
、
中
央
銀
行
設
立
に
関
わ
っ
て
の
こ
と

だ
っ
た
と
い
う
。
株
式
の
取
引
が
そ
れ
な
り
に
始
ま
っ
た
の
は
金
融

状
態
が
整
っ
て
き
た
一
八
七
〇
年
代
で
、
一
八
八
一
年
三
月
か
ら
オ

ス
ロ
証
券
取
引
所
は
公
債
、
株
の
金
額
リ
ス
ト
を
掲
げ
始
め
た
。
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『
人
民
の
敵
』
の
下
書
稿
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
モ
ル
テ
ン
・

キ
ー
ル
の
株
買
収
の
話
が
ど
の
よ
う
に
イ
プ
セ
ン
の
念
頭
に
浮
か
ん

だ
か
不
明
だ
が
、
当
時
ド
イ
ツ
に
住
ん
で
い
た
イ
プ
セ
ン
は
当
然
、

祖
国
の
証
券
取
引
所
の
状
況
を
新
聞
で
読
ん
で
知
っ
て
い
た
だ
ろ

う
。
彼
は
『
ブ
ラ
ン
』（
一
八
六
六
）
の
成
功
後
、
困
窮
の
極
み
か

ら
一
躍
金
銭
的
余
裕
の
あ
る
生
活
と
な
り
、
や
が
て
は
コ
ペ
ン
ハ
ー

ゲ
ン
の
出
版
元
に
頼
ん
で
必
要
な
金
額
以
外
は
投
資
に
ま
わ
し
て
も

ら
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
株
や
公
債
の
投
資
に
は
そ
れ
な
り
の
関

心
を
寄
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
、
地
方
都
市
も

一
八
一
九
年
に
ト
ロ
ン
ハ
イ
ム
で
取
引
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
皮
切
り

に
、
ベ
ル
ゲ
ン
（
一
八
三
七
年
）
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
サ
ン
（
一
八
三
七

年
）
ド
ラ
ン
メ
ン
（
一
八
三
九
年
）
ス
タ
ヴ
ァ
ン
ガ
ー
（
一
八
七
八

年
）
等
々
と
つ
づ
い
て
い
た
か
ら
、『
人
民
の
敵
』
が
ど
の
町
を
想

定
し
て
い
た
に
せ
よ
、
地
方
の
証
券
取
引
を
設
定
す
る
こ
と
に
不
都

合
は
な
い
。
た
だ
、
第
五
幕
で
モ
ル
テ
ン
・
キ
ー
ル
が
買
い
占
め
た

と
い
っ
て
出
し
て
み
せ
た
証
券
を
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
はA

ktier

と
呼

ぶ
が
、
こ
れ
は
株
券
を
意
味
す
る
よ
う
だ
か
ら
、
温
泉
施
設
は
株
式

会
社
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
株
式
会
社
で
あ
れ
ば
、

出
資
者
だ
け
で
は
汚
染
の
補
修
は
無
理
だ
か
ら
町
の
税
金
を
使
わ
ざ

る
を
得
な
い
と
い
う
町
長
の
言
葉
に
町
民
が
反
論
し
な
い
の
は
な
ぜ

か
。
こ
の
こ
と
も
、
温
泉
施
設
が
ど
の
よ
う
な
組
織
な
の
か
、
そ
の

資
金
は
ど
う
し
た
の
か
を
含
め
て
、
イ
プ
セ
ン
が
は
っ
き
り
さ
せ
て

い
な
い
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
森
皚
峰
の
翻
案
で
は
、

こ
の
こ
と
で
新
聞
記
者
の
本
田
（
原
作
の
ホ
ヴ
ス
タ
に
当
た
る
）
が

町
長
に
異
議
を
唱
え
、
町
長
は
施
設
の
資
金
に
つ
い
て
説
明
を
し
て

い
る（23
（

。
と
も
あ
れ
温
泉
施
設
は
新
し
い
産
業
の
一
環
と
し
て
こ
の
町

の
中
心
事
業
で
あ
り
、
す
で
に
近
代
資
本
主
義
を
支
え
る
証
券
取
引

の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。『
人
民
の
敵
』
は
、
環
境
汚

染
問
題
を
扱
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戯
曲
の
最
初
で
は
な
い
か
と
先
に
指

摘
し
た
が
、
証
券
取
引
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
演
劇
史
で
『
人
民
の
敵
』
が
最
初
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
こ

に
イ
プ
セ
ン
の
近
代
産
業
お
よ
び
経
済
に
つ
い
て
の
先
見
的
な
意
識

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
五
）

環
境
汚
染
に
よ
る
公
害
問
題
が
世
間
に
広
く
知
ら
れ
、
ま
た
論
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
影
響
力
が
重
要
で

あ
る
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
が
近
代
社
会
の
特
殊
な
あ
ら

わ
れ
の
一
つ
と
な
る
の
は
新
聞
が
近
代
に
お
い
て
独
自
の
世
論
形
成
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の
力
を
も
つ
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
『
人
民
の

敵
』
の
中
で
当
地
の
新
聞
『
人
民
新
報
』（Folkebudet

）
の
編
集
長

ホ
ヴ
ス
タ
は
明
確
に
意
識
し
、
そ
れ
を
駆
使
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

彼
は
自
ら
の
新
聞
の
役
に
立
つ
と
み
る
と
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
側
に
つ
く

が
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
に
つ
く
こ
と
が
危
な
い
と
み
る
と
彼
に
対
す
る

人
民
の
扇
動
に
も
進
む
。
だ
が
新
聞
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
の
は
町

長
で
あ
っ
て
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
は
進
ん
で
新
聞
を
利
用
す
る
つ
も
り

は
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
近
代
の
新
し
い
情
報
伝
達
手
段
が
実
際
に
は

ど
の
方
面
で
ど
の
よ
う
な
人
物
に
よ
っ
て
効
力
を
発
揮
さ
せ
ら
れ
る

か
、
イ
プ
セ
ン
は
こ
の
劇
で
明
白
に
し
て
い
る
。

イ
プ
セ
ン
劇
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
（
新
聞
記
者
）
が
登
場
す
る
の

は
『
人
民
の
敵
』
が
最
初
で
あ
る
。
こ
の
劇
の
中
で
、
上
述
の
新
聞

編
集
長
ホ
ヴ
ス
タ
の
前
任
者
ス
テ
ン
ス
ゴ
ー
ル
の
名
前
も
言
及
さ
れ

る
が
、
ス
テ
ン
ス
ゴ
ー
ル
は
今
や
郡
行
政
官
に
な
っ
て
い
る
と
聞
か

さ
れ
、
ホ
ヴ
ス
タ
は
「
ぼ
く
は
あ
ん
な
日
和
見
で
は
な
い
」
と
見
得

を
切
る
（
実
際
に
は
、
ま
さ
に
彼
も
日
和
見
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
と

で
暴
露
さ
れ
る
）。
ス
テ
ン
ス
ゴ
ー
ル
は
、
実
は
イ
プ
セ
ン
が
十
三

年
前
に
書
い
た
『
青
年
同
盟
』（
一
八
六
九
）
の
主
人
公
の
名
前
で

あ
る
。
こ
の
劇
で
は
彼
は
た
し
か
に
日
和
見
的
な
政
治
的
上
昇
志
向

者
だ
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
『
青
年
同
盟
』
に

出
て
く
る
印
刷
屋
ア
ス
ラ
ク
セ
ン
も
同
名
同
業
か
つ
同
じ
性
格
の
人

物
と
し
て
『
人
民
の
敵
』
に
登
場
す
る
が
、『
青
年
同
盟
』
で
は
新

聞
発
行
に
か
か
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
イ
プ
セ
ン
劇
で
新
聞

記
者
あ
る
い
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
登
場
す
る
作
品
は
『
人
民
の

敵
』
ま
で
な
い
が
、
セ
リ
フ
の
中
で
新
聞
が
口
に
さ
れ
る
作
品
に
は

『
人
形
の
家
』（
一
八
七
九
）
が
あ
る
。
ノ
ー
ラ
が
夫
の
ヘ
ル
メ
ル
に

新
し
く
部
下
に
な
る
ク
ロ
ッ
グ
ス
タ
を
解
雇
し
な
い
よ
う
に
哀
願
す

る
と
き
、
彼
女
は
「
あ
の
男
は
ゴ
ロ
新
聞
（de  styggeste  aviser

も
っ
と
も
汚
い
新
聞
）に
書
い
て
い
る
っ
て
あ
な
た
い
っ
た
で
し
ょ
。

き
っ
と
あ
な
た
の
こ
と
で
と
ん
で
も
な
い
中
傷
を
す
る
に
決
ま
っ
て

る
」
と
い
う
。『
人
民
の
敵
』
の
あ
と
で
は
、
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
は
『
ロ
ス
メ
ル
ス
ホ
ル
ム
』（
一
八
八
六
）
に
登
場
す
る
。
改
革

派
を
自
称
す
る
新
聞
の
編
集
長
モ
ル
テ
ン
ス
ゴ
ー
ル
で
あ
る
。
し
か

し
彼
も
一
般
読
者
の
宗
教
心
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
巧
妙
に
回
避
し
よ

う
と
す
る
現
実
主
義
者
で
、
い
ず
れ
の
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
肯

定
的
に
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
示
唆
的
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
と
イ
プ

セ
ン
劇
に
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

に
も
か
か
ら
わ
ず
、
イ
プ
セ
ン
が
外
国
に
あ
っ
て
も
祖
国
の
新
聞
の

熱
心
な
読
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

新
聞
を
、
あ
る
場
所
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
あ
る
人
に
よ
る
事
件
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や
状
況
を
、
他
の
離
れ
た
場
所
や
人
々
に
文
字
で
書
か
れ
た
も
の
を

通
じ
て
伝
え
る
手
段
だ
と
定
義
す
る
な
ら
、
そ
の
先
駆
的
な
例
は
古

代
ロ
ー
マ
時
代
に
す
で
に
見
ら
れ
た
と
い
う（24
（

。
こ
れ
は
政
治
的
、
社

会
的
情
報
を
書
い
て
張
り
出
す
壁
新
聞
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
が
、
中
世
の
終
わ
り
に
は
手
書
き
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
が
国
際

的
な
商
人
た
ち
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
て
い
た
。
十
七
世
紀
に
入
る

と
、
活
版
に
よ
る
定
期
的
刊
行
の
新
聞
が
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
オ

ラ
ン
ダ
で
出
回
り
出
す
。
新
聞
史
上
最
初
の
活
版
新
聞
は
オ
ラ
ン
ダ

で
一
六
〇
五
年
月
五
月
に
発
行
さ
れ
た
『
新
時
代
』（N

ieuw
e 

T
ijdingen

）
だ
と
さ
れ
る
が
、
日
本
で
も
、
江
戸
時
代
に
は
い
わ

ゆ
る
か
わ
ら
版
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

だ
ろ
う
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
、
な
に
を
新
聞
の
始
ま
り
と
す
る
か
、

研
究
者
の
間
で
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な

く
と
も
だ
れ
も
が
認
め
る
最
初
の
新
聞
は
一
七
六
三
年
に
ク
リ
ス
チ

ア
ニ
ア
（
現
在
の
オ
ス
ロ
）
で
発
行
さ
れ
始
め
た
『
ノ
ル
ウ
ェ
ー
情

報
誌
』（N

orske Intelligenz

―Seddeler

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ

は
週
刊
で
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
人
移
民
の
印
刷
業
者
シ
ュ
ヴ
ァ
ッ
ハ

（Sam
uel  C

onrad  Schw
ach

）
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
小
さ
な
町

に
ま
っ
た
く
新
し
い
公
共
性
を
生
み
出
し
た
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
づ

い
て
、
一
七
六
五
年
に
ベ
ル
ゲ
ン
で
、
六
七
年
に
ト
ロ
ン
ハ
イ
ム

で
、
一
七
九
〇
年
に
ク
リ
ス
チ
ア
ン
サ
ン
で
も
新
聞
が
発
行
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
宣
伝
広
告
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

十
九
世
紀
に
入
る
と
政
治
的
思
想
的
な
内
容
の
週
刊
紙
も
発
行
さ
れ

て
く
る
が
、
し
か
し
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
一
八
一
四
年
ま
で
ノ

ル
ウ
ェ
ー
は
デ
ン
マ
ー
ク
王
国
に
属
し
て
い
た
か
ら
政
治
の
中
心
は

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
あ
り
、
新
聞
発
行
に
は
国
王
の
許
可
が
必
要
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
一
八
一
四
年
に
デ
ン
マ
ー
か
ら
離
脱
す
る
と
き
に

作
成
さ
れ
た
基
本
法
に
よ
っ
て
表
現
の
自
由
が
保
証
さ
れ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
自
由
に
発
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
新
聞
は
、
人
民
啓
蒙

の
名
の
も
と
に
社
会
批
判
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
首
都
で
一
八
一

五
年
に
近
代
的
な
新
聞
形
式
を
も
つ
『
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
国
新
聞
』

（D
en  norske  R

ikstidende

）
を
発
行
し
た
ニ
ー
ル
ス
・
ヴ
ル
フ

ス
ベ
ル
グ
（N

iels  W
ulfsberg

）
は
、
一
八
一
九
年
に
最
初
の
日

刊
紙
『
モ
ル
ゲ
ン
ブ
ラ
ー
デ
』（M

orgenbladet

）
を
創
刊
し
た
。

こ
の
新
聞
は
、
若
い
イ
プ
セ
ン
が
首
都
に
出
て
仲
間
と
出
し
た
週
刊

誌
『
マ
ン
ネ
ン
（
人
）』（M

anden

）
に
パ
ロ
デ
ィ
劇
『
ノ
ル
マ

―
政
治
家
の
恋
』（N

oram
a: en politikens kjæ

rlighed

）
を
書

い
た
と
き
に
、
揶
揄
の
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

や
が
て
ノ
ル
ウ
ェ
ー
各
地
の
小
都
市
で
も
新
聞
が
発
行
さ
れ
出

す
。
こ
れ
は
一
八
三
九
年
に
新
し
い
工
芸
法
が
制
定
さ
れ
て
従
来
の
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印
刷
業
者
が
力
を
失
い
、
新
し
く
出
て
き
た
印
刷
業
者
が
新
聞
発
行

は
サ
イ
ド
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
利
益
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
わ

か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。『
人
民
の
敵
』
の
印
刷
業
ア
ス
ラ
ク
セ
ン

は
ま
さ
し
く
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
の
劇
で
新
聞
記
者
た
ち
は
い
わ
ば

彼
に
雇
わ
れ
て
い
る
形
で
あ
る
。
十
九
世
紀
後
半
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
新
聞
は
飛
躍
的
に
広
ま
る
が
、
そ
れ
は
一
八
一
一
年
の
シ
リ
ン

ダ
ー
印
刷
機
、
一
八
四
六
年
の
輪
転
機
印
刷
機
、
八
四
年
の
タ
イ
プ

印
刷
機
な
ど
の
発
明
で
新
聞
印
刷
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
発
達
し
、
コ

ス
ト
削
減
と
効
果
的
な
印
刷
が
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
輪

転
機
を
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
最
初
に
導
入
し
た
の
は
一
八
八
六
年
の
『
ア

フ
テ
ン
ポ
ス
テ
ン
』（A

ftenposten

）
で
、
す
ぐ
に
最
大
発
行
部
数

を
誇
る
よ
う
に
な
る
。
一
八
五
〇
年
に
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
全
土
で
四
十

の
新
聞
が
発
行
さ
れ
て
い
た
が
、
一
八
八
〇
年
に
百
に
ま
で
増
え
、

そ
れ
ぞ
れ
党
派
的
な
傾
向
を
鮮
明
に
す
る
。
一
九
一
八
年
に
は
新
聞

数
は
二
百
五
十
に
ま
で
増
加
し
た
。
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ

は
当
時
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
民
の
識
字
率
が
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に

比
し
て
高
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。
熱
心
な
新
聞
の
読
者
で

あ
っ
た
イ
プ
セ
ン
の
劇
作
自
体
も
、
そ
う
い
う
識
字
率
の
高
さ
と
新

聞
の
繁
栄
を
背
景
と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

近
代
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
生
と
発
展
が
大
き
な
社
会
的
意
義

を
も
つ
よ
う
に
な
る
過
程
は
、
日
本
で
も
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
類
似
す

る
。
だ
が
明
治
期
の
日
本
の
新
聞
は
党
派
性
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
よ

り
、
そ
の
報
道
あ
る
い
は
掲
載
内
容
に
独
自
性
を
見
せ
る
こ
と
を
主

眼
と
し
て
い
た
。
政
治
的
社
会
的
内
容
を
主
と
す
る
も
の
と
か
、
娯

楽
風
俗
面
を
中
心
と
す
る
も
の
と
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
刊
紙

に
連
載
小
説
が
載
る
こ
と
は
現
在
も
一
般
的
だ
が
、
明
治
期
に
は
戯

曲
も
連
載
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。『
人
民
の
敵
』
の
翻
案
も
、
先

に
述
べ
た
よ
う
に
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
し
、
柳
外
の
上
演
に
際
し
て

長
い
梗
概
が
二
日
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

も
、
今
日
で
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

江
戸
時
代
の
か
わ
ら
版
を
新
聞
の
先
駆
け
と
い
え
る
か
ど
う
か
を

別
と
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
新
聞
形
式
と
認
め
ら
れ
る
最
初
の
も
の
は

幕
末
に
出
た
『
官
板
バ
タ
ヒ
ヤ
新
聞
』
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
幕
府
の

洋
書
調
所
の
学
者
が
バ
タ
ビ
ヤ
の
和
蘭
政
庁
が
発
行
し
て
い
た
週
刊

新
聞
『
ヤ
パ
ッ
シ
ェ
・
ク
ー
ラ
ン
ト
』
か
ら
必
要
と
思
わ
れ
る
記
事

を
訳
し
て
、
洋
学
所
の
活
字
方
で
印
刷
し
江
戸
本
所
の
書
肆
万
屋
兵

四
郎
に
発
売
さ
せ
た
も
の
で
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
一
月
と
二

月
の
間
に
二
十
三
巻
ま
で
発
行
さ
れ
た
。
内
容
は
英
米
仏
露
な
ど
の

国
情
紹
介
で
あ
る
。
こ
の
『
バ
タ
ヒ
ヤ
新
聞
』
に
つ
づ
く
の
は
『
官

板
海
外
新
聞
』
で
、
文
久
二
年
の
三
月
と
九
月
に
九
巻
ま
で
発
行
さ
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れ
た
。『
バ
タ
ヒ
ヤ
新
聞
』
と
同
様
の
発
行
所
、
発
行
人
、
体
裁
と

い
う
。
幕
府
の
洋
書
調
所
の
学
者
た
ち
は
オ
ラ
ン
ダ
語
新
聞
か
ら
だ

け
で
な
く
、
中
国
の
上
海
、
香
港
な
ど
の
新
聞
や
雑
誌
を
翻
刻
し
て

発
行
し
た
り
も
し
た
が
、
や
は
り
『
官
板
バ
タ
ヒ
ヤ
新
聞
』『
官
板

海
外
新
聞
』
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
攘
夷
論
者
の
圧

迫
で
発
行
が
中
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
そ
れ
が
推
測
さ
れ
る
。

や
が
て
来
る
日
本
の
新
聞
熱
に
刺
激
を
与
え
た
も
の
と
し
て
は
、

ほ
か
に
外
国
人
経
営
の
新
聞
が
あ
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
英
字
新
聞

の
最
初
は
、
長
崎
で
発
行
さ
れ
た
『
ナ
ガ
サ
キ
・
シ
ッ
ピ
ン
グ
・
リ

ス
ト
・
ア
ン
ド
・
ア
ド
バ
ー
タ
イ
ザ
ー
』（T

he N
agasaki Shipping 

List and A
dvertiser

）
で
、
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
六
月
二
十
二

日
に
第
一
号
を
出
し
、
同
年
十
月
一
日
の
第
二
八
号
を
も
っ
て
廃
刊

し
た
。
内
容
は
内
外
の
時
事
、
為
替
相
場
、
船
舶
出
入
、
一
般
広
告

な
ど
で
、
経
営
者
は
長
崎
在
住
の
英
人
A
・
W
・
ハ
ン
サ
ー
ド

（H
ansard

）
で
あ
っ
た
。
ハ
ン
サ
ー
ド
は
そ
の
後
横
浜
に
移
っ
て
、

『
ジ
ャ
パ
ン
・
ヘ
ラ
ル
ド
』（Japan  H

erald

）
を
創
刊
し
た
が
、
横

浜
で
は
、
こ
の
あ
と
英
字
新
聞
が
い
く
つ
か
つ
づ
く
。
そ
れ
ら
は
日

本
の
英
学
者
に
読
ま
れ
た
だ
け
で
な
く
、
洋
書
調
所
の
人
々
に
よ
っ

て
邦
訳
さ
れ
て
幕
府
の
要
人
に
読
ま
れ
た
。
ま
た
回
覧
も
さ
れ
た
ら

し
い
。
そ
こ
で
『
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ス
』（T

he  Japan  T
im

es

）

の
訳
者
の
中
心
に
い
た
柳
河
春
三
の
首
唱
で
会
訳
社
と
い
う
団
体
が

作
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
仕
事
の
継
続
と
と
も
に
そ
の
有
料
回
覧
が
始
め

ら
れ
た
。
こ
の
会
訳
社
は
新
聞
文
化
の
創
出
、
輸
入
に
非
常
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
。
序
に
触
れ
て
お
く
と
、
横
浜
の
英

字
新
聞
発
行
直
後
、
文
久
二
年
の
春
こ
ろ
、
在
日
の
英
人
画
家

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ワ
ー
グ
マ
ン
（C

harles  W
irgm

an

）
に
よ
る
漫
画

雑
誌
ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ン
チ
（T

he  Japan  Punch

）
が
発
行
さ
れ
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
内
容
は
、
主
と
し
て
日
本
居

留
外
国
人
の
私
生
活
を
諷
し
た
も
の
だ
が
、
明
治
二
〇
年
こ
ろ
ま
で

つ
づ
い
た
と
い
う
。
ワ
ー
グ
マ
ン
は
、
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
こ

ろ
に
、『
フ
ァ
ー
・
イ
ー
ス
ト
』（T

he  Far  E
ast

）
と
い
う
雑
誌
も

発
行
し
た
。

幕
末
に
は
、
外
国
人
も
し
く
は
外
国
籍
の
日
本
人
に
よ
る
新
聞
も

あ
っ
た
。
第
一
に
来
る
の
は
ジ
ョ
セ
フ
・
ヒ
コJoseph  H

eco

の

『
海
外
新
聞
』
で
あ
る
。
彼
の
本
名
は
浜
田
彦
蔵
で
、
播
磨
国
の
水

夫
だ
っ
た
が
、
少
年
時
代
に
遭
難
し
た
と
き
米
船
に
救
わ
れ
て
ア
メ

リ
カ
に
わ
た
り
、
か
の
地
で
教
育
を
受
け
て
受
洗
し
ジ
ョ
セ
フ
・
ヒ

コ
を
名
乗
っ
て
い
た
。
彼
は
横
浜
開
港
の
と
き
領
事
館
付
通
訳
と
し

て
帰
国
し
、
日
米
外
交
交
渉
の
通
訳
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
外
国

ニ
ュ
ー
ス
の
需
要
を
察
し
て
新
聞
を
発
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
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新
聞
は
、
従
来
の
官
板
新
聞
に
比
べ
ニ
ュ
ー
ス
の
現
実
性
と
定
期
性

で
は
る
か
に
優
れ
て
お
り
、
真
に
「
翻
訳
新
聞
」
の
名
に
値
す
る
も

の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
づ
く
の
は
イ
ギ
リ
ス
人
牧
師

バ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
ス
・
エ
ム
・
ベ
ー
リ
ー
（B

ackw
orth  M

.  B
alley

）

編
集
の
『
万
国
新
聞
紙
』
で
あ
る
。
海
外
ニ
ュ
ー
ス
、
学
術
の
紹
介

の
ほ
か
に
、
直
接
に
国
内
ニ
ュ
ー
ス
を
取
り
入
れ
て
報
道
し
た
の
は

こ
の
新
聞
が
最
初
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
明
治
維
新
の
年
一
八
六
八

年
に
な
る
と
陸
続
と
日
本
人
に
よ
る
新
聞
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
ま
ず
は
二
月
二
十
四
日
創
刊
の
『
内
外
新
聞
』
で
、
こ
れ
は
前

述
の
会
訳
社
の
柳
河
春
三
の
発
行
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が

誘
発
す
る
形
で
同
年
五
月
ま
で
に
十
紙
を
超
え
る
新
聞
が
発
行
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
は
瓦
版
ま
が
い
の
も
の
も
あ
る
が
、
特
に
注
目
さ

れ
る
の
は
福
地
源
一
郎
の
『
江
湖
新
聞
』
で
あ
る
。
福
地
源
一
郎

（
福
地
桜
痴
）
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
前
半
期
の
代
表

的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
後
半
に
は
歌
舞
伎
作
者
に
転
じ
て

新
歌
舞
伎
の
興
隆
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
八
六
八
（
慶
応
四
）
年
六
月
に
は
維
新
政
府
に
よ
る
新
聞
弾
圧

が
行
わ
れ
、
影
響
力
の
大
き
か
っ
た
『
内
外
新
聞
』
は
廃
刊
さ
せ
ら

れ
る
が
、
内
乱
が
お
さ
ま
る
と
と
も
に
政
府
は
新
聞
発
行
を
進
ん
で

許
可
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
多
種
多
様
の
新
聞
が
世
に

出
た
。
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
に
最
初
の
日
刊
紙
『
横
浜
毎
日
新

聞
』
が
発
行
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
い
ま
新
聞
と
い
え
ば
思
い
浮
か
ぶ

よ
う
な
西
洋
紙
何
頁
か
に
印
刷
さ
れ
た
日
刊
紙
に
い
ち
ば
ん
近
い
最

初
の
新
聞
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
近
代
日
本
の
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
推
移
は
、

外
国
の
影
響
に
始
ま
り
、
近
代
へ
の
転
換
期
の
状
況
か
ら
新
聞
発
行

の
隆
盛
へ
と
つ
づ
く
が
、
そ
の
過
程
は
先
に
見
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
そ

れ
に
か
な
り
似
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
お
よ
び
文
化
の
近

代
化
が
先
進
国
の
後
に
し
た
が
う
形
で
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で

は
、
ど
こ
で
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
日
本

の
場
合
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
新
聞
は
特
に
文
芸
・
演
芸
の
分
野
で

寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
イ
プ
セ
ン
の
『
人
民
の
敵
』
の
最

初
の
翻
訳
（
翻
案
）
を
連
載
し
た
『
時
事
新
報
』
は
福
沢
諭
吉
が
一

八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
三
月
に
創
刊
し
た
も
の
だ
が
、
明
治
の
改

革
を
陰
で
担
っ
た
在
野
の
啓
蒙
思
想
家
が
新
聞
編
集
に
大
き
な
関
心

を
寄
せ
た
こ
と
は
、
日
本
の
初
期
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
特
徴
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
徳
富
蘇
峰
の
『
国
民
新
聞
』（
民
友
社
）、

三
宅
雪
嶺
・
志
賀
重
昂
ら
の
『
日
本
人
』（
の
ち
『
日
本
及
び
日
本

人
』
政
教
社
）、
陸
羯
南
ら
の
『
日
本
新
聞
』
等
も
あ
る
。
そ
し
て
、

蘇
峰
の
平
民
主
義
、
雪
嶺
ら
の
国
粋
主
義
、
陸
の
日
本
主
義
と
い
う
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よ
う
な
傾
向
性
は
、
そ
れ
な
り
の
保
留
解
釈
が
必
要
だ
が
、
こ
れ
ま

た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
新
聞
の
党
派
性
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
。
そ
れ
も
ま
た
近
代
国
家
形
成
の
一
要
素
で
あ
り
、『
人

民
の
敵
』
が
そ
の
様
相
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
は
、
イ
プ
セ
ン
が
意

識
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
別
に
し
て
、
こ
の
劇
の
今
日
に
つ
な
が
る

意
味
合
い
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

（
六
）

『
人
民
の
敵
』
に
含
ま
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
近
代
的
様
相
は
教

育
制
度
の
問
題
で
あ
る
。
人
物
表
で
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
娘
ペ
ー
ト

ラ
は
女
教
師
（læ

rerinde

）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
今

日
で
い
う
初
等
学
校
で
教
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ペ
ー
ト
ラ
は
彼
女

の
勤
め
て
い
る
学
校
の
や
り
方
に
批
判
的
で
あ
り
（「
家
で
も
学
校

で
も
、
偽
善
が
多
す
ぎ
る
。
家
で
は
黙
っ
て
い
る
。
学
校
で
は
噓
を

教
え
て
い
る
。」「
教
師
が
自
分
で
信
じ
て
も
い
な
い
こ
と
を
沢
山
教

え
込
ん
で
い
る
。」）、
可
能
な
ら
、
彼
女
の
思
う
よ
う
な
教
育
を
す

る
学
校
を
作
り
た
い
と
い
う
（「
わ
た
し
に
力
が
あ
れ
ば
、
自
分
で

学
校
を
作
る
ん
だ
け
ど
。
そ
し
た
ら
全
然
ち
が
っ
た
風
に
や
っ
て
い

く
。」）。
こ
れ
が
、
劇
の
最
後
に
、
四
面
楚
歌
に
な
っ
た
ス
ト
ッ
ク

マ
ン
が
私
塾
で
貧
し
い
子
供
た
ち
に
新
し
い
教
育
を
施
そ
う
と
決

め
、
ペ
ー
ト
ラ
が
諸
手
を
あ
げ
て
応
援
す
る
こ
と
の
伏
線
に
な
っ
て

い
る
。
同
様
の
貧
し
い
子
供
た
ち
を
教
育
す
る
試
み
は
、
晩
年
作
品

の
『
小
さ
な
エ
イ
ヨ
ル
フ
』
の
最
終
場
面
で
、
一
人
息
子
を
亡
く
し

た
夫
婦
が
絶
望
か
ら
抜
け
出
す
た
め
の
最
後
の
手
段
に
な
っ
て
い
る

が
、
イ
プ
セ
ン
が
当
時
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
公
教
育
制
度
を
必
ず
し
も

肯
定
的
に
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
、『
人
民
の
敵
』
の
中
で
批
判
的
に
言
及
さ
れ
る
モ
ル
テ
ン
の
担

任
の
教
師
の
名
前
が
、
レ
レ
ル
ンR

ørelund

と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
レ
レ
ル
ン
は
、『
社
会
の
柱
』（
一
八
七

七
）
で
女
子
に
道
徳
を
講
じ
、
明
確
に
イ
プ
セ
ン
の
批
判
の
対
象
に

さ
れ
て
い
る
教
師
で
あ
る
。
ま
た
イ
プ
セ
ン
は
、
イ
タ
リ
ア
で
教
育

を
受
け
た
息
子
の
シ
ー
グ
ル
が
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
大
学
の
第
一
学
年
で

課
せ
ら
れ
る
資
格
試
験
を
免
除
さ
れ
な
い
こ
と
で
、
教
務
省
に
強
く

抗
議
し
た
が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
息
子
を
イ
タ
リ
ア
の
大
学
に
入
れ

て
も
い
る
。

ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
も
日
本
で
も
、
す
で
に
中
世
期
に
種
々
の
形
の
教

育
機
関
は
存
在
し
た（25
（

。
だ
が
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
初
等
教
育
が
始
ま
る
の

は
デ
ン
マ
ー
ク
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
王
ク
リ
ス
チ
ア
ン
六
世
治
下
の
一

七
三
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
国
王
は
教
育
に
熱
心
な
宗
派
で
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あ
る
敬
虔
主
義
を
奉
じ
て
い
て
一
七
三
九
年
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
学
校

法
令
を
発
動
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
七
歳
か
ら
堅
信
礼
ま
で
の
児

童
が
学
ぶ
学
校
が
設
立
さ
れ
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
こ
の
年
を
初
等

学
校
誕
生
の
年
と
し
て
い
る
か
ら
、
一
九
八
九
年
に
は
二
百
五
十
年

記
念
の
祝
典
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
学
校
の
多
く
は
、
一
定
時
期

に
一
定
の
場
所
で
開
か
れ
る
移
動
学
校
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
十
九
世
紀
初
め
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
民
の
識
字
率
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
に
比
し
て
格
段
に
高
く
な
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
現
実
に

は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
含
ん
で
い
た
よ
う
で
、
貧
し
い
農
夫
た
ち
は

実
際
の
役
に
も
立
た
な
い
教
育
に
授
業
料
を
払
う
こ
と
に
文
句
を

い
っ
て
い
た
し
、
牧
師
た
ち
は
教
員
の
水
準
の
低
さ
と
怠
惰
に
批
判

的
で
あ
っ
た
。
教
師
た
ち
は
、
学
校
を
開
く
こ
と
が
住
民
に
歓
迎
さ

れ
ず
、
ま
た
給
料
の
低
さ
に
不
満
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
生
徒
た
ち

は
、
学
校
に
行
く
時
間
は
少
な
く
と
も
働
か
な
く
て
い
い
こ
と
を
喜

ん
で
い
た
と
い
う
。
一
八
四
八
年
に
最
初
の
共
通
教
育
法
が
都
市
に

発
令
さ
れ
、
一
八
六
〇
年
に
は
全
国
に
及
ぼ
さ
れ
た
。
一
八
六
〇
年

が
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
公
教
育
の
一
八
一
四
年
（
始
ま
り
の
年
の
意
味
）

と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
一
八
六
九
年
に
高
等
小
学
校
法
が

発
令
さ
れ
る
と
、
最
初
の
三
年
間
の
あ
と
の
六
年
間
の
中
等
学
校
が

で
き
た
。
一
八
八
二
年
に
書
か
れ
た
『
人
民
の
敵
』
の
ス
ト
ッ
ク
マ

ン
の
息
子
た
ち
モ
ル
テ
ン
と
エ
イ
リ
フ
は
十
歳
と
十
三
歳
と
な
っ
て

い
る
か
ら
、
こ
の
中
等
学
校
の
生
徒
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年

に
は
女
性
教
師
の
法
令
も
だ
さ
れ
て
い
る
。
女
性
の
教
員
給
料
は
安

く
て
す
む
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
っ
た
か
ら
、
初
め
は
裁
縫
を
教
え

る
だ
け
で
あ
っ
た
の
が
、
や
が
て
初
学
年
の
女
生
徒
の
ク
ラ
ス
を
担

当
す
る
よ
う
に
な
る
。
都
市
で
は
女
性
教
師
の
数
は
急
速
に
増
え
、

一
八
九
〇
年
に
は
国
民
学
校
（folkeskolen

）
の
六
二
％
が
女
性
教

師
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ペ
ー
ト
ラ
は
す
で
に
長
く
教
師
を
勤
め
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
か
ら
、
実
際
に
は
法
令
以
前
か
ら
女
性
教
師
は
存

在
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
の
近
代
教
育
制
度
は
、
ま
た
も
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
似
た
よ
う

な
形
と
発
展
経
過
を
も
つ
。
周
知
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
は
藩

校
、
私
塾
、
寺
子
屋
等
の
教
育
機
関
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
近
代
以
降

の
高
等
教
育
機
関
、
私
立
教
育
機
関
、
一
般
初
等
教
育
機
関
の
土
壌

を
作
っ
て
い
た
が
、
明
治
政
府
は
近
代
国
家
と
し
て
の
整
備
の
た
め

に
は
、
国
家
的
な
教
育
制
度
の
導
入
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
認
識

し
、
西
洋
諸
国
の
学
校
制
度
の
情
報
収
集
と
調
査
を
開
始
し
た
。
一

八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
文
部
省
を
設
置
、
翌
七
二
（
明
治
五
）
年

に
最
初
の
体
系
的
な
教
育
法
制
で
あ
る
「
学
制
」
を
公
布
す
る
。
こ

れ
は
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
を
参
考
に
し
た
も
の
で
、
全
国
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を
八
大
学
区
に
分
け
、
各
大
学
区
を
三
十
二
の
中
学
区
に
分
け
、
各

中
学
区
を
二
百
十
の
小
学
区
に
分
け
て
、
各
区
に
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校

を
一
校
ず
つ
置
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
全
国
で
八

つ
の
大
学
、
二
百
五
十
六
の
中
学
校
、
五
万
を
超
え
る
小
学
校
の
設

置
と
い
う
計
画
だ
っ
た
が
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
の
段
階
で
小

学
校
の
数
は
二
万
五
千
前
後
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
現
在
の
日

本
の
小
学
校
数
が
約
二
万
校
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
か

な
り
多
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
校
舎
の
四
割
は
寺
院
や
民
家
の
借

用
だ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
も
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
十
九
世
紀
初
め
こ
ろ
の

移
動
学
校
の
場
所
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る（26
（

。
こ
の
と
き
の
小
学
校

は
、
上
級
と
下
級
そ
れ
ぞ
れ
四
年
、
合
計
八
年
の
就
学
期
間
に
さ
れ

た
が
、
江
戸
期
の
寺
子
屋
は
一
～
二
年
で
あ
っ
た
か
ら
、
八
年
と
い

う
の
は
現
実
の
状
況
か
ら
か
な
り
か
け
離
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
十
年

た
っ
た
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
で
も
就
学
率
は
四
七
％
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
し
、
学
制
は
男
女
平
等
で
あ
っ
た
が
女
子
の
就
学
率
は

三
十
％
に
満
た
な
か
っ
た
。
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
に
こ
の
学

制
は
廃
止
さ
れ
新
し
い
教
育
令
が
公
布
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
就

学
期
間
を
大
幅
に
減
ら
し
て
「
学
齢
間
少
な
く
と
も
十
六
ケ
月
」
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
一
年
後
に
は
再
び
教
育
令
は
改
正
さ
れ

て
、
小
学
校
三
年
間
、
毎
年
十
六
週
以
上
の
就
学
と
さ
れ
る
。
だ
が

当
時
の
小
学
校
の
多
く
は
新
し
い
教
科
目
の
教
材
を
編
成
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
り
、
旧
来
の
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
を
出
る
こ
と
は
な

か
っ
た
ら
し
い
。
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
に
は
「
小
学
校
教
則

綱
領
」
が
公
布
さ
れ
、
近
代
的
な
教
科
目
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
教

則
で
は
小
学
校
を
初
等
科
三
年
、
中
等
科
三
年
、
高
等
科
二
年
と
し

て
、
初
等
科
で
は
修
身
の
ほ
か
読
書
、
習
字
、
算
術
、
体
操
を
科
目

と
し
た
。
中
等
科
に
お
い
て
は
そ
の
上
に
地
理
、
歴
史
、
博
物
、
物

理
、
裁
縫
な
ど
を
加
え
た
。
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
に
内
閣
制

度
が
導
入
さ
れ
文
部
大
臣
に
森
有
礼
が
つ
く
と
、
彼
は
翌
年
た
だ
ち

に
包
括
的
な
教
育
令
に
変
え
て
、
学
校
種
別
ご
と
の
政
令
「
小
学
校

令
」「
中
学
校
令
」「
師
範
学
校
令
」「
帝
国
大
学
令
」
を
公
布
す
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
に
東
京
開
成
学
校
と

東
京
医
学
校
が
合
併
し
て
で
き
て
い
た
東
京
大
学
は
帝
国
大
学
と

な
っ
た
。
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
に
京
都
帝
国
大
学
、
一
九
〇
七

（
明
治
四
〇
）
年
に
東
北
帝
国
大
学
と
つ
づ
き
、
そ
の
後
、
九
州
、

北
海
道
、
大
阪
に
も
帝
国
大
学
が
設
置
さ
れ
る
。
や
が
て
日
本
植
民

地
の
京
城
、
台
北
に
も
帝
国
大
学
は
作
ら
れ
た
。
小
学
校
は
尋
常
、

高
等
の
二
段
階
に
分
け
て
、
尋
常
小
学
校
四
年
間
の
就
学
を
国
民
の

義
務
と
定
め
た
が
、
こ
こ
に
日
本
で
初
め
て
義
務
教
育
が
法
制
上
明

確
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
地
方
の
事
情
に
よ
っ
て
は
三
年
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間
の
小
学
簡
易
科
を
設
け
て
、
そ
れ
で
義
務
教
育
を
代
替
す
る
こ
と

も
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
教
育
制
度
の
近
代
化
に
は
教
員
養
成
が
必
須
で
あ
っ

た
か
ら
、
政
府
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
学
制
発
布
の
年
に
東

京
に
直
轄
の
師
範
学
校
を
設
立
し
、
つ
づ
け
て
各
大
学
区
に
官
立
の

師
範
学
校
を
置
い
た
。
ほ
か
の
府
県
は
、
と
り
あ
え
ず
こ
れ
ら
の
学

校
の
卒
業
生
を
招
い
て
教
員
養
成
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た

が
、
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
に
各
府
県
に
師
範
学
校
設
置
を
義

務
化
し
、
翌
年
、
教
則
大
綱
に
よ
り
師
範
学
校
の
教
則
を
統
一
し

た
。
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
に
小
学
校
教
員
免
許
規
則
を
定

め
、
原
則
と
し
て
師
範
学
校
卒
業
あ
る
い
は
教
員
資
格
検
定
合
格
を

小
学
校
教
員
の
要
件
と
し
た
。
だ
が
実
際
に
は
戦
前
を
通
じ
て
、
小

学
校
の
授
業
は
多
数
の
無
資
格
の
代
用
教
員
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
て

い
た
。
か
く
し
て
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
に
「
教
育
ニ
関
ス
ル

勅
語
」
が
公
布
さ
れ
る
こ
と
で
、
日
本
の
公
教
育
は
皇
国
教
育
へ
の

方
向
に
進
む
こ
と
に
な
る
。

『
人
民
の
敵
』
の
最
終
場
面
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
貧
し
い
子
供
た

ち
の
教
育
が
実
際
に
可
能
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
に
イ

プ
セ
ン
の
一
つ
の
未
来
像
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
み
る
批
評
家
も
い

る
（
27
（

。
日
本
で
も
、
大
正
期
に
な
る
と
、
公
教
育
と
は
異
な
る
地
平

で
、
自
ら
の
初
等
教
育
の
理
念
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
教
育
者
の
試

み
が
次
々
と
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
七
）

最
後
に
も
う
一
つ
、
イ
プ
セ
ン
の
『
人
民
の
敵
』
で
暗
示
さ
れ
て

は
い
る
が
曖
昧
に
さ
れ
て
お
り
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
重

要
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
初
め
に
記
し
た
劇
中
の
説
明
不
足
の

問
題
の
一
つ
で
も
あ
る
が
、
皮
な
め
し
業
の
モ
ル
テ
ン
・
キ
ー
ル
が

ほ
か
の
住
民
か
ら
な
ん
と
な
く
差
別
的
に
み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
キ
ー
ル
を
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
は
「
あ
な
ぐ
まgrevling

」

と
呼
ぶ
。
し
か
し
キ
ー
ル
は
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
夫
人
の
養
父
で
、
夫
人

は
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
こ
の
言
葉
に
と
が
め
だ
て
を
す
る
か
ら
、
決
し

て
好
ま
し
い
あ
だ
名
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
キ
ー
ル
自
身
も
蔑
称
と

と
っ
て
い
る
よ
う
で
、
温
泉
の
経
営
委
員
会
に
自
分
を
入
れ
な
か
っ

た
町
上
層
部
の
連
中
を
恨
ん
で
い
る
。
だ
が
、
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か

の
理
由
は
だ
れ
も
口
に
し
な
い
。
キ
ー
ル
の
皮
な
め
し
工
場
は
メ
ッ

レ
ダ
ー
ル
（
水
車
谷
）
に
あ
る
が
、
そ
れ
が
汚
染
の
原
因
だ
と
し
て

ス
ト
ッ
ク
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
う
、「
メ
ッ
レ
谷
の
汚
物
の
山

―
悪
臭
を
放
っ
て
い
る
や
つ

―
そ
れ
が
メ
イ
ン
パ
イ
プ
で
給
水
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場
に
送
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
同
じ
汚
染
水
が
、
海
岸
に
流
れ

込
ん
で
い
る

―
。」

皮
な
め
し
の
意
の
英
語tanning

は
ラ
テ
ン
語
のtannãre

を
語

源
と
す
る
が（28
（

、
カ
シ
の
木
の
皮
を
指
すtannum

に
由
来
す
る
ら
し

い
。
皮
な
め
し
は
人
間
の
生
活
史
で
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
決

し
て
簡
単
な
作
業
で
も
短
時
間
で
出
来
上
が
る
も
の
で
も
な
く
、
ま

た
そ
の
悪
臭
の
た
め
に
里
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
貧
し
い
人
々
が
行
う

仕
事
と
な
っ
て
い
た
。
皮
の
な
め
し
に
は
伝
統
的
に
植
物
の
タ
ン
ニ

ン
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
近
代
に
な
る
と
特
に
軍
隊
の
装
備
に
革
製

品
を
使
う
よ
う
に
な
り
需
要
が
飛
躍
的
に
高
く
な
っ
て
皮
な
め
し
に

も
、
よ
り
早
く
簡
単
に
行
わ
れ
る
た
め
の
改
革
が
必
要
に
な
っ
た
。

現
在
は
ク
ロ
ム
に
よ
る
皮
な
め
し
が
八
割
を
占
め
る
と
い
う
が
、
こ

れ
は
一
八
五
八
年
に
ク
ナ
ッ
プ
（K

napp

）
が
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、鉄
、

ク
ロ
ム
の
塩
に
皮
を
浸
す
こ
と
を
提
唱
し
た
の
が
始
ま
り
で
、
一
八

八
四
年
に
シ
ュ
ル
ツ
（Schultz

）
が
重
ク
ロ
ム
酸
塩
と
塩
酸
に
よ

る
二
浴
法
な
め
し
を
発
表
し
て
か
ら
実
用
化
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
後

デ
ニ
ス
（D

ennis

）
が
あ
ら
か
じ
め
還
元
し
て
調
整
し
た
塩
基
法

ク
ロ
ム
塩
溶
液
を
使
用
す
る
一
浴
法
な
め
し
を
開
発
し
て
皮
な
め
し

は
飛
躍
的
に
早
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
の
な
め
し
法
の
基

礎
が
築
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
当
初
は
六
価
ク
ロ
ム
が
使
わ
れ
そ
の

毒
性
が
問
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
毒
性
の
低
い
三
価
ク
ロ
ム
が

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
障
害
の
報
告
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
と
い

う
。
し
か
し
毒
性
が
低
い
と
は
い
え
、
規
制
の
対
象
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
昔
の
植
物
タ
ン
ニ
ン
を
使
用
す
る
皮
な
め
し
業
者
も
出
て
き

て
い
る
。

ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
新
イ
プ
セ
ン
全
集
の
注
釈
に
は
、
キ
ー
ル
に
関
し

て
も
彼
の
職
業
に
関
し
て
も
、
ま
た
彼
の
あ
だ
名
に
つ
い
て
も
、
特

別
な
社
会
的
意
味
が
あ
る
か
ど
う
か
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

キ
ー
ル
が
町
の
住
民
か
ら
あ
る
種
の
差
別
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
、

皮
な
め
し
の
悪
臭
が
当
時
の
社
会
で
ど
う
扱
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い

て
も
不
問
で
あ
る（29
（

。

日
本
で
は
、
皮
な
め
し
は
伝
統
的
に
被
差
別
部
落
民
の
仕
事
で

あ
っ
た
。
明
治
に
な
り
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
軍
隊
が
整
備
さ

れ
る
と
、
兵
隊
の
靴
、
背
嚢
、
バ
ン
ド
、
馬
の
鞍
な
ど
に
皮
が
必
要

と
な
り
、
ま
た
人
々
の
近
代
生
活
で
は
革
製
品
の
需
要
が
高
ま
っ
た

か
ら
、
や
が
て
東
京
の
下
町
は
ず
れ
に
は
五
、
六
軒
の
工
場
が
で
き

た
と
い
う
。
だ
が
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
の
「
魚
獣
化
製
場
取

締
規
則
」
の
制
定
に
よ
り
、「
魚
獣
ヲ
原
料
ト
為
シ
、
油
、
脂
肪
、

膠
、
鞣
、
肥
料
其
他
工
業
材
料
ヲ
製
造
ス
ル
」
業
者
は
市
内
の
建
設

を
許
さ
ず
、
す
で
に
存
在
す
る
業
者
は
十
年
後
の
一
九
〇
一
（
明
治
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三
四
）
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
市
外
へ
の
移
転
を
命
じ
ら
れ

た
。
明
治
末
期
に
は
皮
工
場
の
数
は
三
十
軒
ほ
ど
に
な
り
、
一
九
二

二
（
大
正
一
一
）
年
こ
ろ
に
は
六
十
軒
近
く
に
増
え
て
い
た
と
い
う

が
、
同
時
期
の
都
市
の
近
代
的
発
展
は
著
し
く
、
関
東
大
震
災
後
の

東
京
の
新
都
市
計
画
に
よ
っ
て
皮
革
業
者
は
再
び
市
街
地
の
外
に
移

転
を
強
制
さ
れ
た
。
こ
の
こ
ろ
東
京
府
の
調
査
で
、「
皮
革
工
場
、

油
工
場
、
骨
工
場
地
に
し
て
、
異
様
の
異
臭
鼻
を
つ
く
。
溝
、
川
へ

皮
の
く
ず
流
れ
水
の
流
れ
悪
し
。
特
に
夏
に
於
て
は
不
衛
生
な
り
」

と
い
う
報
告
が
出
さ
れ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
一
九
三
一
（
昭
和

六
）
年
に
ま
た
も
や
政
府
か
ら
、
東
京
湾
岸
の
埋
め
立
て
地
に
一
九

四
〇
年
ま
で
に
移
転
せ
よ
と
い
う
強
制
移
転
命
令
が
出
さ
れ
る
。
都

内
の
皮
革
業
者
た
ち
は
今
度
は
徹
底
的
に
抵
抗
し
、
内
務
省
、
警
視

庁
、
そ
し
て
最
大
の
皮
革
需
要
先
で
あ
っ
た
陸
軍
省
な
ど
に
陳
情
を

く
り
返
し
て
そ
の
命
令
の
撤
回
を
勝
ち
取
っ
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く

最
終
的
に
は
陸
軍
省
の
意
向
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ

れ
る
。
国
民
皆
兵
の
制
度
の
た
め
に
は
被
差
別
部
落
民
の
差
別
を
解

消
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
軍
隊
に
他
の
市
民
と
同
等
に
徴
兵
さ
れ
る

こ
と
で
部
落
民
は
新
時
代
の
平
等
性
を
喜
ん
だ
が
、
し
か
し
軍
隊
内

で
の
現
実
は
彼
ら
の
被
差
別
状
況
を
一
層
高
め
る
も
の
で
し
か
な

か
っ
た
し
、
非
衛
生
的
と
か
悪
臭
と
か
の
理
由
で
、
皮
革
業
者
の
差

別
的
な
扱
い
に
変
化
が
生
じ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
。

『
人
民
の
敵
』
の
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
は
、
も
ち
ろ
ん
悪
意
は
な
い
だ

ろ
う
が
、
人
を
差
別
的
に
呼
ん
で
か
ら
か
う
こ
と
に
平
気
で
あ
る
。

第
四
幕
の
町
民
相
手
の
演
説
会
で
も
、
今
日
の
基
準
か
ら
は
明
ら
か

に
人
種
差
別
と
み
ら
れ
る
発
言
を
何
の
躊
躇
も
な
く
口
に
し
て
い

る
。
イ
プ
セ
ン
は
、
自
分
は
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
と
同
じ
考
え
を
も
っ
て

い
る
が
、
私
な
ら
た
め
ら
う
よ
う
な
態
度
振
る
舞
い
を
ス
ト
ッ
ク
マ

ン
は
平
気
で
行
う
と
い
っ
て
い
た
。
だ
が
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
人
種
差

別
的
な
言
動
を
批
判
的
に
み
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な

い
。
十
九
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
男
女
間
の
差
別
解
消
運

動
は
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
て
も
（
周
知
の
よ
う
に
、
イ
プ
セ
ン
の
『
人

形
の
家
』
は
、
そ
の
運
動
を
推
進
し
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
た
）、

人
種
や
職
業
な
ど
の
差
別
に
反
対
す
る
運
動
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
現
れ

て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
が
演
説
で
雑
種
犬
と

プ
ー
ド
ル
犬
の
違
い
や
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
地
鶏
と
日
本
や
ス
ペ
イ
ン

の
鶏
の
違
い
を
例
に
引
い
て
、
多
数
の
愚
鈍
な
大
衆
と
少
数
の
選
ば

れ
た
知
識
人
の
い
ず
れ
が
優
れ
た
判
断
を
す
る
か
自
明
の
こ
と
だ
ろ

う
と
言
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
当
時
の
読
者
、
観
客
は
そ
れ
を
差
別

意
識
と
し
て
非
難
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
発
表
当

時
の
『
人
民
の
敵
』
の
批
評
で
も
そ
れ
を
問
題
に
し
た
も
の
は
ほ
と
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ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
歴
史
上
の
作
品
あ
る
い
は
言
動
に
関
し

て
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
批
評
、
評
価
の
基
準
を
ど
こ
に
置
く
べ
き

か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
が
、
戯
曲
の
場
合
は
他
の
芸
術
作
品
と

は
異
な
る
批
評
方
法
が
要
求
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
戯
曲
は

上
演
す
る
こ
と
で
十
全
な
享
受
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
以
上
、
今

日
の
上
演
の
場
合
、
一
般
の
観
客
が
そ
れ
に
ど
う
反
応
す
る
か
を
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
ー
サ
ー
・
ミ
ラ
ー
は
、

人
種
差
別
的
発
言
が
黒
人
差
別
を
意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
た
め

に
、
彼
の
台
本
で
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
差
別
的
な
発
言
を
削
除
し
た
の

だ
と
思
わ
れ
る
。

た
し
か
に
現
在
の
日
本
で
は
、
被
差
別
部
落
の
存
在
や
そ
の
住
民

の
状
況
に
つ
い
て
無
知
で
あ
っ
た
り
ほ
と
ん
ど
意
識
の
範
囲
に
入
っ

て
い
な
い
者
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
同
和
教

育
に
つ
い
て
も
、
俗
に
い
う
「
寝
た
子
を
起
こ
す
」
こ
と
に
な
る
と

い
う
反
対
論
も
あ
る
。
こ
れ
は
地
域
に
も
よ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が

ど
こ
に
お
い
て
も
、
皮
な
め
し
業
と
聞
く
だ
け
で
部
落
問
題
を
意
識

す
る
も
の
が
い
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、『
人
民
の

敵
』
を
上
演
す
る
際
に
、
こ
こ
に
登
場
す
る
皮
な
め
し
業
の
人
物
を

今
の
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
み
る
か
、
ど
う
み
る
べ
き
か
、
そ
の
こ
と
に

対
す
る
文
化
社
会
学
的
視
点
は
当
然
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

（
八
）

『
人
民
の
敵
』
の
中
で
も
っ
と
も
効
果
的
で
、
こ
の
劇
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
と
も
い
う
べ
き
場
で
あ
る
第
四
幕
の
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
演

説
を
ど
う
扱
う
か
。
そ
れ
は
、『
人
民
の
敵
』
の
上
演
を
試
み
る
と

き
に
は
、
ど
の
よ
う
な
演
出
で
あ
ろ
う
と
も
問
わ
れ
る
問
題
で
あ

る
。
本
論
文
で
は
、
こ
の
劇
を
上
演
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
ど
の
よ

う
な
視
点
か
ら
こ
の
劇
の
今
日
的
な
意
味
合
い
を
探
る
必
要
が
あ
る

か
を
み
て
き
た
が
、
最
後
に
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
演
説
を
ど
う
解
釈

す
べ
き
か
筆
者
の
個
人
的
見
解
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

た
と
え
ば
足
尾
鉱
毒
事
件
の
場
合
、
古
河
市
兵
衛
は
損
害
に
た
い

す
る
補
償
は
進
ん
で
行
う
と
し
、
も
し
そ
の
損
害
が
住
居
、
田
畑
の

移
動
を
必
要
と
す
る
な
ら
そ
の
費
用
も
負
担
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。

だ
が
そ
れ
は
あ
く
ま
で
足
尾
採
鉱
の
操
業
を
続
け
る
こ
と
が
前
提
で

あ
り
、
続
け
る
た
め
の
対
策
、
方
策
と
し
て
補
償
問
題
を
も
ち
出
し

た
の
で
あ
っ
た
。
政
府
が
汚
染
対
策
工
事
を
命
じ
た
こ
と
も
、
そ
れ

を
忠
実
に
遂
行
し
た
と
古
河
が
自
賛
す
る
の
も
鉱
業
自
体
の
持
続
の

た
め
で
あ
り
、
汚
染
の
度
合
い
を
弱
め
る
こ
と
に
は
な
っ
て
も
汚
染
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の
根
源
を
絶
つ
こ
と
で
は
な
い
。
水
俣
病
事
件
も
原
発
問
題
も
同
じ

様
相
を
も
つ
と
こ
ろ
が
あ
る
。

一
体
、
汚
染
の
た
め
の
汚
染
が
あ
る
は
ず
は
な
く
、
そ
れ
は
別
の

重
要
と
す
る
事
柄
（
そ
れ
は
人
間
に
か
か
わ
る
こ
と
だ
け
だ
が
）
か

ら
必
要
悪
と
し
て
生
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
ど
ち
ら
を
と
る
か
は
損
益

の
度
合
い
に
よ
る
と
さ
れ
て
き
た
し
、
ま
た
さ
れ
て
い
る
。
足
尾

も
、
単
に
古
河
個
人
の
利
益
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
農
民
を
苦

し
め
て
ま
で
個
人
の
利
益
を
求
め
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
近
代
で
は

許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
足
尾
の
採
鉱
は
、
被
害
を
受
け
る
農
民

よ
り
も
は
る
か
に
多
数
を
占
め
る
国
民
全
体
の
利
益
を
生
じ
さ
せ
る

と
思
わ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
政
府
は
そ
の
根
因
を
絶
つ
べ
き
と
は
せ

ず
、
代
わ
り
に
被
害
者
へ
の
補
償
問
題
を
も
ち
出
す
。
こ
れ
が
近
代

の
環
境
汚
染
の
場
合
、
大
方
に
通
じ
る
視
点
で
あ
る
。
そ
れ
を
田
中

正
造
は
指
摘
し
て
、
農
民
に
補
償
を
は
っ
き
り
と
拒
否
す
る
よ
う
説

得
し
て
い
た
。
実
際
に
は
、
結
局
、
補
償
問
題
で
解
決
さ
せ
ら
れ
た

の
で
は
あ
る
が
、
問
題
の
視
点
は
明
確
に
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
直

接
に
足
尾
銅
山
の
恩
恵
を
う
け
て
い
た
足
尾
町
の
人
々
が
操
業
停
止

に
反
対
し
て
農
民
の
運
動
に
た
い
す
る
反
対
運
動
を
行
っ
た
の
は
、

原
発
の
立
地
町
で
は
原
発
な
し
で
は
生
活
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て

い
る
た
め
に
、
背
に
腹
は
か
え
ら
れ
な
い
状
態
で
原
発
存
続
を
求
め

て
い
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
水
俣
で
も
チ
ッ
ソ
会
社
の
補

償
金
は
も
ら
っ
た
家
族
に
と
っ
て
大
き
な
収
入
に
な
っ
て
い
る
か

ら
、
そ
れ
で
生
活
は
一
変
し
た
も
の
が
多
い
と
い
う
。

こ
の
構
造
は
、
い
っ
た
ん
金
が
入
る
と
そ
れ
に
依
存
し
て
も
は
や

そ
れ
な
く
し
て
は
生
活
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
も
意
味
す
る

が
、
昔
の
貧
困
生
活
に
戻
る
こ
と
を
選
択
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
代
生
活
の
問
題
や
矛
盾
を
い
く
ら
指
摘
し
て

も
そ
れ
以
前
の
生
活
に
戻
る
こ
と
を
肯
定
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い

な
い
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
現
状
を
批
判
す
る
批
評
家
た
ち
も
昔
の

生
活
に
戻
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
こ
と
は
な
い
。
昔
は
よ
か
っ
た
と

い
っ
て
も
、
あ
の
生
活
に
戻
り
た
い
と
は
思
わ
な
い
の
と
同
じ
で
、

そ
れ
は
、
い
っ
た
ん
大
人
に
な
れ
ば
い
く
ら
子
供
時
代
を
懐
か
し
ん

で
も
子
供
に
戻
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
じ
か
も
し
れ

な
い
。
子
供
に
戻
れ
な
い
の
は
論
理
的
、
物
理
的
に
不
可
能
な
の
だ

が
、
昔
の
生
活
に
戻
ろ
う
と
し
な
い
の
も
、
し
な
い
の
で
は
な
く
で

き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
電
気
の
な
い
生
活
ど
こ
ろ

か
、
い
ま
や
冷
暖
房
の
な
い
生
活
に
さ
え
戻
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
の

は
、
実
は
戻
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。『
人
民
の
敵
』
で
は
、

汚
染
の
原
因
の
皮
な
め
し
工
場
を
な
く
す
べ
き
だ
と
い
う
理
屈
は
ス

ト
ッ
ク
マ
ン
に
も
出
て
こ
な
い
し
、
な
め
し
工
場
の
持
ち
主
で
あ
る
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キ
ー
ル
は
そ
れ
を
思
い
も
し
な
い
。
こ
れ
は
劇
中
人
物
の
問
題
な
の

か
、
イ
プ
セ
ン
の
問
題
な
の
か
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
も
汚
染
問
題

は
汚
染
対
策
の
問
題
で
し
か
な
く
、
汚
染
の
根
源
を
絶
つ
こ
と
は
皮

な
め
し
自
体
の
否
定
に
な
り
革
製
品
の
使
用
の
否
定
に
な
る
か
ら
、

あ
る
意
味
で
近
代
生
活
の
否
定
と
な
る
。
だ
か
ら
そ
こ
ま
で
は
要
求

し
な
い
。
こ
れ
も
キ
ー
ル
家
が
代
々
こ
れ
で
生
計
を
立
て
、
こ
れ
で

財
産
を
築
い
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
自
ら
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て
町

の
利
益
を
図
ろ
う
と
は
考
え
な
い
し
、
そ
れ
を
何
人
も
強
要
ど
こ
ろ

か
示
唆
す
る
こ
と
さ
え
念
頭
に
浮
か
ば
な
い
。
い
っ
た
ん
原
発
で

潤
っ
た
町
の
人
々
が
原
発
な
し
の
状
況
に
戻
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
を

だ
れ
が
非
難
で
き
よ
う
か
。
た
だ
昔
の
生
活
に
戻
れ
な
い
の
は
個
人

の
問
題
だ
が
、
原
発
や
他
の
汚
染
問
題
は
個
人
の
利
益
が
他
の
被
害

に
な
る
が
ゆ
え
に
許
さ
れ
な
い
と
い
う
論
理
も
成
り
立
つ
。
し
か
し

そ
れ
は
多
数
の
た
め
に
は
少
数
の
利
益
は
犠
牲
に
す
る
べ
き
だ
と
い

う
理
屈
に
な
ら
な
い
か
。
こ
れ
が
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
多
数
対
少
数
の

問
題
の
根
幹
で
あ
る
。

ス
ト
ッ
ク
マ
ン
は
、
少
数
派
は
常
に
正
し
い
、
絶
対
多
数
は
真
理

を
認
め
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
。
自
称
リ
ベ
ラ
ル
派
は
、
こ
の
少
数

派
に
つ
く
こ
と
を
恐
れ
て
絶
対
多
数
を
志
向
す
る
と
ス
ト
ッ
ク
マ
ン

は
批
判
す
る
。
だ
が
彼
の
論
理
は
近
代
の
民
主
主
義
の
否
定
に
な

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
当
時
か
ら
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
意
見
は
賛
否
の
対
象

に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
い
ま
で
も
現

実
に
多
数
派
の
利
己
的
な
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
人
が
犠
牲
に
さ
れ
る

こ
と
が
あ
と
を
絶
た
な
い
社
会
で
は
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
論
理
は
諸

手
を
あ
げ
て
歓
迎
さ
れ
る
。
多
数
派
の
横
暴
は
今
日
で
も
多
く
の
国

で
切
実
な
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
批
判
す
る
よ
う

な
状
況
が
決
し
て
想
像
の
産
物
で
な
い
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う
。
そ

れ
で
も
、
絶
対
多
数
は
常
に
個
人
の
表
現
の
自
由
を
妨
害
し
真
実
を

認
め
よ
う
と
し
な
い
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
、
現
在
の
世
界
の
一
般

的
理
念
に
反
す
る
。
た
し
か
に
、
一
部
が
徒
党
を
組
ん
で
彼
ら
の
信

念
に
反
す
る
言
動
を
行
う
個
人
や
少
数
を
非
難
し
暴
力
的
に
抹
殺
し

よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
よ
り
一
般
的
に
、
民
主
主
義
が

爛
熟
、
腐
敗
す
る
と
衆
愚
主
義
に
な
る
こ
と
も
歴
史
の
教
え
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
虐
げ
ら
れ
て
き
た
個
人
な
り
真
実
発
見

者
が
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
科
学
的
発
見
の
多
く
が
、
近
代
以

前
は
い
わ
ず
も
が
な
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
も
先
ず
は
弾
圧
を
受
け

た
。
そ
れ
も
多
数
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
ず
に
そ
う
な
っ
た
こ
と
を
否

定
で
き
な
い
。

だ
が
そ
れ
で
も
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
少
数
派
は
常
に
正
し
い
と
い

う
い
い
方
は
、
比
喩
的
に
は
い
え
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実
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に
そ
う
だ
と
す
る
こ
と
は
、
い
ま
だ
民
主
主
義
以
外
に
適
切
な
政
治

制
度
を
も
た
な
い
世
界
に
お
い
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
イ
プ
セ
ン
は
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
を
や
や
喜
劇
的
な
人
物
に
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
彼
の
主
張
が
極
端
で
あ
る
こ
と
を
イ
プ
セ
ン
は

わ
き
ま
え
て
い
る
と
同
時
に
、
少
数
派
で
あ
る
こ
と
を
引
き
受
け
る

と
は
少
数
で
徒
党
を
組
む
の
で
は
な
く
孤
立
を
恐
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
と
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
に
い
わ
せ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
ア
ー

サ
ー
・
ミ
ラ
ー
の
解
釈
は
必
ず
し
も
イ
プ
セ
ン
を
離
れ
た
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
、
こ
の
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
言
葉
は
、
今
日
も
昔
と
同
じ

く
、
肯
定
、
否
定
の
対
象
と
し
て
、
人
と
場
合
に
よ
る
と
す
る
し
か

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
ベ
ル
リ
ン
の
劇
団
シ
ャ
ウ
ビ
ュ
ー
ネ

の
『
人
民
の
敵
』
上
演
の
よ
う
に
（
注
8
参
照
）、
こ
れ
を
議
論
の

対
象
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
結
局
は
相
対
主
義
的
立
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
今
の

世
界
の
趨
勢
だ
と
い
え
ば
そ
う
な
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
ス
ト
ッ
ク

マ
ン
の
主
張
の
裏
に
は
、
よ
り
現
実
的
な
真
実
が
含
ま
れ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
数
派
が
正
し
い
と
い
う
こ
と

が
、
ど
の
よ
う
な
問
題
で
も
そ
う
な
る
の
で
は
な
く
そ
の
よ
う
な
場

合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
な
ら
、
こ
れ
を
一
般
論
の
よ
う

に
提
出
し
て
い
る
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
が
誤
り
に
聞
こ
え
る
の
は
当
然
だ

ろ
う
。
し
か
し
多
数
に
よ
る
少
数
の
抑
圧
は
今
日
の
世
界
で
ま
す
ま

す
多
く
の
事
例
を
見
せ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
い
っ
そ
う
明
白
か

つ
真
実
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
多
数
の
た
め
の
少
数
の
犠
牲
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
民
主
主
義
体
制
も
、
少
数
派
を
尊
重
す
る
と
い
っ

て
も
結
局
の
と
こ
ろ
「
絶
対
多
数
の
絶
対
幸
福
」
の
原
理
を
土
台
と

し
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
少
数
を
常
に
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
し
か
し
多
数
で
あ
れ
少
数
で
あ
れ
個
人
の
集
ま
り
で
あ
る
以

上
、
最
終
的
に
は
個
人
の
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
多
数
の
幸
福
と

は
、
別
の
個
人
を
犠
牲
に
し
て
自
ら
の
利
益
を
図
っ
て
い
る
こ
と
に

他
な
ら
な
く
な
る
。
少
数
派
は
常
に
正
し
い
と
い
う
ス
ト
ッ
ク
マ
ン

の
主
張
は
少
数
派
が
常
に
犠
牲
に
な
る
こ
と
の
批
判
で
あ
り
、
そ
れ

を
い
さ
さ
か
挑
発
的
に
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。だ

が
、
常
に
少
数
派
の
利
益
も
考
慮
し
て
物
事
を
決
め
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
全
員
賛
成
で
な
い
か
ぎ
り
多
数
決
に
よ
っ
て
決
め

る
し
か
な
く
、
そ
れ
は
必
然
的
に
少
数
の
利
益
を
犠
牲
に
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
に
は
必

ず
し
も
関
係
し
な
い
が
ゆ
え
に
（
た
と
え
ば
、
原
発
を
や
め
る
こ
と
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を
多
数
が
望
め
ば
、
原
発
の
町
の
少
数
の
人
々
の
利
益
は
無
視
さ
れ

る
）、
少
数
派
の
抑
圧
は
社
会
の
営
み
の
原
理
的
な
問
題
で
あ
る
。

原
理
的
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
解
決
法
を
も
た
な
い
。
お

そ
ら
く
唯
一
の
解
決
法
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
提
唱
し
た
「
哲
人
政
治
」

だ
ろ
う
が
、
哲
人
は
や
が
て
暴
君
に
な
る
こ
と
が
必
然
で
あ
る
こ
と

も
人
間
の
歴
史
は
示
し
て
い
る
。

（
付
記
）

二
〇
一
六
年
一
一
月
―
一
二
月
に
開
催
さ
れ
た
東
京
国
際
イ
プ
セ

ン
演
劇
祭
で
、
私
は
イ
プ
セ
ン
作
『
人
民
の
敵
』（
一
八
八
二
）
の

翻
案
劇
（「
人
民
の
敵
」
変
奏
曲
『
社
会
の
敵
は
だ
れ
だ
』）
を
演
出

上
演
し
た
（
一
一
月
二
六
日
二
七
日
於
あ
う
る
す
ぽ
っ
と
）。
翻
案

と
い
う
の
は
、『
人
民
の
敵
』
に
含
ま
れ
る
社
会
問
題
を
一
九
七
〇

年
代
の
日
本
の
状
況
に
移
し
直
し
、
登
場
人
物
も
幾
人
か
は
削
除
し

た
り
追
加
し
た
り
し
て
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
身
近
な
問
題
劇
に
仕

立
て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
原
作
に
含
ま
れ
る
問
題
の

ノ
ル
ウ
ェ
ー
お
よ
び
日
本
に
お
け
る
意
味
を
調
べ
考
察
し
た
が
、
本

論
は
、
そ
の
と
き
の
内
容
を
基
と
し
て
い
る
。
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マ
イ
ヤ
ー
演
出
）
で
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ト
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演
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中
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客
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ス
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マ
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の
視
点
に
つ
い
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問
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け
る
も
の
だ
っ

た
。
翌
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に
は
ス
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劇
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で
新
演
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の
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ま
た
、
二
〇
一

五
年
の
香
港
芸
術
祭
に
は
、『
人
民
の
敵
』
に
触
発
さ
れ
た
舞
台
が

上
演
さ
れ
、
同
じ
年
、
東
京
で
も
、
二
つ
の
『
人
民
の
敵
』
の
舞

台
が
み
ら
れ
た
。
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一
八
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二
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一
月
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付
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eorg  B
randes

宛
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（
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た
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え
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、
劇
中
、
次
の
よ
う
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対
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答
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あ
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事
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よ
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か
。（
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ス
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マ
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兄
弟
の
仲
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何
の
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よ
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。（
c
）
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リ
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の
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女
と
な
り
、
ど
う
し
て
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
に
嫁
い
だ
の
か
。（
d
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そ

の
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排
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う
で
あ
る

の
は
、
な
ぜ
か
。
皮
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め
し
業
で
あ
る
こ
と
と
か
か
わ
り
が
あ
る

か
。（
e
）
温
泉
施
設
の
経
営
委
員
長
を
町
長
が
務
め
て
い
る
の
は
、

こ
れ
が
町
営
で
あ
る
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
私
営
で
あ
る
が
町
長
が

い
ち
ば
ん
の
株
主
だ
か
ら
か
。（
f
）
キ
ー
ル
が
、
下
落
し
た
温
泉

施
設
の
株
を
買
い
占
め
る
の
は
、
こ
の
町
の
証
券
会
社
を
通
し
て

か
個
人
的
な
取
引
に
よ
る
の
か
。（
g
）
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
は
、
演
説

会
の
後
、
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所
医
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の
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を
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雇
さ
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町
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を
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こ

と
も
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保
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娘
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ー
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雇
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よ
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生
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て
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と
が
で
き
る
か
。
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藤
木 

宏
幸
「
花
房
柳
外
と
様
式
演
劇
」『
共
立
女
子
大
学
文
芸
学

部
「
紀
要
」
第
19
輯
』、
一
九
七
二
年
三
月
。

（
13
）　

演
劇
取
締
規
則　

明
治
三
十
三
年
十
一
月
庁
令
第
四
一
号

第
三
十
三
条　

左
ノ
各
号
ニ
該
当
ス
ル
演
芸
ヲ
為
シ
又
ハ
興
行 

 

　
　

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

一　

妄
ニ
時
事
ヲ
風
刺
シ
又
ハ
政
談
ニ
紛
ハ
シ
キ
モ
ノ

二　

犯
罪
ノ
方
法
手
段
ヲ
誘
致
助
成
ス
ル
ノ
嫌
ア
ル
モ
ノ

三　

猥
褻
ニ
渉
ル
モ
ノ

四　

前
各
号
ノ
外
公
安
若
ハ
風
俗
ヲ
害
ス
ヘ
キ
虞
ア
ル
モ
ノ
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（
14
）　
『
二
六
新
報
』
明
治
三
五
年
四
月
一
七
日
付
に
は
、
柳
外
自
身
の

こ
の
上
演
に
つ
い
て
の
解
説
記
事
が
載
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
柳

外
は
、
彼
の
意
図
が
西
洋
の
純
粋
な
正
劇
（
ド
ラ
マ
）
を
見
せ
る

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
述
べ
、
同
時
に
上
演
し
た
『
夕
霧
伊
左
衛
門
』

も
チ
ョ
ボ
な
し
の
正
劇
風
に
や
っ
た
こ
と
を
見
て
ほ
し
い
と
書
い

て
い
る
。

（
15
）　H

avelock  E
llis, ed.,  T

he Pillars of Society and O
ther Plays, 

London,  W
alter  Scott, 1888.

所
収
。
同
じ
訳
が
ウ
イ
リ
ア
ム
・

ア
ー
チ
ャ
ー
の
編
集
し
た
イ
プ
セ
ン
劇
選
集
に
収
録
さ
れ
た
と
き

は
、A

n E
nem

y of the People
と
題
名
を
変
え
て
い
る
（O

xford 
Ibsen,  Vol.  V

I,  trans. &
  ed.  J.  W

.  M
c  F

arlane,  London: 
O
xford  U

niv.  Press, 1960,  p.426

）

（
16
）　

H
enrik Ibsens sam

lede verker,  hundreårsutgave,  ved 
F
rancis  B

ull,  H
alvdan  K

oh
t,  D

idrik  A
ru0  Seip,  O

slo: 
G
yldendal  N

orsk  Forlag,  N
iende  bind, 1932

（
17
）　

R
uud,  Johan  T. 

（1968

）:  H
elgoländer w

issenschaftliche 

M
eeresuntersuchungen 

［H
elgoland  M

arine  R
esearch

］, 
A
pril 1968,  Volum

e 17,  Issue 1,  p.457.
 

　

こ
こ
に
、
オ
ス
ロ
湾
の
生
物
学
研
究
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
動
物

学
者O
. F.  M

üller

の
研
究
な
ど
に
よ
り
、
十
八
世
紀
終
わ
り
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
一
八
六
五
年

のG
. O

. Sars

の
研
究
に
つ
づ
く
。
一
八
九
七
年
に
は
、J.  H

jort

の

動
物
学
的
研
究
が
あ
り
、
彼
は
、H

. H
. G
ran

と
と
も
に
、
フ
ィ
ヨ

ル
ド
の
水
路
学
的
調
査
を
初
め
て
行
い
、G

ran

は
植
物
プ
ラ
ン
ク

ト
ン
の
研
究
を
始
め
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

（
18
）　
『
ブ
ラ
ン
』
第
五
幕
に
あ
る
（H

enrik Ibsens skrifter 5,  E
pisk 

B
rand, B

rand, Peer G
ynt,  O

slo:  A
schehoug, 2007, 

［B
rand, 

Fem
te  handling

］  s.457.

）。

 

　

こ
の
事
実
を
指
摘
し
た
イ
プ
セ
ン
研
究
書
、
解
説
を
わ
た
し
は

知
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
『
酸
性
雨
』（
岩
波
新
書
一
九
九

二
年
）
の
著
者
石
弘
之
氏
か
ら
教
わ
っ
た
。

（
19
）　R

ønning,  F. 

（2001: “
E
nvironm

ental  health  and  industry 
pollution  in  the 1890 s”  T

idsskrift for den norske legeforening 

［0029

―2001

］  S
toresu

n
d,  år:2001  V

olu
m

:121  h
efte:30 

side:3561

― 5

）
に
よ
れ
ば
、
中
央
の
医
療
当
局
も
地
方
の
医
療
当

局
も
必
要
と
さ
れ
る
専
門
的
影
響
を
与
え
る
に
足
る
能
力
を
も
っ

て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
の
保
健
所
は
一

八
九
〇
年
代
に
は
か
な
り
権
威
の
あ
る
対
応
を
し
て
い
た
と
い
う
。

だ
が
そ
の
数
年
後
に
は
、
新
し
い
工
業
発
展
の
背
景
と
な
る
強
力

な
経
済
的
か
つ
政
治
的
な
利
害
の
た
め
に
、
健
康
面
は
軽
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
現
れ
て
き
た
中
核
的
な
汚
染
問
題
は
、

し
た
が
っ
て
、
約
一
世
紀
の
間
、
放
置
さ
れ
て
き
た
。

（
20
）　B

jørn  H
em

m
er,  Ibsen K

unstnerens vei,  B
ergen:  V

igm
ostad 

B
jørke  Ibsen- m

useene  i  N
orge

、2003,  p.283.
（
21
）　

以
下
の
足
尾
鉱
毒
事
件
お
よ
び
古
河
市
兵
衛
に
関
す
る
記
述
は
、

主
に
次
の
文
献
に
よ
っ
た
。
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高
岩 

安
太
郎
『
足
尾
銅
山
景
況
一
斑
』
東
京
、
大
成
社
、
一
八
九

七
年
。［『
明
治
前
期
産
業
発
達
史
資
料
別
冊
91
（
1
）』
明

治
文
献
資
料
刊
行
会
、
一
九
七
一
年
。］

「
小
伝 
・
古
河
市
兵
衛
」『
財
界
人
思
想
全
集
３　

経
営
管
理
観
』

野
田
一
夫
編
集
・
解
説
、
東
京
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一

九
七
〇
年

田
村 

紀
雄
『
鉱
毒
農
民
物
語
』
東
京
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
五

年
。

森
長 

英
三
郎
『
足
尾
鉱
毒
事
件　

上
下
』、
東
京
、
日
本
評
論
社
、

一
九
八
二
年
。

山
本 

武
利
『
公
害
報
道
の
原
点
：
田
中
正
造
と
世
論
形
成
』
東
京
、

お
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
六
年

『
田
中 

正
造
選
集
㈢
』、
東
京
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
解
説

安
在
邦
夫
。

由
井 

常
彦
監
修
『
人
物
で
読
む
日
本
経
済
史　

第
5
巻　

古
河
市

兵
衛
翁
伝
』
東
京
、
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
八
年

 

田
中
正
造
と
足
尾
鉱
毒
事
件
（
詳
細
年
表
）

 

　
　
　

http:// w
w
w8. plala. or. jp/ kaw

akiyo/ kiyo44_01. htm
l

（
22
）　

以
下
の
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
日
本
の
金
融
制
度
の
歴
史
の
記
述
は
、

次
の
文
献
を
主
に
参
照
し
た
。

 
H
istory  of  O

slo  B
ørs,  the: 

http:// w
w
w
. oslobors. no/ ob_ eng/ O

slo

―B
oers/ A

bout

―

O
slo

―B
oers/ T

he

―history

―of

―O
slo

―  B
oers/ M

ilestones

―

in

―the

―history

―of

―the

―N
orw

egian

―stock

―exchange

 
M

ilestones  in  th
e  h

istory  of  th
e  N

orw
egian  stock 

exchange:
http:// w

w
w
. oslobors. no/ ob_ eng/ O

slo

―B
oers/ A

bout

―

O
slo

―B
oers/ T

he

―history

―of

―O
slo

―B
oers/ M

ilestones

―

in

―the

―history

―of

―the

―N
orw

egian

―stock

―exchange

 

有
沢 

広
巳
監
修
、『
証
券
百
年
史
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
八

年
。

 

野
田 

正
夫
『
日
本
証
券
市
場
成
立
史
』
東
京
、
有
斐
閣
、
一
九
八

〇
年
。

（
23
）　

そ
の
く
だ
り
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

 

　

本
田
（
ホ
ヴ
ス
タ
）『
ア
ノ
、
お
説
で
は
御
座
り
ま
す
が
、
そ
れ

は
如
何
程
掛
か
り
ま
し
や
う
と
も
、
至
当
に
株
主
の
負
担
す
べ
き

も
の
で
御
座
ら
う
と
存
じ
ま
す
が
。』
と
本
田
は
争
つ
た
。
町
長

『
イ
ヤ
、
本
田
さ
ん
、
左
様
で
は
な
い
ぢ
や
。
御
存
知
で
も
あ
ら
う

が
、
あ
の
鉱
泉
の
株
主
は
、
も
と
も
と
営か
ね
も
う
け利
を
目あ

的て

で
出
金
を
し

た
の
ぢ
や
な
い

―
勿
論
、
い
ま
に
成
つ
て
見
る
と
、
株
の
値
段

も
上
が
つ
て
、
内
々
に
は
売
買
も
出
来
て
居
る
模
様
ぢ
や
、
け
れ

ど
も

―
全
く
は
斯
う
云
ふ
も
の
を
設こ
し
ら立
へ
れ
ば
、
町
の
繁
昌
に

成
る
、
ぢ
や
が
町
で
は
金
が
無
く
て
設
立
へ
る
こ
と
が
出
来
な
い
、

と
云
ふ
の
で
、
兎
も
角
株
式
組
織
の
や
う
な
塩
梅
で
、
あ
れ
だ
け

に
遣
つ
て
来
た
の
ぢ
や
。
そ
の
上
全
体
か
ら
遣
り
換
へ
て
、
さ
う

金
を
掛
け
や
う
と
云
ふ
に
は
、
是
ま
で
に
差
し
た
る
儲
け
が
あ
つ
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た
で
な
し
、
何
う
し
て
も
今
の
株
主
に
出
来
な
い
相
談
ぢ
や
。
す

る
と
、
町
で
負
担
を
し
て
行
か
う
よ
り
外
に
方し
か
た法
が
な
い
。』　

飛

鳥
『
成
程
、
そ
れ
で
は
少
し
、
ネ
ー
本
田
さ
ん
。』　

飛
鳥
は
本
田

を
顧
る
。
本
田
『
左
様
、
大
に
。』
ト
小
首
を
傾
け
る
。

（
24
）　

以
下
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
お
よ
び
日
本
の
新
聞
の
歴
史
に
つ
い
て
の
記

述
は
、
主
に
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。

O
ttosen,  R

une  w
ith  Lars  A

rve  R
øssland  and  H

elge  Ø
stbye, 

N
orsk pressehistorie.  O

slo :  Sam
laget, 2002.

Solheim
 &

  Syvertsen （2015
）:  Store norsk leksikon,

 
https:// snl. no/ norsk_ presses_ historie,-/ avis

春
原
昭
彦
『
日
本
新
聞
通
史
』
東
京
、
現
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
出

版
会
、
一
九
六
九
年
。

西
田
長
寿
『
明
治
時
代
の
新
聞
と
雑
誌
』
東
京
、
至
文
堂
、
一
九

六
六
年
。

小
野
秀
雄
『
増
補　

新
聞
の
歴
史
』
東
京
、
東
京
堂
、
一
九
七
〇

年
。

（
25
）　

以
下
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
日
本
の
教
育
史
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
主

に
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。

http:// jica- ri. jica. go. jp/ IF
IC

_ and_ JB
IC

I- Studies/ jica

―ri/
publication/ archives/ jica/ field/ pdf/200311_01_02. pdf

T
ønnessen,  L

iv  K
ari  B

.,  N
orsk utdanningshistorie: E

n 

innføring m
ed focus på grunnskolens utvikling.  B

ergen: 
Fagbokforlaget, 2004.

 

『
学
制
百
年
史
』
文
部
省
、
一
九
八
一
年

『
我
が
国
の
学
校
教
育
制
度
の
歴
史
に
つ
い
て
』
国
立
教
育
政
策
研

究
所
、
平
成
24
年
。

 
JIC

A  IN
ST

IT
U
T
E, 

日
本
教
育
史
の
概
観

（
26
）　

ノ
ル
ウ
ェ
ー
教
育
史
研
究
の
テ
ネ
ッ
セ
ン
（Liv  K

ari  B. 
Tønnessen

）
は
、
ロ
ム
ス
ダ
ー
ル
の
移
動
学
校
教
師
ラ
ー
シ
ュ
・

シ
ェ
グ
ス
タ
（Lars  Skjegstad

）
の
記
述
を
引
用
し
て
い
て
、
こ

う
書
い
て
い
る
、「
こ
の
部
屋
で
は
朝
晩
二
回
の
通
常
の
食
事
が
料

理
さ
れ
、
家
族
の
ベ
ッ
ド
が
お
か
れ
、
と
に
か
く
女
た
ち
の
仕
事

場
と
な
り
、
と
き
に
は
男
た
ち
も
こ
こ
で
働
く
が
、
こ
の
部
屋
が

ま
た
、
学
校
教
室
に
も
な
っ
た
。」（Tønnessen,  op. cit.,  p.19

）

（
27
）　

C
f.  G

jesdal,  K
ristin, “

N
ietzschean  Variations:  P

olitics, 
Interest,  and  E

ducation  in  Ibsen’ s  A
n E

nem
y of the People,” 

Ibsen Studies  Vol. 14

・Issue 2,  N
ovem

ber 2014.

（
28
）　

以
下
の
皮
な
め
し
の
記
述
は
、
主
に
次
の
文
献
に
よ
っ
た
。

 

日
本
皮
革
技
術
協
会
「
皮
革
の
知
識
」

 
http:// w

w
w
. hikaku

―kyo. org/ htdoc/ hikakunochisiki

―

top. htm
l

 

日
本
の
被
差
別
部
落
の
歴
史
お
よ
び
皮
な
め
し
業
に
つ
い
て
は
、

特
に
上
げ
な
い
が
、
参
考
に
な
っ
た
文
献
は
多
い
。

（
29
）　

私
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
プ
セ
ン
研
究
で
、『
人
民
の
敵
』
の
キ
ー

ル
が
差
別
対
象
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
を
知
ら
な

い
。
個
人
的
に
、
数
人
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
に
、
皮
革
業
に
た
ず
さ
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わ
る
も
の
が
社
会
的
差
別
対
象
に
さ
れ
て
い
る
か
、
い
た
か
を
た

ず
ね
た
が
、
だ
れ
も
が
、
そ
の
例
を
知
ら
な
い
し
聞
い
た
こ
と
も

な
い
と
答
え
て
き
た
。
し
か
し
新
ノ
ル
ウ
ェ
ー
全
集
の
責
任
編
集

者
で
あ
る
イ
ス
タ
（V

igdis  Y
stad

）
教
授
は
、
た
し
か
に
差
別
は

あ
る
と
い
い
、
そ
れ
が
全
集
の
注
釈
で
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

は
遺
憾
だ
と
述
べ
た
。


