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ナ
ポ
レ
オ
ン
は
一
七
九
一
年
、
二
一
一
才
の
折
に
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
」
を
読
み
、
そ
の
読
書
ノ
ー
ト
を
残
し
て
い
る
。
が
、
一
九
世

紀
末
に
出
版
さ
れ
、
今
日
で
も
な
お
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
幼
年
、
青
年
時
代
の
研
究
に
あ
た
っ
て
は
基
本
史
料
と
さ
れ
て
い
る
、
フ
レ
デ
リ

（
１
）
 

ツ
ク
・
マ
ソ
ソ
と
ギ
ド
・
ビ
ア
ジ
の
著
作
「
知
ら
れ
ざ
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
』
は
、
彼
の
生
年
か
ら
二
三
才
（
一
七
九
二
年
）
ま
で
の
未
公
刊

の
手
稿
を
系
統
的
に
集
め
て
解
説
を
付
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
「
国
富
論
ノ
ー
ト
「
｜
の
存
在
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
管
見
の
か

（ワ］）

ぎ
り
で
は
、
こ
れ
を
と
り
あ
げ
た
著
作
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
壹
国
富
論
」
特
集
の
機
会
を
利
用
し
て
、
こ
の
未
公
刊
の

手
稿
を
解
読
し
て
そ
の
紹
介
を
付
し
、
読
者
の
便
に
供
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
あ
わ
せ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
国
富
論
」
受
容
の

（
３
）
 

経
緯
の
一
端
を
綴
っ
て
責
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
に
し
た
い
。

（
４
）
 

『
国
富
論
』
に
は
現
在
ま
で
に
四
種
の
仏
訳
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
Ｊ
も
っ
と
Ｊ
も
古
い
版
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
先
だ
つ
こ
と

一
○
年
の
、
一
七
七
八
－
一
七
七
九
年
に
小
型
一
二
折
、
四
巻
本
で
刊
行
さ
れ
た
Ｊ
も
の
で
、
訳
者
は
匿
名
で
あ
る
。
筆
者
に
は
末
見
で

あ
り
詳
細
を
あ
き
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
こ
の
存
在
は
．
く
り
の
国
立
図
書
館
の
蔵
書
目
録
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
。
興
味
深
い
こ
と
は
、

『
国
富
論
』
の
仏
語
訳

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
『
国
富
論
』
ノ
ー
ト

長
部
重
康
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オ
ラ
ン
ダ
は
ハ
ー
グ
で
発
刊
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
あ
ま
り
影
響
力
は
持
ち
え
ず
、
通
例
の
経
済
学
史
に
お
い
て
も
、

そ
の
存
在
は
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

つ
ぎ
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
も
、
や
は
り
匿
名
氏
に
よ
り
、
ス
イ
ス
の
イ
ヴ
ァ
ル
ド
ソ
で
一
七
八
一
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
、
三
折
六

冊
本
で
あ
る
。
こ
の
末
尾
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
王
国
検
閲
官
に
よ
る
出
版
承
認
が
一
七
七
九
年
の
日
付
で
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推

察
さ
れ
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は
、
第
一
の
例
と
同
様
に
こ
の
版
に
つ
い
て
も
、
検
閲
問
題
の
た
め
に
訳
者
の
匿
名
と
外
国
で
の
刊
行

が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
版
は
東
京
大
学
経
済
学
部
が
所
蔵
し
て
い
る
。
・
く
り
国
立
図
書
館
の
目
録
に
よ
れ
ば
、
訳
者
は

プ
ラ
ヴ
ェ
師
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
八
八
八
年
に
は
、
・
く
り
と
ロ
ン
ド
ン
で
プ
ラ
ヴ
ェ
師
の
名
を
あ
き
ら
か
に
し
た
版
が
あ

ら
た
め
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
小
型
八
折
の
四
冊
本
で
あ
る
。

ジ
ャ
ン
・
ル
ィ
・
プ
ラ
ヴ
ェ
は
一
七
一
九
年
、
ブ
ザ
ン
ソ
ン
の
生
れ
で
、
は
じ
め
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
の
修
道
院
に
入
り
、
僧
職
の

修
業
を
積
ん
だ
が
す
ぐ
に
還
俗
し
、
や
が
て
ル
イ
一
五
世
の
も
と
で
権
勢
を
振
い
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
の
血
筋
を
ひ
く
コ
ン
テ
ィ
公
の
図

書
館
長
に
収
ま
り
、
同
時
に
王
国
検
閲
官
の
任
仁
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
最
初
匿
名
で
ス
イ
ス
に
お
い
て
彼
の
訳
書
が
出
版
さ
れ
た
事

情
は
、
あ
る
い
は
、
こ
の
社
会
的
立
場
か
ら
来
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
彼
は
す
で
に
一
七
五
五
年
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
農

（
５
）
 

業
技
術
の
紹
介
を
こ
こ
ろ
ふ
た
「
近
代
農
業
論
」
を
著
わ
し
た
農
学
者
で
も
あ
っ
た
が
、
一
七
七
五
年
に
は
ス
ミ
ス
の
「
道
徳
感
情

（
６
）
 

論
』
を
訳
出
し
て
い
る
。
が
、
そ
の
訳
業
の
評
判
は
は
な
は
だ
芳
し
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

プ
ラ
ヴ
ェ
版
『
国
富
論
」
に
付
せ
ら
れ
た
出
版
元
の
序
言
は
、
「
本
書
は
、
「
道
徳
感
情
論
」
の
著
者
が
と
り
あ
げ
る
に
足
る
ほ
ど
、

重
要
な
目
的
を
も
っ
て
い
た
。
…
…
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
元
教
授
ス
ミ
ス
氏
は
、
諸
国
民
の
富
の
性
質
と
そ
の
原
因
に
か
ん
す
る
、
深
く

か
つ
輝
し
い
研
究
を
発
表
さ
れ
た
」
と
そ
の
重
要
性
を
強
調
し
、
さ
ら
に
「
こ
の
研
究
が
イ
ギ
リ
ス
で
公
刊
さ
れ
た
際
に
、
つ
ま
り
そ

の
事
実
が
専
門
誌
を
と
お
し
て
．
く
り
に
伝
え
ら
れ
た
際
に
、
勇
を
鼓
し
て
訳
出
に
か
か
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
出
版
に
踏
象
き
る
》
」
と
を
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る
ま
い
と
考
え
た
」
し

情
を
つ
た
え
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ブ
ー
ー

こ
の
こ
と
は
、
ブ
ラ
ヴ
ェ
版
に
遅
れ
る
こ
と
二
年
、
大
革
命
の
開
始
の
翌
年
に
あ
た
る
一
七
九
○
年
に
は
、
さ
ら
に
ジ
ャ
ン
・
ア

ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ル
シ
ェ
ー
ル
の
訳
本
が
発
売
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ブ
ラ
ヴ
ェ
が
さ
ほ
ど
有
名
と
も
い
え

な
い
農
学
者
で
ぶ
か
え
っ
て
訳
業
の
ま
ず
さ
で
世
に
き
こ
え
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
う
え
、
出
版
元
も
零
細
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
た

め
に
、
こ
の
版
の
訳
書
の
流
布
範
囲
も
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
が
、
ル
シ
ェ
ー
ル
は
当
時
す
で
に
か
な
り

（
７
）
 

世
に
知
ら
れ
て
い
た
詩
人
で
あ
り
、
ま
た
の
ち
に
『
人
間
精
神
の
進
歩
の
歴
史
』
を
著
す
こ
と
に
な
る
百
科
全
書
派
の
コ
ン
ド
ル
セ
侯

爵
が
こ
の
訳
書
の
註
解
の
労
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
当
代
一
流
の
知
識
人
の
仲
間
に
加
わ
っ
て
い
た
た
め
、

社
会
的
な
影
響
力
と
い
う
点
で
は
プ
レ
ヴ
ェ
版
を
大
い
に
し
の
い
で
い
た
と
ゑ
て
よ
い
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
、
、
く
り
か
ら
南
東
に
五
五
○

キ
ロ
の
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
に
近
い
ロ
ー
ヌ
河
畔
の
小
都
市
ヴ
ァ
ラ
ソ
ス
で
手
に
入
れ
た
訳
書
も
、
発
売
後
ま
も
な
く
地
方
の
小
都
市
ま

で
出
ま
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
、
こ
の
ル
シ
ニ
ー
ル
版
で
あ
っ
た
。

ル
シ
ェ
ー
ル
は
一
七
四
五
年
に
モ
ソ
ペ
リ
エ
で
生
れ
た
。
彼
が
世
に
出
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
一
七
七
○
年
の
王
太
子
ａ

ら
に
ル
イ
一
六
世
）
と
マ
リ
・
ア
ン
ト
ワ
ー
ネ
ッ
ト
の
婚
礼
に
さ
い
し
て
、
こ
れ
を
祝
う
詩
を
発
表
し
て
一
躍
有
名
に
な
っ
た
こ
と
に

よ
る
。
早
速
財
務
長
官
チ
ュ
ル
ゴ
ー
の
庇
護
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
、
財
務
関
係
の
下
僚
の
地
位
を
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
一
七
六
四
年
か
ら
六
六
年
に
か
け
て
誤
ハ
ッ
ク
リ
ニ
ー
侯
爵
に
つ
い
て
．
く
り
、
ツ
ー
ル
ー
ズ
、
ジ
ュ
ネ

ー
ブ
な
ど
を
旅
し
、
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
や
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
ら
と
親
し
い
交
際
を
重
ね
た
。
す
で
に
ツ
ー
ル
ー
ズ
滞
在
中

に
『
国
富
論
」
の
準
備
に
と
り
か
か
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
ス
ミ
ス
に
た
い
し
て
、
ケ
ネ
ー
と
な
ら
ん
で
こ
の
チ
ュ
ル
ゴ
ー
も
大
い
に

ひ
そ
か
に
決
意
す
る
も
の
が
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
世
間
に
た
い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
怠
惰
と
不
正
と
を
責
め
ら
れ
て
も
い
た
し
方
あ

る
ま
い
と
考
え
た
」
と
の
べ
て
、
こ
の
著
作
が
イ
ギ
リ
ス
で
発
表
さ
れ
て
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
大
い
に
注
目
さ
れ
て
い
た
事
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こ
の
よ
う
に
、
『
国
富
論
」
仏
訳
の
契
機
は
、
な
に
よ
り
も
、
絶
対
王
政
末
期
の
支
配
体
制
の
動
揺
、
わ
け
て
も
行
政
、
財
政
の
素

乱
を
立
て
な
お
す
た
め
の
実
践
的
処
方
と
し
て
の
期
待
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
綿
業
お
よ
び
毛
織
物
工
業
を
中
心
と
す
る
、
イ
ギ
リ
ス

に
お
け
る
目
ざ
ま
し
い
国
民
的
産
業
の
発
展
に
比
し
て
、
絶
対
王
政
下
の
フ
ラ
ン
ス
産
業
の
発
展
は
弱
く
、
両
国
の
生
産
力
格
差
は
ま

す
ま
す
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
と
七
年
戦
争
の
敗
北
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
は
世
界
市
場
の
争
奪
戦

に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
決
定
的
な
優
位
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
的
優
位
性
に
比
較
し
て
、
フ
ラ

（
８
）
 

影
響
を
与
え
た
。
ル
シ
ニ
ー
ル
が
『
国
富
論
」
の
訳
出
に
あ
た
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
こ
の
チ
ュ
ル
ゴ
ー
と
の
関
係
に
よ
る
Ｊ
も
の
で

あ
っ
た
が
、
彼
が
世
に
出
た
の
が
一
七
七
○
年
で
あ
っ
て
承
れ
ば
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
の
サ
ロ
ン
で
の
ス
ミ
ス
と
の
出
会
い
の
可
能
性

は
、
一
足
違
い
で
期
待
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

ル
シ
ェ
ー
ル
版
も
、
先
の
プ
ラ
ヴ
ェ
版
と
同
じ
く
英
文
第
四
版
を
底
本
に
し
て
お
り
、
小
型
六
折
本
で
全
五
巻
、
た
だ
し
最
後
の
一

巻
は
百
科
全
護
の
「
経
済
学
」
の
項
目
の
執
筆
を
担
当
し
た
コ
ン
ド
ル
セ
侯
爵
の
註
解
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
と
き
に

は
第
五
巻
の
刊
行
は
間
に
合
わ
ず
、
こ
れ
が
出
た
の
は
革
命
歴
Ⅲ
年
の
、
一
七
九
四
年
で
あ
っ
た
。
コ
ン
ド
ル
セ
侯
夫
人
は
、
す
で
に

別
の
女
性
と
共
訳
の
形
で
「
道
徳
感
情
論
一
の
仏
訳
を
発
表
し
て
お
り
、
夫
妻
で
ス
ミ
ス
の
紹
介
に
功
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
て
、

訳
者
の
緒
言
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
『
国
富
論
』
の
訳
出
が
い
か
に
待
望
さ
れ
て
い
た
か
を
次
の
よ
う
に
物
語
っ
て
い
る
。

「
本
醤
の
仏
訳
が
望
ま
れ
て
久
し
い
。
と
く
に
今
日
で
は
国
民
議
会
に
よ
る
公
共
財
産
再
興
の
手
段
模
索
の
た
め
に
、
そ
の
要
請

が
ま
す
ま
す
た
か
ま
っ
て
い
る
。
行
政
制
度
相
互
の
あ
い
だ
の
小
止
象
な
い
衡
突
と
と
も
に
、
長
期
に
わ
た
る
相
次
ぐ
浪
費
や
汚
職

に
よ
っ
て
、
公
共
財
産
は
浸
蝕
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
由
と
所
有
と
い
う
神
聖
な
る
権
利
を
遵
守
す
る
政
府
の
も
と
に
生
き
、

幸
せ
を
恋
い
願
う
Ｊ
も
の
は
、
何
人
と
い
え
ど
も
こ
の
研
究
の
な
か
に
、
国
家
の
長
た
る
ｊ
も
の
を
統
く
る
べ
き
不
変
の
原
理
を
見
い
出

す
で
あ
ろ
う
ご
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ン
ス
の
後
進
性
を
も
た
ら
し
た
原
因
は
、
な
に
よ
り
も
両
国
間
の
政
治
経
済
体
制
の
相
違
に
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
に
い
た
る
。
「
イ

ギ
リ
ス
は
、
世
人
に
完
全
な
る
社
会
経
済
制
度
を
与
え
て
い
る
、
と
い
う
点
で
わ
が
国
よ
り
も
優
れ
て
い
る
」
と
ル
シ
ェ
ー
ル
は
、
先

の
緒
言
を
つ
づ
け
て
い
る
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
開
明
的
な
知
識
人
に
と
っ
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
、
経
済
制
度
の
優
越
性
は
自
明

の
こ
と
で
あ
り
、
も
は
や
末
期
的
な
情
況
を
さ
ら
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
「
旧
体
制
」
変
革
の
た
め
に
手
本

を
あ
お
ぐ
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
置
い
て
は
他
に
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。
ス
ミ
ス
の
「
国
富
論
』
が
、
た
ん
に
経
済
理
論
の
探
求

と
歴
史
的
例
証
の
開
示
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
豊
富
な
政
策
的
提
言
に
満
ち
て
い
た
こ
と
が
、
大
い
に
フ
ラ
ン
ス
知
識
人
の
期
待
を

集
め
え
た
ゆ
え
ん
で
あ
っ
た
ろ
う
。

若
き
日
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
「
国
富
論
」
を
ひ
も
と
い
た
一
八
九
一
年
と
は
、
こ
う
し
た
一
‐
旧
体
制
」
が
倒
れ
つ
つ
あ
り
、
す
で
に
新

た
な
時
代
が
始
ま
っ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
な
お
イ
ギ
リ
ス
が
一
つ
の
手
本
を
示
し
て
く
れ
る
か
に
思
わ
れ
て
い
た
時
代
で

は
な
か
っ
た
か
。
彼
が
「
国
富
論
」
を
い
か
に
読
ん
だ
血
は
後
に
残
し
て
、
と
り
急
ぎ
革
命
の
進
展
の
な
か
で
、
わ
が
訳
者
ル
シ
ェ

ー
ル
の
運
命
を
た
ど
っ
て
承
よ
う
。

ル
シ
ニ
ー
ル
は
、
先
に
ふ
た
緒
言
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
開
明
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
思
想
的
に
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の

弟
子
を
も
っ
て
任
じ
て
お
り
、
ル
ソ
ー
に
か
ん
す
る
小
著
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
革
命
の
勃
発
に
は
大
い
に
心
を
お
ど
ら
せ
て
隊
列
に

加
わ
り
、
「
・
く
り
新
聞
』
《
《
Ｐ
の
］
２
日
＆
・
の
勺
目
、
園
に
拠
っ
て
立
憲
王
政
支
持
の
論
陣
を
張
っ
た
。
が
、
革
命
の
ほ
う
は
彼
の
思
想

と
は
お
か
ま
い
な
く
、
ま
す
ま
す
急
進
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
山
岳
派
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
の
確
立
に
よ
る
革
命
独
裁
の
進
展
と
と
も

に
、
一
七
九
三
年
末
、
彼
は
反
革
命
容
疑
者
法
の
適
用
を
う
け
て
逮
捕
さ
れ
、
サ
ン
ト
・
ペ
ラ
ジ
ー
の
牟
獄
に
つ
な
が
れ
る
身
と
な
っ

た
。
や
が
て
サ
ン
・
ラ
ザ
ー
ル
の
監
獄
に
移
さ
れ
、
半
年
以
上
の
幽
閉
の
の
ち
、
一
七
九
四
年
、
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
七
日
の
六
月
二
五

日
、
他
の
三
七
名
の
囚
人
と
と
も
に
コ
ソ
シ
エ
ル
ジ
ュ
の
断
頭
台
に
登
っ
た
の
で
あ
る
。
奇
し
く
も
彼
の
訳
書
註
解
を
し
た
た
め
た
。
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ソ
ド
ル
セ
も
ジ
ロ
ソ
ド
派
と
し
て
投
獄
さ
れ
、
同
じ
年
に
毒
を
あ
お
い
で
自
か
ら
命
を
断
っ
て
い
る
（
毒
殺
説
も
根
強
い
）
。
ま
た
、
第

四
の
訳
書
を
の
ち
に
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
ジ
ェ
ル
マ
ソ
・
ガ
ル
ー
ニ
も
、
立
憲
王
党
派
で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
よ
り
早
く
一
七
九

二
年
八
月
の
テ
ュ
イ
ル
リ
宮
襲
撃
の
日
に
逮
捕
状
が
出
た
が
、
か
ろ
う
じ
て
脱
出
し
、
ス
イ
ス
に
逃
げ
お
お
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

革
命
期
を
無
事
に
生
き
抜
い
て
一
八
○
九
年
に
．
く
り
で
亡
く
な
っ
て
い
る
プ
ラ
ヴ
ェ
師
が
、
ど
の
よ
う
な
思
想
的
立
場
を
と
っ
た
か

は
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
革
命
の
渦
中
で
さ
ほ
ど
目
立
っ
た
働
き
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
で
あ
る
。
ル
シ

ェ
ー
ル
と
ガ
ル
一
三
は
明
確
な
立
憲
王
党
派
で
あ
り
、
一
人
は
断
頭
台
の
露
と
消
え
、
他
は
国
外
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
コ
ン
ド
ル

セ
も
ま
た
革
命
独
裁
に
は
う
け
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
に
目
か
ら
命
を
断
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
国
富
論
』
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の

紹
介
者
た
ち
の
、
あ
る
種
の
政
治
・
思
想
的
立
場
の
共
通
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
古
典
派
経
済
学
と
ジ
ャ
コ
パ
ン
主

義
と
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
る
深
い
切
れ
目
を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
は
一
七
五
四
年
、
オ
ー
セ
ー
ヌ
生
れ
の
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
ガ
ル
ー
ー
エ
が
も
っ
と
も
若
く
、
一
八
二
一
年
ま
で
存
命
し
て
い

る
。
し
か
も
、
そ
の
生
き
方
は
オ
ポ
ル
チ
ュ
ー
ー
ス
ト
（
日
和
見
主
義
者
）
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
く
、
も
っ
と
も
彩
に
富
ん
で
い
る
。
彼
は
、

・
く
り
の
シ
ャ
ト
レ
ー
裁
判
所
の
検
察
官
と
し
て
世
に
出
た
法
律
家
で
あ
っ
た
。
や
が
て
ル
イ
一
六
世
の
伯
母
に
あ
た
る
ア
デ
ラ
イ
デ
夫

人
（
旨
日
①
鈩
監
一
息
の
）
の
秘
書
官
と
な
り
、
た
ち
ま
ち
社
交
界
で
頭
角
を
あ
ら
わ
し
た
。
革
命
期
に
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
立

憲
王
党
派
の
立
場
に
立
っ
た
。
一
七
九
二
年
に
は
国
王
か
ら
司
法
大
臣
の
椅
子
を
示
さ
れ
た
が
こ
れ
を
断
わ
っ
た
が
、
折
し
も
チ
ュ
ィ

ル
リ
ー
宮
の
襲
撃
に
あ
っ
て
・
く
り
・
コ
ミ
ュ
ー
ソ
が
成
立
し
た
た
め
、
ス
イ
ス
に
亡
命
し
、
革
命
の
動
き
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
。
三
」

の
七
カ
年
つ
づ
い
た
ス
イ
ス
で
の
亡
命
生
活
の
あ
い
だ
、
彼
は
読
書
に
あ
け
く
れ
、
後
の
学
者
と
し
て
の
基
礎
を
作
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

（
９
）
 

こ
の
と
き
に
は
ゴ
ド
ウ
ィ
ソ
の
『
カ
レ
プ
・
ウ
ィ
リ
ャ
ム
』
の
訳
出
を
し
、
ま
た
『
経
済
学
原
理
提
要
』
を
発
表
し
た
。
一
七
九
九
年

に
い
た
り
、
プ
リ
ュ
メ
ー
ル
ー
八
日
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
成
功
し
た
後
、
、
く
り
に
戻
り
、
王
党
派
を
廃
業
し
て
ナ
ポ
レ
オ
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（
皿
）

史
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

先
に
ゑ
た
ブ
ラ
ヴ
ニ
版
と
ル
シ
ニ
ー
ル
版
は
、
と
も
に
経
済
学
の
専
門
家
の
手
に
よ
ら
ず
に
訳
出
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学

の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
は
じ
め
て
の
紹
介
、
と
い
う
い
わ
ば
先
駆
的
な
点
に
い
糸
が
あ
る
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
と
い
う
の
は
、

十
八
世
紀
の
古
典
派
経
済
学
の
発
展
が
も
た
ら
し
た
新
し
い
概
念
や
専
門
用
語
を
、
充
分
学
問
的
な
フ
ラ
ン
ス
語
に
移
し
変
え
る
に
は

大
き
な
困
難
が
と
も
な
い
、
か
な
り
通
俗
的
な
訳
文
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
比
べ
る
と
、
一
八
○
二
年
、
六
折
本
で
発
行
さ
れ
た
ガ
ル
ー
ー
ェ
版
は
、
は
じ
め
て
専
門
的
な
経
済
学
者
が
お
こ
な
っ
た
訳
業

で
あ
り
前
二
版
の
先
駆
的
な
仕
事
を
参
考
に
す
る
こ
と
も
で
き
た
た
め
、
訳
文
の
内
容
は
き
わ
め
て
質
が
た
か
く
な
っ
て
い
る
と
い
え

る
。
さ
き
の
「
国
富
論
』
の
要
約
と
い
う
色
彩
の
強
か
っ
た
、
「
経
済
学
原
理
提
要
』
が
発
表
さ
れ
て
六
年
後
に
し
て
の
、
完
訳
本
の
出

版
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
彼
の
亡
命
生
活
の
成
果
と
い
え
ぬ
こ
と
も
な
い
か
ら
、
春
秋
の
筆
法
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
優
れ
た
「
国
富
論
』

を
フ
ラ
ン
ス
に
与
え
た
の
は
ジ
ャ
コ
》
〈
ソ
主
義
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

ガ
ル
一
三
は
そ
の
版
に
付
し
た
ス
ミ
ス
解
説
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
学
者
（
通
例
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
）
と
ス
ミ
ス
の
原
理
と

（
吃
）

を
比
較
し
て
そ
の
相
違
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
経
済
学
と
は
、
あ
る
対
象
物
を
統
ぺ
る
法
則
の
認
識
の
上
に
な

り
立
つ
自
然
科
学
で
あ
る
」
と
ふ
な
し
て
い
る
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
経
済
学
者
」
な
ら
、
ス
ミ
ス
は
こ
れ
と
は
逆
に
「
こ
の
対
象
目

ン
に
鞍
替
し
て
糸
と
め
ら
れ
、
た
だ
ち
に
セ
ー
ヌ
・
エ
・
オ
ワ
ー
ズ
県
知
事
に
任
命
さ
れ
た
。
や
が
て
上
院
議
員
に
も
選
ば
れ
二
年
に

わ
た
っ
て
上
院
議
長
を
つ
と
め
、
伯
爵
の
位
を
得
た
。
と
こ
ろ
が
ル
イ
一
八
世
の
王
政
後
古
が
成
功
す
る
や
踵
を
返
し
て
王
党
派
に
復

帰
し
て
国
務
大
臣
の
任
に
つ
く
、
と
い
っ
た
老
繪
な
政
治
家
と
し
て
幸
運
な
出
世
街
道
を
あ
ゆ
ん
だ
人
物
で
あ
っ
た
。

経
済
学
者
と
し
て
も
当
代
一
流
で
あ
り
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
流
れ
を
く
承
、
ま
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
派
と
み
な
さ
れ
、
い
わ
ば

（
Ⅲ
）
 

ス
ミ
ス
の
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
的
解
釈
の
旗
頭
と
し
て
経
済
学
史
に
名
を
残
し
て
い
る
。
主
署
と
し
て
は
『
割
引
銀
行
史
』
、
『
貨
幣
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体
の
改
善
を
は
か
り
、
可
能
な
か
ぎ
り
気
高
い
地
点
で
対
象
物
の
稼
動
を
は
か
ろ
う
と
す
る
道
徳
科
学
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ガ
ル
ニ
ニ
も
ま
た
、
ス
ミ
ス
の
原
理
を
活
用
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
富
を
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
な
ゑ
に
引
き
あ
げ

た
い
と
願
っ
て
い
る
、
と
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
先
に
み
た
、
ブ
ラ
ヴ
ェ
、
ル
シ
ヱ
ー
ル
の
両
先
達
と
ま
っ
た
く
軌
を
一
に

し
た
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
に
た
い
し
て
実
践
的
処
方
を
求
め
る
態
度
を
ゑ
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
ガ
ル
一
三
版
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
古
典
派
経
済
学
の
受
容
が
す
す
染
、
Ｊ
・
Ｂ
セ
イ
や
シ
ス
モ
デ
ィ
ー
な
ど
の
ス

ミ
ス
の
祖
述
者
が
輩
出
す
る
に
及
ん
で
、
次
第
に
粗
が
目
立
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

と
く
に
Ｊ
・
Ｂ
セ
イ
は
、
一
七
六
七
年
に
リ
ヨ
ン
の
商
人
の
子
に
生
ま
れ
、
勉
学
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
に
送
ら
れ
英
語
に
親
し
む
と

と
も
に
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
産
業
、
商
業
の
目
ざ
ま
し
い
発
展
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
そ
の
運
動
の
解
明
に
夢
中
に
な
っ
た
と
い
わ

れ
る
。
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
に
戻
っ
て
か
ら
、
革
命
勃
発
前
に
、
た
ま
た
ま
「
国
富
論
」
を
手
に
し
た
一
一
○
台
半
ば
の
彼
は
、
経
済
学
の

本
格
的
な
研
究
を
志
ざ
す
に
い
た
り
、
一
八
○
三
年
に
は
『
経
済
学
概
蒜
｝
を
発
表
し
、
ス
ミ
ス
研
究
の
見
事
な
阻
噌
ぶ
り
を
し
め
し

て
い
る
。
彼
は
．
く
り
の
工
芸
学
校
（
ｏ
・
ｐ
ｍ
ｏ
Ｈ
ぐ
員
・
胃
の
』
の
、
皆
菌
の
汁
冨
の
厳
、
）
の
経
済
学
教
授
の
任
に
あ
っ
て
、
『
国
富
論
』
の
研
究
、

教
育
に
あ
た
っ
て
い
た
。
英
国
の
経
済
珈
情
と
言
語
と
に
精
通
し
、
古
典
派
経
済
学
の
研
究
に
打
ち
こ
ん
で
き
た
セ
イ
に
よ
る
、
フ
ラ

ン
ス
語
の
経
済
学
の
概
念
お
よ
び
用
語
の
改
革
の
意
識
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
成
果
を
前
提
に
、
い
よ
い
よ
ブ
ラ
ソ
キ
公
爵
の
手
で
ガ
ル
一
三
版
の
全
面
的
な
改
訂
が
企
て
ら
れ
、
や
が
て
一
八
四
三
年

（
Ｍ
）
 

に
出
版
さ
れ
た
。
彼
の
序
文
に
よ
る
と
、
こ
の
改
訂
版
の
ね
ら
っ
た
と
こ
ろ
は
、
大
き
く
わ
け
て
三
点
あ
っ
た
。
ま
ず
、
訳
文
の
訂
正

に
あ
た
っ
て
は
、
と
く
に
、
【
・
・
庁
》
・
口
目
の
ロ
§
Ｃ
】
Ｈ
２
一
貫
甘
い
曰
の
」
冒
日
》
］
の
恩
｝
庁
の
己
の
Ｈ
な
ど
の
概
念
の
吟
味
に
留
意
し
た
と
い
う
。
こ

れ
ら
は
、
当
時
ま
だ
充
分
完
成
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
移
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
れ
ま
で
英
・
仏
両
国
で

進
め
ら
れ
た
『
国
富
論
』
研
究
の
豊
富
な
成
果
を
充
分
あ
る
こ
と
に
意
を
注
い
だ
。
。
フ
キ
ャ
ナ
ソ
、
マ
ッ
ヵ
ロ
ッ
ク
、
マ
ル
サ
ス
、
リ
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ナ
ポ
レ
オ
ン
が
一
・
国
富
論
」
を
読
ん
だ
時
期
は
、
「
国
富
論
ノ
ー
ト
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
日
付
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
七
九

一
年
七
月
、
ヴ
ー
ノ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
先
に
ふ
れ
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
一
、
ソ
ソ
と
ギ
ド
・
ビ
ァ
ジ
の
労
作
一
．
知
ら
れ
ざ
る
ナ

ポ
レ
オ
ン
一
に
主
と
し
て
拠
り
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
姿
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
奨
学
金
を
得
て
．
く
り
の
士
官
学
校
に
学
ん
だ
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
、
一
六
才
で
卒
業
し
て
最
初
に
砲
兵
小
尉
と
し
て
任
官
し

た
地
が
、
ラ
・
フ
ェ
ー
ル
（
［
ｂ
旬
日
の
）
軍
団
の
駐
屯
地
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
（
く
凹
一
の
口
８
）
で
あ
る
。
卒
業
の
と
き
の
成
練
は
あ
ま
り
芳
し
く

な
く
五
八
人
中
四
二
番
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
た
め
に
辺
鄙
の
地
に
追
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
任
官
後
一
年
た
っ
て
試
験
が
あ
つ

（
脂
）

た
が
、
こ
の
と
き
に
は
二
、
三
番
を
下
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ル
ー
ド
ウ
ィ
ッ
ヒ
の
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
伝
』
に
よ
る
と
、
「
そ
の
こ

ろ
、
彼
の
心
に
は
三
つ
の
衝
動
が
た
が
い
に
渦
を
ま
き
つ
つ
、
多
感
な
精
神
を
と
ら
え
て
い
た
。
「
｜
す
な
わ
ち
「
仲
間
を
軽
蔑
し
、
か

つ
利
用
す
る
こ
と
。
貧
乏
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
。
他
人
を
支
配
す
る
た
め
に
猛
烈
に
勉
強
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
コ
ル
シ
ヵ
の
貧
乏

カ
ー
ド
、
シ
ス
モ
ソ
デ
ィ
諺
セ
イ
な
ど
の
註
解
が
》
こ
と
に
克
明
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
キ
は
、
と
り
わ
け
プ
キ
ャ
ナ
ン

の
註
解
の
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
こ
の
プ
キ
ャ
ナ
ン
版
は
．
く
り
に
一
部
し
か
な
く
、
手
に
入
れ
る
の
に
二
○
○
フ
ラ
ン
も
し

た
、
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
こ
の
当
時
の
印
刷
技
術
の
大
幅
な
発
展
の
お
か
げ
で
、
便
利
な
大
型
二
冊
本
に
す
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
を
誇
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
こ
う
し
た
優
れ
た
特
徴
を
そ
な
え
た
「
本
書
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
に
お
け
る
経
済
学
研
究

の
出
発
点
を
な
す
こ
と
は
、
今
後
と
も
変
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
」
と
そ
の
自
信
の
ほ
ど
を
披
擢
し
て
い
る
。
『
国
富
論
」
の
仏
語
訳
に

お
け
る
ガ
ル
一
三
・
ブ
ラ
ソ
キ
版
の
定
訳
と
し
て
の
地
位
は
、
今
日
で
も
い
さ
さ
か
も
ゆ
る
い
で
は
い
な
い
。
そ
の
生
命
は
、
は
や
―

三
○
年
以
上
の
長
寿
を
数
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
時
代
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貴
族
の
次
男
に
生
れ
、
か
ろ
う
じ
て
宗
主
国
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
奨
学
金
を
得
て
、
幼
な
い
時
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
上
流
階
級
の
子
弟
の
集

ま
る
兵
学
校
に
留
学
し
て
い
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
一
○
年
に
も
及
ぶ
人
種
偏
見
と
貧
困
の
苦
し
み
に
耐
え
て
こ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

彼
の
夢
は
、
コ
ル
シ
カ
に
暴
動
を
起
し
て
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
独
立
を
成
し
と
げ
、
そ
の
王
位
に
つ
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
金
も
な
く
、
社

交
家
で
も
な
か
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
幼
な
い
こ
ろ
か
ら
読
書
と
執
筆
に
そ
の
夢
を
た
く
し
て
、
自
分
を
支
え
て
き
た
と
い
え
る
。
こ

れ
ま
で
の
規
律
に
し
ば
ら
れ
た
窮
屈
な
士
官
学
校
の
生
活
か
ら
は
じ
め
て
解
放
さ
れ
て
、
連
隊
勤
務
の
な
か
で
自
由
な
時
間
を
も
つ
こ

と
に
な
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
ま
す
ま
す
読
書
に
熱
を
あ
げ
た
。
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
勤
務
の
頃
に
読
ん
だ
書
物
に
つ
い
て
も
、
浩
潮
な
ノ
ー

ト
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
テ
ネ
や
ス
パ
ル
タ
の
国
制
史
、
エ
ジ
プ
ト
、
カ
ル
タ
ゴ
の
歴
史
、
砲
術
や
攻
城
の
軍
事
学
、
天
文
や
地
質

の
研
究
、
あ
る
い
は
中
国
や
イ
ン
ド
に
つ
い
て
の
地
誌
や
風
習
な
ど
、
ま
こ
と
に
多
彩
で
あ
る
。
ま
た
自
殺
論
や
君
主
論
、
砲
兵
の
配

陣
、
あ
る
い
は
コ
ル
シ
ヵ
問
題
に
つ
い
て
、
一
○
篇
以
上
の
覚
え
書
を
残
し
て
い
る
。
と
く
に
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の
思

想
と
イ
ギ
リ
ス
の
名
誉
革
命
の
歴
史
に
は
強
く
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
こ
ろ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
ル
ソ
ー
の
生
活
態

度
を
真
似
、
「
人
間
の
幸
せ
は
士
に
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

一
七
八
九
年
の
七
月
一
四
日
、
、
く
り
民
衆
の
バ
ス
チ
ー
ュ
監
獄
の
襲
撃
に
よ
っ
て
大
革
命
の
火
蓋
が
切
っ
て
落
さ
れ
る
が
、
ナ
ポ
レ

オ
ン
は
コ
ル
シ
カ
人
の
眼
で
こ
の
革
命
を
冷
静
に
な
が
め
る
。
コ
ル
シ
ヵ
独
立
の
日
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
。
地
方
の
小
都
市
ヴ
ァ
ラ

ン
ス
に
も
革
命
の
波
は
押
よ
せ
、
市
民
の
暴
動
が
は
じ
ま
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
も
軍
の
命
令
で
警
備
に
出
動
す
る
。
彼
は
民
衆
の
暴
徒
に

た
い
し
て
は
い
さ
さ
か
も
同
情
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
問
題
は
コ
ル
シ
ヵ
独
立
が
可
能
か
ど
う
か
で
あ
る
。
、
く
り
で
民
衆
が
押
し

（
応
）

か
け
た
と
き
に
、
王
は
三
色
旗
を
守
る
と
約
束
し
た
こ
と
を
知
っ
て
、
「
自
分
な
ら
発
砲
さ
せ
た
だ
ろ
う
」
と
記
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
コ
ル
シ
カ
の
母
親
か
ら
家
計
の
窮
状
を
訴
え
る
手
紙
が
ま
い
込
ん
だ
。
す
で
に
父
親
は
一
七
八
五
年
に
胃
癌

で
た
お
れ
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
桑
畑
に
す
が
っ
て
侭
そ
ぼ
そ
と
家
計
を
維
持
し
て
き
た
母
親
は
、
た
ま
た
ま
こ
の
頃
、
有
力
な
援
助
を
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与
え
て
く
れ
た
保
謹
者
が
亡
く
な
り
、
途
方
に
く
れ
た
の
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
コ
ル
シ
ヵ
独
立
へ
の
思
い
も
抑
え
が
た
く
、
早

速
休
暇
を
と
っ
て
、
九
月
に
は
一
○
年
ぶ
り
に
コ
ル
シ
ヵ
に
帰
郷
し
た
。

コ
ル
シ
カ
に
戻
っ
て
象
る
と
、
革
命
の
波
は
ま
だ
こ
の
小
さ
な
島
に
ま
で
と
ど
い
て
は
い
な
い
。
兄
の
ジ
ョ
セ
フ
、
弟
の
ル
シ
ァ
ン

と
と
も
に
革
命
を
告
げ
る
政
治
運
動
に
と
り
か
か
り
、
多
く
の
革
命
ク
ラ
ブ
の
組
織
化
に
没
頭
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
コ
ル
シ
ヵ
独
立

へ
の
期
待
も
、
コ
ル
シ
カ
に
他
の
県
と
同
等
の
権
利
を
承
と
め
る
、
と
の
国
民
議
会
の
決
定
で
、
無
念
に
も
つ
い
え
去
っ
た
。
追
放
か

ら
解
か
れ
て
祖
国
に
戻
っ
た
老
愛
国
者
．
〈
オ
リ
に
む
か
っ
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
激
し
い
情
熱
を
こ
め
て
武
装
蜂
起
の
計
画
を
説
き
つ
け

た
が
、
帰
っ
て
き
た
の
は
冷
た
い
返
答
の
承
で
あ
っ
た
。

約
一
年
間
の
コ
ル
シ
カ
滞
在
は
ま
た
た
く
間
に
過
ぎ
去
り
、
四
ヵ
月
の
延
長
が
染
と
め
ら
れ
て
、
さ
ら
に
一
○
月
一
五
日
ま
で
延
び

て
い
た
休
暇
の
期
限
も
と
う
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
一
七
九
一
年
一
月
、
一
三
才
に
な
っ
た
弟
ル
ィ
を
と
も
な
っ
て
傷
心
の
思
い
で

フ
ラ
ン
ス
に
戻
っ
た
。
転
勤
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
デ
ィ
ジ
ョ
ン
に
近
い
ソ
ー
ヌ
河
畔
の
オ
ー
ソ
ン
ヌ
（
し
巨
〆
◎
目
の
）
に
蕗
つ

い
た
と
き
に
は
、
二
人
合
せ
て
、
わ
ず
か
八
五
フ
ラ
ン
の
所
持
金
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
こ
の
こ
ろ
の
オ
ー
ソ
ン

ヌ
に
お
け
る
彼
の
部
屋
の
模
様
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
ポ
ナ
・
〈
ル
ト
は
離
れ
の
ほ
と
ん
ど
む
き
出
し
の
部
屋
に
い
た
。
家
具
と
い
っ
て
は
カ
ー
テ
ン
の
つ
い
て
い
な
い
ベ
ッ
ド
が
一
台
、

椅
子
が
二
脚
、
窓
の
あ
る
壁
の
く
ぼ
笠
に
テ
ー
ブ
ル
が
一
つ
置
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
は
書
物
や
紙
が
つ
承

（
Ⅳ
）
 

重
ね
て
あ
っ
た
。
弟
の
ル
イ
は
隣
の
書
斉
の
床
に
マ
ッ
ト
を
敷
い
て
寝
て
い
た
。
」

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
こ
の
ル
イ
に
数
学
と
地
理
と
を
教
え
て
い
た
が
、
ル
イ
は
の
ち
に
竜
騎
兵
大
佐
と
な
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
皇
帝
に

な
る
と
、
一
八
○
六
年
か
ら
一
○
年
ま
で
オ
ラ
ン
ダ
王
の
位
に
つ
い
た
。
そ
の
息
子
が
後
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
で
あ
る
。
こ
の
弟
の
教

育
の
た
め
に
、
そ
し
て
コ
ル
シ
カ
独
立
運
動
の
た
め
に
も
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
と
に
か
く
金
が
ほ
し
か
っ
た
。
折
し
も
、
近
く
の
リ
ヨ
ン
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要
す
る
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
言
い
た
い
こ
と
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
多
く
の
著
作
を
研
究
し
た
こ
と
は
事
実
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
彼

の
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
、
あ
る
い
は
「
統
治
学
」
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
な
い
。
彼
は
、
学
習
に
よ
る
知
識
と
は
独
立

し
た
直
感
的
な
理
解
に
鋭
い
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
彼
の
読
書
ノ
ー
ト
を
読
ん
で
ふ
る
と
、
と
く
に
こ
の
懸
賞
論

文
の
準
備
の
た
め
の
ノ
ー
ト
は
、
目
的
意
識
を
も
っ
て
か
な
り
の
力
を
注
い
で
い
た
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
屯
か
か
わ

の
学
士
院
で
一
、
二
○
○
フ
ラ
ン
と
い
う
大
枚
の
賞
金
を
か
け
て
論
文
を
募
集
し
て
い
た
こ
と
は
幸
運
で
あ
っ
た
。
「
幸
福
の
た
め
に

人
間
に
教
化
す
べ
き
し
っ
と
も
重
大
な
真
理
と
感
情
と
を
定
議
せ
よ
」
と
い
う
の
が
論
題
で
あ
る
。
彼
は
さ
っ
そ
く
こ
れ
に
応
じ
る
こ

と
に
し
て
準
備
を
は
じ
め
た
。
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
の
四
月
一
日
に
、
あ
ら
た
に
砲
兵
軍
団
が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
ナ

ポ
レ
オ
ン
は
も
と
の
古
巣
で
あ
る
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
ヘ
転
勤
を
命
じ
ら
れ
、
弟
の
教
育
上
オ
ー
ソ
ソ
ヌ
を
離
れ
難
か
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
も
、

六
月
に
は
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
に
着
任
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
懸
賞
論
文
の
準
備
が
開
始
さ
れ
た
四
月
ご
ろ
の
読
書
ノ
ー
ト
に
付
さ
れ
た

地
名
は
オ
ー
ソ
ン
ヌ
で
あ
る
が
、
六
月
以
降
、
論
文
締
切
の
八
月
末
ま
で
の
ノ
ー
ト
に
は
、
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ラ

ン
ス
、
一
七
九
一
年
七
月
、
の
日
付
が
あ
る
「
国
富
論
ノ
ー
ト
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
な
ん
と
か
資
金
を
手
に
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た

ナ
ポ
レ
オ
ン
が
、
懸
賞
論
文
に
応
募
す
る
た
め
に
か
な
り
集
中
し
て
準
備
を
し
た
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
頃
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
読
書
に
つ
い
て
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
残
し
て
い
る
次
の
よ
う
な
指
摘
は
興
味
深
い
。

「
た
し
か
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ソ
ン
ヌ
そ
の
他
で
た
く
さ
ん
の
本
を
読
ん
だ
。
し
か
し
、
こ
の
熱
烈
で
た
え

ず
未
来
を
夢
見
て
い
る
魂
に
あ
っ
て
は
、
も
っ
と
も
厳
粛
な
護
物
で
も
、
小
説
が
卑
俗
な
魂
に
あ
た
え
る
効
果
以
外
の
も
の
は
生
糸

だ
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
書
物
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
情
熱
的
な
感
情
を
目
覚
め
さ
せ
、
あ
る
い
は
刺
激
し
た
。
だ
が
完
全
に
論
証
さ

れ
、
そ
の
後
に
人
間
の
生
き
方
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
役
立
っ
て
い
る
偉
大
な
真
理
の
か
ず
か
ず
を
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
記
憶
に
残
し

れ
、
そ
の
後
に
人
間（
焔
）

た
で
あ
ろ
う
か
？
．
」
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ら
ず
、
主
と
し
て
抜
き
書
き
、
そ
れ
も
著
者
の
思
考
を
体
系
的
に
摂
取
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
や
や
盗
意
的
な
抜
き
書
き
が

大
部
分
で
、
彼
自
身
の
感
想
な
り
、
印
象
な
り
の
記
述
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
次
節
で
「
国
富
論
ノ

ー
ト
」
を
例
に
し
て
、
あ
き
ら
か
仁
さ
れ
よ
う
。
本
は
本
、
自
分
の
考
え
は
考
え
、
と
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
時
期
に
書
き
残
し
て
い
る
ル
ソ
ー
の
『
人
間
不
平
等
論
」
の
ぱ
あ
い
に
嶢
感
が
高
ぶ
っ
て
、
「
こ
れ
は
読
む
に
耐

え
な
い
一
と
書
き
な
ぐ
り
、
放
り
出
し
、
つ
づ
く
二
頁
に
わ
た
っ
て
反
論
で
う
め
て
い
る
例
も
あ
る
に
は
あ
る
。
が
、
要
す
る
に
均
衡

の
と
れ
た
、
著
書
と
の
対
話
を
と
お
し
て
思
想
を
摂
取
し
て
い
く
、
と
い
う
い
わ
ゆ
る
読
書
の
正
統
的
な
方
法
か
ら
は
象
出
し
て
い
る

こ
と
だ
け
は
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
学
術
的
用
語
の
抜
き
書
き
帳
を
作
る
な
ど
し
て
、
せ
っ
か
く
周
到
な
準
備
を
し
て
執
筆
に
か

か
っ
た
懸
賞
論
文
も
、
感
情
の
赴
く
ま
ま
に
筆
が
一
人
す
べ
り
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
広
い
読
謹
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
知
識
を

適
当
に
ち
り
ば
め
る
、
な
ど
と
い
う
器
用
な
芸
は
発
揮
で
き
な
か
っ
た
と
ふ
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
「
国
富
論
』
が
登
場
す
る
こ
と
は

つ
い
に
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
手
稿
が
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
別
に
し
て
、
今
日
に
い
る
た
ま
で
、
彼
が
こ
の
時
期
に
明
確
に

『
国
富
論
』
を
研
究
し
た
と
い
う
事
実
が
忘
れ
ら
れ
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
論
文
準
備
の
成
果
を
承
る
前
に
、
ふ
た
た
び
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
あ
と
を
追
う
こ
と
に
戻
ろ
う
。
一
七
九
一
年
の
六
月
、
ヴ
ァ
ラ
ソ

ス
の
新
ら
し
い
軍
団
に
移
り
住
ん
だ
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
こ
の
軍
団
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
積
極
的
な
革
命
支
持
派
と
な
っ
た
。
こ
こ
に

移
っ
て
ま
も
な
く
、
六
月
一
○
日
、
逃
亡
を
は
か
っ
た
ル
イ
一
六
世
が
ヴ
ァ
レ
ン
ヌ
で
捕
え
ら
れ
、
、
く
り
に
引
き
も
ど
さ
れ
た
と
い
う

知
ら
せ
が
入
る
と
、
軍
の
動
揺
が
は
じ
ま
り
、
王
党
派
と
愛
国
派
と
の
あ
い
だ
の
分
裂
が
広
が
っ
た
。
彼
は
下
士
官
を
集
め
て
は
、
．
く

り
か
ら
届
く
革
命
派
の
「
愛
国
的
新
聞
」
を
読
ん
で
聞
か
せ
、
熱
烈
な
革
命
支
持
の
演
説
を
ぶ
っ
て
ま
わ
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
鼓
舞

さ
れ
た
愛
国
派
の
下
士
官
た
ち
は
、
七
月
一
一
一
日
に
は
、
国
王
逃
亡
の
さ
い
に
近
く
の
各
県
で
結
成
さ
れ
た
一
一
一
一
の
「
憲
法
友
の
会
」
の

合
同
集
会
に
参
加
し
て
、
革
命
の
深
化
を
議
決
し
、
七
月
一
四
日
、
．
〈
ス
チ
ュ
ー
ュ
襲
撃
の
記
念
日
に
は
あ
ら
ゆ
る
市
政
関
係
者
と
と
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ナ
ポ
レ
オ
ン
が
『
国
富
論
』
を
読
ん
だ
七
月
と
は
、
こ
う
し
た
革
命
的
昂
揚
の
な
か
で
、
彼
が
積
極
的
な
政
治
運
動
に
と
び
ま
わ
っ

て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
手
紙
の
中
で
、
革
命
の
先
達
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
敬
意
を
さ
さ
げ
て
い
る
箇
所
は
、
あ
る
い
は
『
国
富

論
』
を
読
ん
で
の
、
か
す
か
な
痕
跡
と
い
う
べ
き
か
。

さ
て
こ
こ
で
、
こ
の
オ
ー
ソ
ン
ヌ
、
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
時
代
の
読
書
ノ
ー
ト
を
簡
単
に
ゑ
て
お
こ
う
。
「
国
富
論
』
が
、
ど
の
よ
う
な
読

書
の
傾
向
の
な
か
で
読
ま
れ
て
い
た
の
か
、
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
論
文
執
筆
の
準
備
に
力
を
注
い
で
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
に
、
先
に
あ
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「
学
問

用
語
や
外
国
語
の
、
自
分
の
知
ら
な
か
っ
た
、
表
現
力
に
富
ん
だ
単
語
」
を
蒐
集
す
る
語
奨
集
が
あ
る
。
彼
が
そ
れ
に
、
「
表
現
ノ
ー

ト
」
（
ｏ
昌
一
月
旦
》
の
洪
官
の
ｍ
圏
・
ロ
）
と
い
う
題
を
つ
け
て
い
た
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
七
九
一
年
四
月
一
○
日
、
オ

ー
ソ
ン
ヌ
に
は
じ
ま
り
、
八
月
一
日
が
最
後
の
日
付
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
本
来
の
読
書
ノ
ー
ト
の
な
か
で
日
付
が
付
さ
れ
て
い
る

一
番
最
後
の
も
の
が
、
七
月
の
「
国
富
論
ノ
ー
ト
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
、
八
月
に
入
る
と
論
文
執
筆
に
忙
し
く
、
読
醤

は
中
断
し
て
い
←
』
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
に
、
市
民
の
誓
い
を
た
て
た
の
で
あ
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
七
月
二
七
日
、
オ
ー
ソ
ソ
ヌ
の
友
人
で
陸
軍
理
事
を
し
て
い
た
ナ
ン
ダ
ン
（
二
目
』
ご
あ
て
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
は
、
人
間
を
統
ぺ
る
元
首
の
そ
れ
と
、
牛
や
馬
を
統
く
る
王
の
そ
れ
と
に
分
た
れ
て
い
る
。
前
者
は
完
全
に
革
命

な
し
と
げ
て
お
り
…
…
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
で
あ
る
。
後
者
は
、
国
民
に
完
全
な
憲
法
を
与
え
る
の
を
恐
れ
て
い
る
。
彼
は
支
離

滅
裂
な
思
考
に
陥
り
、
フ
ラ
ン
ス
帝
国
を
破
滅
に
お
と
し
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
こ
の
国
は
火
と
熱
で
承
ち
て
い
る
…
…
一
一
週
間

前
に
近
く
の
一
一
一
県
の
一
一
一
一
の
組
織
が
集
ま
り
、
国
王
処
刑
の
請
願
を
採
択
し
た
。
…
…
一
四
日
の
お
祭
に
、
私
は
オ
ー
ソ
ン
ヌ
の
愛

国
者
に
挨
拶
を
送
っ
た
。
」
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ナ
ポ
レ
オ
ン
は
読
書
ノ
ー
ト
に
一
連
番
号
を
打
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
該
当
す
る
ノ
ー
ト
は
、
オ
ー
ソ
ン
ヌ
、
四
月

四
日
付
の
「
ソ
ル
ポ
ン
ヌ
の
歴
史
』
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
か
ら
は
じ
ま
る
が
、
こ
れ
に
は
第
一
五
番
と
記
さ
れ
て
い
る
。
が
の
ち
に
承

る
よ
う
に
、
番
号
の
付
け
方
は
、
整
然
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
遠
く
、
同
じ
番
号
の
な
か
に
別
々
の
二
つ
の
著
作
が
入
れ
ら
れ
て
あ
っ

た
り
、
逆
に
一
冊
の
本
が
一
一
番
号
に
わ
た
っ
て
扱
わ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
付
と
番
号
と
の
つ
な
が
り
も
、
た
と
え

ば
第
一
八
番
が
七
月
二
四
日
付
で
あ
る
の
に
、
第
二
○
番
は
五
月
一
一
二
日
付
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
第
一
九
番
は
先
の
「
表
現
ノ
ー

ト
」
に
付
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
一
貫
性
を
欠
い
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
他
に
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
、

ル
ソ
ー
の
「
人
間
不
平
等
論
ノ
ー
ト
」
と
、
「
国
富
論
ノ
ー
ト
」
が
あ
る
。
『
知
ら
れ
ざ
る
ナ
ポ
レ
オ
こ
で
は
、
後
者
に
つ
い
て
は
そ

の
存
在
が
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
し
た
根
拠
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
最
後
に
、
つ
ま
り
懸

賞
論
文
の
草
稿
の
直
前
に
お
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
国
富
論
』
と
『
人
間
不
平
等
論
』
と
が
同
じ
時
期
の
、
一
七
九
一
年

七
月
に
読
堂
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

読
書
ノ
ー
ト
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
著
作
は
、
『
国
富
論
・
一
を
入
れ
て
九
点
に
の
ぼ
る
。
以
下
に
簡
単
に
こ
れ
ら
の
書
物
を
紹
介

し
て
お
く
。

（
⑬
）
 

第
一
五
番
ノ
ー
ト
。
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ネ
師
『
ソ
ル
ポ
ソ
ヌ
の
歴
史
』
。
オ
ー
ソ
ソ
ヌ
、
四
月
一
四
日
付
。

著
者
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ネ
師
は
、
一
七
三
四
年
に
生
れ
、
百
科
全
書
派
で
あ
り
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
伝
記
を
は
じ
め
、
他
に
い
く
つ
か
小

さ
な
・
ハ
ソ
フ
レ
ッ
ト
を
残
し
て
い
る
。
絶
対
王
政
下
に
は
こ
れ
が
た
た
っ
て
数
度
に
わ
た
っ
て
饅
ハ
ス
チ
ー
ュ
に
繋
が
れ
た
、
情
熱
的
な

革
命
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
著
作
は
、
王
政
に
た
い
す
る
批
判
と
ソ
ル
ポ
ン
ヌ
の
独
立
、
と
い
う
観
点
か
ら
ア
ン
リ
四
世
と
ソ
ル
ポ
ソ
ヌ

の
抗
争
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
卯
）

第
一
六
番
ノ
ー
ト
。
ウ
ィ
リ
ャ
ム
・
コ
ッ
ク
ス
「
ス
イ
ス
旅
行
』
、
四
月
二
○
日
付
。
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第
一
九
番
ノ
ー
ト
は
、
す
で
に
ゑ
た
「
表
現
ノ
ー
ト
」
で
あ
る
。

第
一
一
○
番
ノ
ー
ト
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
『
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
一
一
二
以
来
今
日
に
い
た
る
、
諸
国
民
の
一
般
史
お
よ
び
習
俗
と
精
神
と
に
つ

（
お
）

い
て
の
試
論
」
、
オ
ー
ソ
ン
ヌ
、
五
月
二
二
日
付
。
中
国
、
イ
ン
ド
の
哲
学
者
、
バ
ビ
ロ
ン
、
拝
火
教
か
ら
、
仏
、
独
、
オ
ラ
ン
ダ
、
デ

ン
マ
ー
ク
の
人
口
問
題
に
い
た
る
ま
で
、
ま
こ
と
に
幅
広
い
作
品
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
こ
の
抜
き
書
き
に
加
え
て
、
次
の
よ
う
な

短
か
い
批
評
を
加
え
て
い
る
。

（
鋼
）

第
一
八
番
ノ
ー
ト
の
一
部
。
エ
ス
ク
ー
シ
ュ
・
ル
・
ノ
プ
ル
『
ジ
ニ
ル
ソ
ン
の
精
神
」
。
五
月
一
二
日
付
・
教
権
至
上
主
義
の
教
義

ウ
ル
ト
ラ
・
モ
ン
タ
ン

に
た
い
し
て
、
何
世
紀
に
ｊ
も
わ
た
っ
て
対
抗
を
つ
づ
け
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
教
会
の
教
義
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

（
劉
）

第
一
八
番
ノ
ー
ト
。
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
』
、
全
二
巻
の
う
ち
第
一
巻
の
承
。
ヴ
ァ
ラ
ソ
ス
、
六
月
二
四
日
付
・
こ

れ
は
『
君
主
論
」
と
並
ん
で
有
名
な
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
の
主
著
で
あ
り
、
独
自
の
国
家
観
に
も
と
づ
い
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
歴
史
を
叙

述
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
て
い
る
。

（
翠
）

番
号
な
し
の
ノ
ー
ト
。
デ
ュ
ロ
ー
ル
『
君
主
制
の
開
始
以
来
今
日
に
い
た
る
、
貴
族
に
た
い
す
る
批
判
的
歴
史
」
。
こ
れ
は
貴
族
の

お
か
し
た
罪
の
数
奄
、
自
由
の
侵
害
を
詳
述
し
、
さ
ら
に
は
「
人
民
の
敵
」
と
い
う
は
げ
し
い
一
一
一
一
口
葉
を
投
げ
つ
け
て
、
貴
族
制
を
告
発

ぱ
い
た
書
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ス
イ
ス
の
政
治
制
度
、
と
り
わ
け
カ
ン
ト
ン
（
州
）
の
成
り
立
ち
や
選
挙
法
、
ま
た
相
続
法
や
公
立
学
校
の
制
度
に
も
ふ

れ
、
さ
ら
に
は
ス
イ
ス
各
地
方
の
特
質
に
及
ん
で
い
る
、
詳
細
な
旅
行
記
で
あ
る
。

第
一
七
番
ノ
ー
ト
。
そ
の
一
部
は
、
右
の
コ
ッ
ク
ス
の
つ
づ
き
で
あ
り
、
別
の
一
部
は
、
デ
ュ
ク
ロ
「
ル
イ
一
四
世
と
ル
イ
一
五
世

（
皿
）

の
統
治
に
か
ん
す
る
秘
め
ら
れ
た
回
想
」
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
デ
ュ
ク
ロ
は
修
史
官
で
あ
り
、
こ
の
著
作
は
絶
対
王
政
の
退
廃
を
あ
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「
共
和
制
か
君
主
制
か
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
共
和
制
は
不
可
能
だ
と
の
声
を
聴
く
が
、
君
主
制
論
者
の
ほ
う
が
、
か
え
っ
て
そ
の
没
落

に
手
を
貸
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
…
・
・
・
一
一
、
五
○
○
万
人
が
共
和
国
に
住
む
こ
と
は
不
可
能
だ
、
と
い
う
が
、
そ
れ
は
非
政
治
的
な
偏

見
に
す
ぎ
な
い
」
と
、
共
和
制
擁
護
を
強
く
表
明
し
て
い
る
。

（
鰯
）

『
知
ら
れ
ざ
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
』
で
は
、
こ
の
「
ボ
ル
テ
ー
ル
・
ノ
ー
ト
」
に
つ
づ
い
て
「
愛
に
つ
い
て
の
対
話
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
日
付
の
記
載
は
な
い
が
、
こ
の
配
列
に
し
た
が
え
ば
、
「
対
話
」
が
書
か
れ
た
の
は
、
六
月
二
四
日
以
降
、
お
そ
ら
く
は
、

七
月
の
は
じ
め
ご
ろ
で
あ
り
「
国
富
論
ノ
ー
ト
」
の
作
成
さ
れ
た
時
期
と
重
な
る
可
能
性
が
た
か
い
。
こ
の
す
ぐ
あ
と
に
出
て
く
る

「
ル
ソ
ー
・
ノ
ー
ト
」
も
日
付
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
対
話
」
は
読
書
ノ
ー
ト
で
は

な
く
、
彼
の
恋
愛
観
を
語
っ
た
短
か
い
対
話
形
式
の
断
章
で
あ
る
。
一
例
を
紹
介
し
て
お
く
。

「
問
い
ｌ
伺
い
ま
す
が
、
あ
な
た
「
恋
愛
と
は
ど
ん
な
も
の
で
す
か
，
あ
な
た
だ
っ
て
、
ま
さ
か
健
か
の
人
鐵
と
変
り
朧
な
い

で
し
ょ
う
？
ポ
ナ
・
〈
ル
ト
ー
ー
恋
愛
は
社
会
に
と
っ
て
も
、
個
為
人
の
幸
福
に
と
っ
て
も
有
害
だ
と
私
は
思
う
。
結
局
、
恋
愛
は

益
よ
り
も
害
の
方
が
多
い
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
人
間
を
守
る
神
様
ゑ
た
い
な
も
の
が
あ
っ
て
、
人
類
を
恋
愛
か
ら
免
れ
さ
せ
、
人

類
を
恋
愛
か
ら
解
放
し
て
く
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
一
つ
の
慈
悲
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
｜

》
」
の
時
期
最
後
の
読
書
ノ
ー
ト
が
ル
ソ
ー
の
「
人
間
不
平
等
論
ノ
ー
ト
」
で
あ
る
。
こ
の
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
は
先
に
ふ
れ
た
が
、
彼

の
も
の
と
し
て
は
め
ず
ら
し
く
、
か
な
り
激
し
い
自
分
の
批
評
を
残
し
て
い
る
。

「
人
間
が
そ
の
魂
の
精
神
性
を
た
か
め
る
の
は
、
美
徳
的
自
由
の
意
識
（
自
覚
）
の
な
か
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
い
う
、
ル
ソ
ー
か

ら
の
抜
き
書
き
に
た
い
し
て
「
自
然
状
態
に
つ
い
て
の
私
の
省
察
」
と
の
題
を
付
し
て
、

「
人
間
が
、
他
の
仲
間
と
の
関
係
を
有
し
た
り
せ
ず
、
ま
た
そ
の
欲
求
を
感
じ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
決
し
て
、
坊
樫
し
た
り
、

孤
立
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
…
…
子
供
か
ら
成
長
し
て
大
人
に
い
た
っ
た
人
間
は
、
自
分
の
仲
間
を
得
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せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
」

こ
の
「
幸
福
」
の
定
義

さ
て
、
最
後
に
、
彼
が
こ
う
し
て
周
到
な
準
備
を
重
ね
て
、
お
そ
ら
く
は
一
七
九
一
年
の
八
月
中
に
執
筆
に
あ
た
っ
た
と
思
わ
れ

る
、
リ
ヨ
ン
学
士
院
へ
の
懸
賞
論
文
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
を
残
さ
れ
て
い
る
草
稿
か
ら
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
そ
の
序
文
に
お
い
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
「
王
者
た
ち
が
絶
対
権
力
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
は
存
在
し
な
い
」

と
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
各
方
面
の
文
筆
界
が
た
え
ず
下
賎
な
阿
談
と
悪
質
の
巧
言
と
の
痛
ま
し
い
光
景
を
さ
ら
け
出
」
し
て
い
た
、
と

旧
制
度
の
思
想
界
を
批
判
す
る
。

「
し
か
し
…
…
圧
政
者
た
ち
の
桐
喝
に
も
ひ
る
む
こ
と
な
く
、
バ
ス
チ
ー
ュ
の
牢
獄
を
も
恐
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
幾
人
か
の
勇

敢
な
人
点
か
ら
、
我
☆
は
大
き
な
恩
恵
を
蒙
っ
て
い
て
い
る
…
…
強
烈
極
ま
る
精
力
と
衝
撃
と
の
一
一
○
カ
月
の
後
に
獲
得
せ
ら
れ
た

自
由
は
、
永
久
に
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
栄
光
で
あ
ろ
う
。
」

彼
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
る
自
由
の
獲
得
を
、
論
文
の
冒
頭
で
こ
う
祝
賀
し
た
の
ち
、
幸
福
と
何
か
、
か
ら
説
き
お
こ
す
。

「
人
間
は
幸
福
に
な
る
た
め
に
生
れ
て
き
た
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
幸
福
と
は
人
間
の
身
体
組
織
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
生
を
享

受
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
…
…
わ
れ
わ
れ
の
持
っ
て
い
る
知
的
感
性
的
な
組
織
は
、
動
物
的
組
織
と
同
様
に
、
い
く
つ
か
の
至

上
命
令
を
有
す
る
が
、
…
…
こ
の
方
が
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
。
幸
福
の
本
質
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
心
理
的
要
求
を
全
面
的
に
発
展

た
い
と
欲
し
、
女
性
と
の
共
同
生
活
を
願
い
、
洞
冗
を
求
め
て
生
活
の
中
心
を
作
り
、
そ
れ
が
雷
を
さ
け
て
、
夜
の
食
料
貯
蔵
所

と
な
る
」
と
の
べ
、
人
間
は
集
団
を
成
す
本
能
を
も
っ
て
お
り
、
物
質
的
な
欲
求
が
強
い
こ
と
を
指
摘
し
、
ル
ソ
ー
の
精
神
主
義
を

批
判
し
て
い
る
。
当
時
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
、
ル
ソ
ー
的
理
想
主
義
者
か
ら
脱
し
て
ポ
ル
テ
リ
ア
ン
の
懐
疑
主
義
へ
と
変
っ
た
、
と
い
わ

れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。

の
定
義
を
出
発
点
に
す
え
、
こ
れ
を
追
求
す
る
「
自
然
権
」
の
存
在
を
主
張
す
る
。
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こ
こ
に
は
、
人
間
の
思
想
の
自
由
を
「
自
然
権
」
と
ゑ
る
ル
ソ
ー
主
義
の
強
い
影
響
が
う
か
が
わ
れ
る
。
さ
ら
に
彼
は
次
の
よ
う
に

自
由
の
価
値
を
最
大
限
に
評
価
す
る
。

「
自
由
が
な
け
れ
ば
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
湧
か
ず
徳
は
生
き
ず
、
国
民
の
力
は
発
揮
で
き
な
い
。
…
…
自
由
な
し
の
感
情
、
理
性
、
さ
ら

懸
賞
論
文
に
応
募
し
た
の
は
一
六
名
に
の
ぼ
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
最
後
か
ら
二
番
目
、
締
切
日
ぎ
り
ぎ
り
に
提
出
し
て
い
る
。
そ

し
て
審
査
の
結
果
は
、
見
事
落
選
で
あ
っ
た
。
彼
の
論
文
に
た
い
す
る
批
評
は
「
第
一
五
番
目
の
論
文
は
、
委
員
の
注
目
を
集
め
え
な

か
っ
た
。
こ
の
作
者
は
お
そ
ら
く
感
性
の
鋭
い
人
物
で
あ
ろ
う
。
が
、
感
覚
に
抑
制
が
き
か
ず
、
ち
ぐ
は
ぐ
に
す
ぎ
、
脈
絡
が
な
い
。

（
”
）
 

乱
雑
に
書
き
ち
ら
し
て
い
る
」
と
さ
ん
ざ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
選
者
の
批
評
に
は
一
理
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
紹
介
を
省
い

た
が
、
そ
の
後
の
論
旨
の
展
開
に
は
論
理
性
を
欠
き
、
文
体
は
長
念
し
い
会
話
体
で
あ
っ
た
り
、
詩
の
よ
う
な
呼
び
か
け
を
繰
返
し
用

い
た
り
、
あ
る
い
は
牧
歌
的
、
叙
情
的
な
表
現
に
酔
い
し
れ
た
り
、
と
い
っ
た
ふ
う
で
、
学
士
院
に
応
募
す
る
論
文
と
し
て
は
、
い
さ

さ
か
場
違
い
に
過
ぎ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
彼
ば
か
り
に
責
任
を
負
わ
せ
て
は
酷
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
リ
ヨ
ン
学
士
院
の
構
成
委
員
は
、
い
ず
れ
も
地
方
的
な

名
士
に
す
ぎ
ず
、
全
体
に
保
守
主
義
者
が
多
く
革
命
の
動
き
に
は
冷
淡
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
革
命
に
よ
る
自
由
を
情
熱
的
に
語
い
あ
げ

た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
論
文
が
、
陽
の
目
を
承
な
か
っ
た
理
由
の
一
端
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

彼
が
四
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
意
識
的
に
こ
の
論
文
の
た
め
に
準
備
し
て
き
た
読
書
の
成
果
は
、
あ
ま
り
生
か
さ
れ
て
い
た
と
は

に
は
幸
福
、
は
な
い
。
」

「
人
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
、
自
己
の
存
在
に
重
要
な
一
定
量
の
大
地
の
果
実
を
得
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
…
…
こ
の
た
め
の

完
全
な
る
思
想
の
自
由
は
絶
対
的
で
あ
り
、
…
…
そ
れ
は
自
然
権
で
あ
る
。
…
…
も
し
こ
れ
を
制
約
す
る
社
会
秩
序
あ
り
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
災
禍
で
あ
る
。
」
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「
国
富
論
ノ
ー
ト
」
は
、
大
型
二
折
の
用
紙
で
一
一
一
一
頁
、
正
確
に
は
一
二
頁
半
に
わ
た
る
自
筆
覚
諜
で
あ
る
。
右
上
に
は
「
ノ
ー

ト
」
（
○
畠
の
Ｈ
Ⅱ
。
③
廓
の
Ｈ
）
と
記
さ
れ
、
左
上
に
は
、
「
雑
録
」
（
ｚ
・
芹
の
⑫
臼
ぐ
の
Ｈ
の
）
と
い
う
記
救
の
下
に
、
書
名
が
書
か
れ
、
「
諸
国
民

の
富
、
ス
ミ
ス
、
ル
シ
ェ
ー
ル
訳
、
第
一
巻
、
ヴ
ァ
ラ
ソ
ス
、
一
七
九
一
年
七
月
」
と
読
め
る
。
す
で
に
承
た
よ
う
に
こ
の
ル
シ
ェ
ー

ル
版
は
訳
本
四
巻
、
コ
ン
ド
ル
セ
の
註
解
一
巻
（
当
時
は
ま
だ
註
解
が
刊
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
先
に
ふ
れ
た
）
で
、
全
五
巻
で
あ
っ

た
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
読
ん
だ
の
は
、
こ
の
第
一
巻
、
す
な
わ
ち
「
労
働
生
産
力
」
を
あ
つ
か
っ
た
第
一
篇
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。

「
ノ
ー
ト
」
は
全
文
二
九
五
行
よ
り
成
る
が
、
章
別
区
分
を
し
め
す
も
の
は
一
切
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
書
き
下
し
て
あ

る
。
こ
の
た
め
記
載
さ
れ
た
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
第
一
篇
の
全
一
○
章
ご
と
に
全
文
を
割
り
振
っ
て
ふ
る
と
、
第
一
章
一
六
行
、
第

思
わ
れ
な
い
。
『
国
富
論
」
の
痕
跡
を
捜
し
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
論
文
執
筆
と
い
う
行
為
も
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
は
、
あ
ら
か
じ

め
充
分
な
論
理
的
展
開
を
考
え
、
こ
れ
ま
で
の
獲
得
し
た
知
識
の
成
果
を
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
適
度
に
散
り
ぱ
め
て
い
く
、
と
い
っ
た
正

統
的
な
方
法
は
と
れ
ず
、
い
き
な
り
溜
っ
て
い
た
思
考
や
感
情
を
一
気
呵
成
に
表
出
す
る
よ
り
他
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
論
文
提
出
後
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
再
び
コ
ル
シ
ヵ
の
政
情
に
心
を
奪
わ
れ
た
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
、
兄
ジ
ョ
セ
フ
を
九
月
末
に

お
こ
な
わ
れ
る
国
民
議
会
の
選
挙
に
立
候
補
さ
せ
る
の
に
間
に
合
う
よ
う
、
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
を
出
発
し
て
コ
ル
シ
カ
に
向
い
、
彼
の
短
い

が
充
実
し
た
オ
ー
ソ
ン
ヌ
・
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
時
代
は
終
っ
た
の
で
あ
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
が
『
国
富
論
』
を
読
ん
だ
時
期
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
彼
が
革
命
と
コ
ル
シ
カ
独
立
に
胸
を
た
ぎ
ら
せ
、
そ
の
た
め

の
大
金
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
夢
見
て
懸
賞
論
文
の
執
筆
準
備
に
精
を
出
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
つ
ぎ
に
、
ナ
ポ

レ
・
オ
ン
が
「
国
富
論
」
を
ど
う
読
ん
で
い
た
か
を
染
て
い
こ
う
。

『
国
富
論
』
ノ
ー
ト
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二
章
な
し
、
第
三
章
九
行
、
第
四
章
な
し
、
第
五
章
七
五
行
、
第
六
章
一
四
行
、
第
七
章
二
行
、
第
八
章
六
八
行
、
第
九
章
な
し
、

そ
し
て
最
後
に
第
一
○
章
第
一
節
八
八
行
、
第
二
節
一
三
行
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
梁
る
と
、
第
一
○
章
「
労
働

お
よ
び
資
財
の
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
お
け
る
貨
銀
お
よ
び
利
潤
に
つ
い
て
」
の
第
一
節
「
職
業
の
不
平
等
」
が
八
八
行
で
も
っ
と
も
長

く
、
つ
い
で
実
質
価
格
と
名
目
価
格
を
あ
つ
か
っ
た
第
五
章
の
七
五
行
、
労
賃
を
あ
つ
か
っ
た
第
八
章
の
六
八
行
、
な
ど
が
比
較
的
多

く
の
行
数
を
含
ん
で
い
る
章
で
あ
る
と
い
え
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
完
全
に
無
視
さ
れ
た
も
の
は
、
第
二
章
の
「
分
業
を
ひ
き
お

こ
す
原
理
に
つ
い
て
」
と
第
四
章
の
「
貨
幣
の
起
源
お
よ
び
使
用
に
つ
い
て
」
の
二
章
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
章
別
の
単
純
な
行
数

比
較
か
ら
す
る
と
、
彼
の
関
心
が
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
か
、
が
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、
理
論
的
展
開
の
比
重
が
た

か
い
章
よ
り
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
歴
史
的
な
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
り
、
政
策
的
な
提
言
に
関
説
し
て
い
る
章
に
、
彼
の
関

心
が
多
く
向
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
に
染
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
事
例
に
注
目
し
て
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の

国
際
的
地
位
を
比
較
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

他
に
、
こ
の
「
ノ
ー
ト
」
を
読
ん
で
得
ら
れ
る
一
般
的
な
印
象
と
し
て
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
自
身
の
批
評
な
り
感

想
な
り
を
綴
っ
た
文
章
が
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ご
く
厳
密
に
い
う
と
、
二
カ
所
四
行
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
第
一
の
例
は
、

別
掲
の
写
真
版
に
も
承
ら
れ
る
よ
う
に
、
第
一
章
の
分
業
を
あ
つ
か
っ
た
箇
所
で
ピ
ン
生
産
を
と
り
あ
げ
て
、
分
業
に
よ
る
ピ
ン
の
生

産
性
が
い
か
に
た
か
い
か
を
要
約
し
た
あ
と
で
「
こ
の
こ
と
は
信
じ
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
（
ノ
ー
ト
原
文
、
第
八
行
）
、
と
い
う
素

朴
な
驚
き
を
記
し
た
一
行
で
あ
る
。
第
二
例
は
「
ノ
ー
ト
」
の
末
尾
に
あ
る
「
労
働
者
と
耕
作
者
は
、
職
人
の
普
通
の
階
級
よ
り
、
知

性
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
」
と
い
う
三
行
の
文
章
で
、
彼
の
や
や
結
論
的
な
感
想
を
書
き
留
め
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

す
で
に
前
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
読
書
の
「
く
せ
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
知
識
の
獲
得
に
重
き
を
お
く
も
の
で
、
「
読
む
」

と
い
う
行
為
の
な
か
で
、
自
己
と
著
者
と
の
あ
い
だ
の
思
考
の
交
流
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
く
型
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
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つ
ぎ
に
、
数
字
に
た
い
す
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
関
心
の
高
さ
に
鷲
ろ
か
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
異
常
と
も
い
え
る
ほ
ど
強
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
何
ら
か
の
形
で
数
字
を
含
ん
で
い
る
文
章
は
「
ノ
ー
ト
ー
｜
全
体
の
ほ
ぼ
半
分
に
ま
で
の
ぼ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
例

と
し
て
、
先
に
ふ
れ
た
冒
頭
の
ピ
ン
の
分
業
の
箇
所
を
、
や
や
長
く
な
る
こ
と
を
厭
わ
ず
、
第
一
行
目
か
ら
訳
出
し
て
ゑ
よ
う
。

二
本
の
ピ
ン
は
、
一
八
の
異
っ
た
手
順
を
経
る
。
し
か
し
こ
の
一
八
の
工
程
は
、
し
ば
し
ば
一
○
名
の
人
間
に
よ
っ
て
お
こ
な

わ
れ
る
…
…
こ
れ
ら
一
○
名
の
も
の
の
共
同
作
業
は
、
一
日
一
二
ポ
ン
ド
〔
の
ピ
ン
〕
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
一
ポ
ン
ド
〔
の
ピ
ン
〕

は
四
、
○
○
○
本
を
含
む
。
四
万
八
、
○
○
○
本
の
ピ
ン
が
、
し
た
が
っ
て
一
○
名
の
労
働
生
産
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
人
あ
た

り
四
、
○
○
○
本
に
あ
た
る
」
（
第
一
’
八
行
）
と
分
業
に
よ
る
ピ
ン
生
産
の
生
産
性
の
高
ま
り
を
、
克
明
に
数
字
を
写
し
て
要
約
し

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
す
ぐ
あ
と
に
、
先
に
み
た
「
こ
の
こ
と
は
信
じ
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
感
想
が
記
さ
れ
た
あ
と
、

一
‐
く
ぎ
作
り
を
業
と
す
る
一
人
の
鍛
冶
屋
は
一
日
二
、
一
一
一
○
○
本
を
作
る
」
（
第
九
’
一
一
行
）
と
つ
づ
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
の
ち
に
い
く
つ
か
の
例
で
し
め
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
経
済
学
理
解
の
不
充
分
さ
も
目
に
つ
く
。
が
、
彼
自
身
の
若
さ
と
経

歴
と
を
別
に
し
て
も
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
古
典
派
経
済
学
理
解
の
一
般
的
水
準
の
低
さ
を
無
視
し
て
こ
れ
を
論
じ
て
は
、
い

さ
さ
か
彼
に
は
酷
で
あ
ろ
う
。

ま
た
第
一
巻
で
止
め
て
し
ま
い
、
そ
れ
か
ら
先
の
巻
を
読
朶
つ
づ
け
る
こ
と
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、

『
国
富
論
』
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
彼
の
興
味
も
、
さ
ほ
ど
刺
激
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
た
ん
な
る
経
済
理
論
の
理

解
に
か
か
わ
る
だ
け
で
は
な
く
、
後
に
も
ふ
れ
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
経
済
自
由
主
義
に
た
い
す
る
評
価
を
も
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
注

以
上
の
よ
う
な
一
般
的
な
印
象
を
前
提
に
、
各
章
ご
と
の
記
述
を
簡
単
に
追
い
な
が
ら
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
「
国
富
論
』
を
い
か
に
読

ん
だ
か
、
を
さ
ぐ
っ
て
ふ
る
こ
と
に
す
る
。

目
し
て
お
い
て
よ
い
。



こ
こ
か
ら
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
彼
が
生
産
性
の
増
大
と
い
う
、
い
わ
ば
あ
る
事
象
の
結
果
仁
の
象
目
を
う
ば
わ
れ
、
そ
れ
を
可
能

に
し
た
過
程
の
理
論
的
な
解
明
へ
の
関
心
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
工
場
内
分
業
」
に
は
ふ
れ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
た
ん

な
る
皮
相
的
な
記
述
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
と
な
ら
ん
で
ス
ミ
ス
が
問
題
と
し
た
「
社
会
的
分
業
」
に
つ
い
て
は
一
切
と
り
あ
げ
て
は
い

な
い
。
そ
し
て
、
火
力
機
関
の
自
動
弁
の
事
例
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
展
開
過
程
を
安
易
に
欲
望
説
的
に
理
解
し
て
那
足
れ

り
と
す
る
方
向
に
か
た
む
い
て
い
た
、
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
先
節
で
象
た
よ
う
に
、
こ
の
頃
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
に
影
響
さ
れ
て
、
か
な
り
感
覚
主
義
的
な
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

ト
つ
づ
く
「
分
業
の
原
理
」
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
第
二
章
は
、
一
般
に
「
国
富
論
」
の
基
本
原
理
を
し
め
し
て
い
る
箇
所
と
さ
れ
る

｛
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
興
味
を
ひ
く
こ
と
ば
な
か
っ
た
。
ま
た
市
場
の
問
題
を
あ
つ
か
う
、
こ
れ
に
つ
づ
く
第
三
章
も
、
馬
車
と
水
運
と

鋼
の
効
率
の
比
較
の
事
例
を
記
し
て
い
る
の
み
（
第
一
七
’
一
一
六
行
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
第
四
章
の
貨
幣
の
起
源
に
は
一
切
言
及
さ
れ
て
い

鱸
な
い
。
彼
の
「
理
論
嫌
い
」
が
う
か
が
わ
れ
る
と
い
え
る
。

ｒ
 

の
第
五
章
の
「
諸
商
品
の
実
質
価
格
お
よ
び
名
目
価
格
」
の
章
は
、
七
五
行
に
の
ぼ
り
、
》
」
の
章
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
関
心
が
た
か

ソ時
か
つ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
過
半
の
行
は
、
主
と
し
て
ロ
ー
マ
人
の
銅
貨
の
使
用
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
銀
の
使
用
、
イ

ポ
ソ
グ
ラ
ン
ド
の
支
払
法
貨
、
大
ブ
リ
テ
ン
の
通
貨
の
交
換
比
率
な
ど
の
歴
史
的
事
象
を
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
知
識
獲

ナ５
得
に
は
大
い
に
資
し
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
同
時
に
彼
の
数
字
嗜
好
も
充
分
満
た
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
例
を
大
ブ
リ
テ
ン
の
銅

９
 

（
蛆
）

１
貨
、
銀
貨
、
金
貨
の
交
換
比
率
の
事
例
を
記
し
た
箇
所
か
ら
紹
介
し
て
お
こ
う
（
岩
波
版
訳
書
、
一
七
四
’
一
七
五
頁
に
該
当
）
。

は
す
で
に
み
た
。
つ
づ
い
一

例
を
記
し
て
終
っ
て
い
る
。

さ
て
第
一
章
の
分
業
論
で
は
、
ま
ず
ピ
ン
作
り
の
実
例
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
生
産
性
の
高
さ
に
素
朴
な
驚
き
を
表
明
し
て
い
る
こ
と

す
で
に
み
た
。
つ
づ
い
て
、
火
力
機
関
の
自
動
弁
の
工
夫
が
、
こ
こ
に
動
く
一
人
の
少
年
の
遊
び
た
い
願
望
か
ら
可
能
に
な
っ
た
事
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「
四
四
ギ
ー
一
半
は
正
貨
一
ポ
ン
ド
の
金
に
等
し
い
。
一
一
一
シ
リ
ン
グ
は
一
ギ
ニ
に
等
し
い
。
そ
し
て
二
○
シ
リ
ン
グ
は
一
ポ
ン
ド

に
等
し
い
。
四
六
ポ
ン
ド
一
四
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
は
、
し
た
が
っ
て
三
ポ
ン
ド
一
七
シ
リ
ン
グ
一
○
・
五
ペ
ン
ス
の
銀
に
等
し

い
」
（
第
八
三
’
八
八
行
）
と
、
ま
さ
に
数
字
の
羅
列
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
こ
の
よ
う
な
煩
哨
な
貨
幣
の
換
算
率
を
あ
え
て
書
き
留
め
る
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
。
こ
の
箇
所
で
ス
ミ
ス
が
ね
ら

っ
た
こ
と
は
、
金
貨
の
改
鋳
に
よ
っ
て
銀
貨
の
価
値
が
引
き
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
そ
の
例
証
を
与
え
る
』
」
と
に
あ

っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
換
算
比
率
の
数
字
そ
の
も
の
が
、
さ
ほ
ど
重
要
な
い
ふ
を
持
つ
と
は
思
わ
れ
な
い
。

ま
し
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
に
と
っ
て
を
や
。
し
か
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
こ
の
数
字
を
用
い
て
説
明
さ
る
べ
き
、
か
ん
じ
ん
の
事
象
に

つ
い
て
は
書
き
留
め
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
記
述
文
は
、

「
イ
ギ
リ
ス
が
金
を
法
貨
と
し
て
受
け
入
れ
た
の
は
、
長
い
時
間
を
経
て
か
ら
で
あ
る
。
金
と
銀
と
の
比
率
を
定
め
た
、
い
か
な

る
法
律
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
定
め
た
し
の
は
市
場
で
あ
る
…
…
や
が
て
、
こ
の
割
合
を
定
め
た
方
が
便
利
だ
と
い
う

こ
と
に
気
づ
い
た
」
（
第
七
一
’
七
八
行
、
訳
宙
、
一
六
九
’
一
七
○
頁
に
骸
当
）
。

と
法
定
交
換
率
の
規
定
の
歩
染
を
、
明
断
な
か
た
ち
で
要
約
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
例
証
と
し
て
銅
と
銀
と
の
比
率
の
例
を
あ
げ

る
。
こ
こ
ま
で
は
記
述
文
と
例
証
の
数
字
と
の
あ
い
だ
に
は
、
あ
る
程
度
関
連
が
あ
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
の
交
換
比
率
の
数

字
を
、
こ
れ
に
す
ぐ
つ
づ
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
金
貨
の
改
鋳
に
よ
る
銀
貨
の
変
動
、
と
い
う
ス
ミ
ス
の
説
明
し
た
い

論
理
の
発
展
が
、
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
比
較
的
常
識
的
に
理
解
し

や
す
い
論
理
は
う
け
い
れ
、
そ
の
要
約
も
明
蜥
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
い
っ
た
ん
複
雑
化
す
る
と
論
理
の
筋
道
を
追
う
の
を
放
棄
し
、

数
字
嗜
好
に
よ
っ
て
安
易
に
つ
な
げ
て
し
ま
う
…
…
と
き
め
つ
け
て
は
、
厳
し
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
く
の
は
、
む
し
ろ
理
論
的
な
記
述
文
の
ほ
う
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
章
の
冒
頭
で
ス
ミ



ス
は
不
充
分
な
が
ら
諺
労
働
価
値
説
を
説
明
し
、
そ
こ
か
ら
商
品
は
名
目
価
格
と
実
質
価
格
と
の
二
つ
の
価
格
を
持
ち
、
前
者
が
貨
幣

で
あ
ら
わ
さ
れ
、
後
者
は
労
働
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
表
現
を
敷
延
し
て
、
商
品
を
労
働
に
、
労
働
を

生
活
必
需
品
お
よ
び
便
益
品
に
お
き
か
え
て
、
「
労
働
は
諸
商
品
と
同
じ
よ
う
に
実
質
価
格
と
名
目
価
格
を
も
っ
て
い
る
。
…
…
そ
の

実
質
価
格
は
そ
れ
と
交
換
に
与
え
ら
れ
る
生
活
必
需
品
お
よ
び
便
益
品
の
量
に
存
し
、
そ
の
名
目
価
格
は
貨
幣
の
量
に
存
す
る
…
…
」

（
訳
醤
、
’
五
七
頁
）
と
の
べ
て
い
る
。
が
、
こ
の
箇
所
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
「
貨
幣
は
実
質
価
格
と
名
目
価
格
と
を
も
つ
。
後
者
は
貨

幣
の
鐙
を
あ
ら
わ
し
、
前
者
は
そ
れ
と
交
換
に
与
え
ら
れ
る
生
活
必
需
品
お
よ
び
便
益
品
を
あ
ら
わ
す
」
（
第
二
七
’
三
一
行
）
と
記
し
、

先
の
原
文
の
主
語
で
あ
る
「
労
働
」
を
、
「
貨
幣
」
に
置
換
え
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
必
し
屯
間
違
と
は
い
え

な
い
が
、
こ
れ
で
は
ス
ミ
ス
の
価
値
論
の
論
理
的
発
展
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
価
格
を
た
え
ず
貨
幣
に
結
び
つ
け
て
し
ま
う
俗

流
的
解
釈
に
流
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
こ
と
は
、
す
ぐ
次
に
つ
づ
く
地
代
論
の
要
約
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
永
代
地
代
の
変
動
の
箇
所
で
、
地
代
が
貨

▼
『
も

（
幣
で
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
第
一
に
貨
幣
の
含
む
金
・
銀
の
量
が
時
代
に
よ
っ
て
変
動
す
る
』
」
と
。
第
二
に
は
、
そ
れ
が
た
と

認
え
変
動
し
な
く
と
も
、
そ
の
価
値
が
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
、
と
の
べ
て
い
る
（
訳
暦
、
一
五
七
’
一
五
八
ｇ
ｏ
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
こ

蕊
れ
を
独
自
の
文
章
で
解
釈
し
な
お
す
。
第
一
の
ぱ
あ
い
は
－
１
同
一
量
の
金
あ
る
い
は
銀
に
た
い
し
て
あ
た
え
ら
れ
る
価
値
が
時
に
よ
り

ｒ
 

の
異
な
る
と
き
「
一
（
第
一
一
一
五
’
一
一
一
七
行
）
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
「
一
一
○
○
年
後
に
地
代
の
実
質
価
格
が
同
一
に
と
ど
ま
る
と
き
、
等
価
の

ソオ
金
量
に
等
し
い
〔
銀
貨
〕
一
○
○
ニ
キ
ュ
が
、
同
一
の
収
益
趾
を
有
す
同
一
の
労
働
蛍
を
あ
ら
わ
す
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
第
一
二
七

レポ
ｌ
四
一
行
）
。
第
二
に
、
「
も
し
地
代
が
名
目
価
値
で
し
か
あ
ら
わ
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
大
き
な
切
下
げ
が
あ
ろ
う
。

ナ７
な
ぜ
な
ら
生
産
物
は
、
貨
幣
制
度
〔
交
換
比
率
を
さ
す
〕
に
し
た
が
っ
て
、
変
化
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
か
ら
」
（
第
四
二
’
四
六
行
）
。

９
 

１
以
上
の
よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
地
代
の
変
動
要
因
と
し
て
一
一
つ
の
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。
一
つ
は
、
地
代
が
貨
幣
の
実
質
価
格
と
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名
目
価
格
の
減
価
に
二
種
類
あ
る
と
す
る
ス
ミ
ス
の
説
明
に
た
い
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
こ
の
よ
う
に
、
地
代
の
減
価
に
は
、
実
質

価
格
と
名
目
価
格
の
そ
れ
の
二
種
類
が
あ
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
「
実
質
価
格
」
の
理
解
は
誤
っ
て
お
り
、
ス
ミ
ス

の
挙
げ
た
第
二
の
例
を
二
つ
に
わ
け
て
説
い
て
い
る
た
め
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
わ
か
り
に
く
く
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
主
た
る

理
由
は
、
先
に
も
承
た
よ
う
に
、
生
産
物
一
般
の
価
値
と
価
格
の
問
題
、
実
質
価
格
と
名
目
価
格
の
問
題
を
、
俗
流
的
に
貨
幣
を
と
お

し
て
の
糸
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
第
六
章
の
「
価
格
構
成
」
で
は
、
彼
は
つ
ぎ
の
文
章
を
雷
き
と
め
て
い
る
。

「
土
地
の
生
産
物
は
、
三
分
割
さ
れ
る
。
（
１
）
耕
作
に
用
い
ら
れ
た
動
物
お
よ
び
人
間
の
食
物
。
（
２
）
こ
れ
に
用
い
ら
れ
た
資

財
の
利
子
。
（
３
）
地
主
へ
の
地
代
。
小
麦
価
格
は
こ
れ
ら
の
三
要
素
を
も
と
に
計
算
さ
れ
る
。
労
働
価
格
と
資
財
の
利
潤
し
か
支

払
わ
れ
な
い
商
品
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
海
魚
。
労
働
価
格
だ
け
し
か
支
払
わ
れ
な
い
も
の
は
、
た
と
え
ば
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の

小
石
採
取
人
で
あ
る
」
（
第
一
○
二
’
一
一
五
行
）
。

次
章
以
下
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
ス
ミ
ス
が
あ
ら
か
じ
め
数
字
を
付
し
て
箇
条
書
で
要
約
的
に
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
ナ

ポ
レ
オ
ン
も
こ
れ
を
正
確
に
書
き
写
し
て
い
る
。
が
、
そ
れ
も
や
や
機
械
的
な
と
ら
え
方
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
こ
で
の
ス
ミ
ス
の
労
働

生
産
物
に
つ
い
て
の
議
論
に
は
、
ま
っ
た
く
興
味
を
し
め
し
て
は
い
な
い
。

第
七
章
の
「
自
然
価
格
論
‐
｜
に
お
い
て
は
、
は
じ
め
に
、
「
自
然
価
格
と
は
先
の
一
一
一
要
素
に
対
応
し
た
価
格
で
あ
る
」
と
の
三
行

（
第
一
一
六
’
二
八
行
）
が
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
市
場
価
格
の
要
約
が
あ
る
。

同
一
で
あ
る
ぱ
あ
い
に
は
、
そ
の
実
質
価
格
に
対
応
す
る
同
一
の
収
益
通
を
も
っ
た
労
働
量
が
変
化
し
う
る
、
と
す
る
。
二
つ
に
は
、

も
し
名
目
価
格
が
等
し
い
ぱ
あ
い
に
は
、
貨
幣
の
交
換
比
率
が
異
な
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
生
産
物
の
量
が
変
化
す

る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
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「
市
場
価
格
と
は
、
買
い
手
と
周
囲
の
諸
条
件
と
の
あ
い
だ
の
競
争
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
日
☆
の
価
格
で
あ
る
。
こ
の
市
場

価
格
は
、
自
然
価
格
の
ま
わ
り
を
重
力
に
よ
っ
て
回
る
（
旧
自
洋
①
Ｕ
・
独
占
、
あ
る
種
の
秘
密
の
相
続
…
…
ギ
ル
ド
と
親
方
…
…
等

灸
は
、
こ
の
市
場
価
格
に
も
っ
と
も
お
ど
ろ
く
べ
き
影
響
を
及
ぼ
す
」
（
一
一
九
’
一
二
六
行
）
。

こ
の
要
約
は
適
確
で
あ
る
。
後
と
の
関
連
を
も
含
め
て
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
の
は
、
市
場
価
格
を
成
立
せ
し
め
る
自
由

競
争
の
阻
害
要
因
を
、
独
占
、
相
続
、
ギ
ル
ド
と
挙
げ
て
、
こ
の
独
占
の
問
題
へ
の
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
し
め
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
第
八
章
の
「
労
賃
」
に
移
る
が
、
こ
れ
に
は
全
文
六
八
行
に
の
ぼ
る
、
か
な
り
多
く
の
行
数
が
さ
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
冒
頭
で
「
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
労
働
価
格
は
イ
ギ
リ
ス
よ
り
ず
っ
と
高
い
」
（
第
一
二
七
’
一
二
八
行
）
と
記
し
、
そ
の
理
由

と
し
て
（
１
）
賃
銀
が
た
か
い
。
（
２
）
し
か
も
食
料
品
が
よ
り
安
価
で
あ
る
た
め
に
、
賃
銀
の
実
質
価
格
は
な
お
高
く
な
る
、
２
－

つ
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
人
口
の
増
加
率
が
た
か
い
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
と
は
対
照
的
な
例
と

し
て
、
人
口
の
停
滞
的
な
中
国
を
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
イ
ギ
リ
ス
一
国
内
で
も
、
ロ
ン
ド
ン
、
エ
ジ
ソ
バ
ラ
の
例
を
ひ
い
て
、
場
所
の
違
い
に
よ
っ
て
賃
銀
も
異
な
る
こ
と
を
記

す
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
養
育
率
に
注
目
し
つ
つ
、
「
労
働
価
格
は
労
働
者
に
た
い
す
る
需
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
商

品
価
格
に
よ
る
の
で
は
な
い
」
（
第
一
七
六
’
一
七
九
行
）
と
の
評
言
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
に
相
等
す
る
『
国
富
論
」
の
原
文
箇

所
は
、
「
ノ
ー
ト
」
の
文
章
の
前
後
の
位
置
か
ら
考
え
て
訳
書
、
一
一
五
一
頁
の
未
か
ら
二
五
二
頁
の
前
半
に
か
け
て
で
あ
る
。
こ
こ
で

ス
ミ
ス
は
、
労
働
需
要
の
増
大
に
よ
り
、
そ
の
報
酬
が
あ
が
る
と
人
口
は
増
加
す
る
、
と
い
う
論
理
を
の
べ
て
お
り
、
商
品
価
格
の
要

素
は
考
え
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
。
賃
銀
と
労
働
需
要
と
の
関
係
を
説
こ
う
と
す
る
箇
所
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
商
品
価
格
の
要
素
を
入

れ
た
点
に
は
、
や
や
彼
独
自
の
解
釈
が
加
わ
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。
そ
し
て
、

「
ボ
ス
ト
ン
、
一
一
ユ
ー
ョ
ー
ク
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
例
が
そ
れ
を
証
明
す
る
」
（
第
一
八
七
’
一
八
八
行
。
訳
密
、
二
五
四
頁
）
。
以
上



200 
の
よ
う
に
経
済
発
展
の
国
際
比
較
に
た
い
す
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
関
心
は
、
か
な
り
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
く
に
ア
メ

リ
カ
へ
の
興
味
が
う
か
が
え
る
と
い
え
る
。

こ
の
章
の
最
後
は
、
「
生
産
労
働
は
、
食
料
の
欠
乏
期
よ
り
も
豊
富
な
時
期
に
、
か
な
り
高
く
な
る
」
（
第
一
八
九
’
一
九
一
行
。
訳
書

二
五
八
頁
）
と
い
う
要
約
の
の
ち
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
批
評
を
下
し
て
結
ん
で
い
る
。

「
繁
栄
の
状
態
の
と
き
に
、
労
働
者
は
幸
福
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
凋
落
か
繁
栄
か
Ｑ
異
っ
た
漸
次
的
な
変
化
を
被
っ
て
い
る
の
で

あ
る
」
（
第
一
九
二
’
一
九
四
行
）
。

つ
づ
く
「
資
財
の
利
潤
」
を
あ
つ
か
う
第
九
章
は
、
す
で
に
承
た
よ
う
に
彼
に
よ
っ
て
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
た
め
、
最
後
の
第

一
○
章
に
う
つ
る
。
こ
れ
は
「
労
働
お
よ
び
資
財
の
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
お
け
る
賃
銀
お
よ
び
利
潤
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
る
も
の
で
、

原
著
で
も
も
っ
と
も
長
い
部
分
で
は
あ
る
が
、
理
論
的
な
意
議
は
少
な
い
章
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
二
章
で
の
賃
銀
と
利
潤
の
自
然
率

に
つ
い
て
論
じ
た
あ
と
》
」
、
れ
を
う
け
て
、
職
業
の
相
違
に
よ
っ
て
、
こ
の
自
然
率
に
差
異
が
生
じ
る
事
情
を
、
具
体
的
な
事
例
を
と

お
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
と
っ
て
は
、
労
賃
は
理
解
し
や
す
か
っ
た
し
関
心
も
あ
っ

た
た
め
、
第
八
章
に
つ
づ
い
て
、
た
だ
ち
に
第
一
○
章
の
具
体
例
を
か
な
り
丹
念
に
追
っ
て
い
く
も
の
の
、
第
九
章
の
利
潤
と
い
う
い

わ
ば
や
や
抽
象
度
の
た
か
い
概
念
に
は
関
心
を
し
め
さ
な
か
っ
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
節
の
「
職
業
そ
の
も
の
の
性
質
か
ら
生
じ
る
不
平
等
」
は
、
「
あ
る
職
業
に
お
け
る
小
額
の
利
得
を
う
め
あ
わ
せ
る
、
五

つ
の
主
要
な
事
情
が
あ
る
」
と
書
い
て
、
た
だ
ち
に
「
（
１
）
職
業
そ
の
も
の
の
快
、
不
快
。
（
２
）
徒
弟
修
業
の
難
易
。
そ
の
費
用
の

高
低
に
し
た
が
う
。
（
３
）
仕
事
の
継
続
か
中
断
か
。
（
４
）
職
業
に
た
ず
さ
わ
る
個
人
へ
与
え
ら
る
べ
き
信
任
の
限
度
と
広
が
り
。

（
５
）
成
功
へ
の
可
能
な
る
期
待
度
の
大
小
。
」
（
第
一
九
八
’
二
○
四
行
。
訳
書
、
二
九
二
頁
）
と
そ
の
五
つ
の
条
件
を
、
ほ
ぼ
仏
訳
文
ど

お
り
に
書
き
写
す
。
そ
し
て
、
以
下
に
こ
の
五
つ
の
「
事
情
」
を
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
要
約
し
て
い
く
（
第
二
○
五
’
二
四
五
行
。
訳
欝
、
二
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九
二
’
三
一
五
頁
）
。

こ
こ
で
は
、
毛
織
工
、
屠
殺
業
者
、
宿
屋
、
弁
護
士
、
医
者
、
職
人
、
石
工
、
時
計
屋
、
宝
石
商
、
靴
屋
、
役
者
、
保
険
会
社
な
ど

の
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
の
特
質
が
、
い
き
い
き
と
具
体
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
く
こ
と
は
、
す
で
に
糸
た

よ
う
に
彼
の
「
く
せ
」
と
し
て
、
論
理
展
開
が
複
雑
に
な
り
自
分
の
興
味
に
ふ
れ
な
い
と
き
に
峰
数
字
嗜
好
に
逃
げ
て
、
む
や
象
に

細
か
い
数
字
の
羅
列
を
写
し
て
こ
と
足
れ
り
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
必
要
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
数
字
の
出

て
く
る
箇
所
は
、
「
九
九
〔
戸
〕
に
一
つ
も
火
災
保
険
は
か
け
ら
れ
て
い
な
い
」
（
第
一
一
四
一
一
一
行
）
と
い
う
一
行
の
承
で
、
し
か
も
簡
潔
に

表
現
さ
れ
て
お
り
、
「
全
国
の
平
均
を
と
っ
て
み
る
と
、
二
○
戸
の
な
か
の
一
九
戸
、
否
お
そ
ら
く
は
一
○
○
戸
の
な
か
の
九
九
戸
は

火
災
保
険
を
つ
げ
ら
れ
て
い
な
い
「
’
（
訳
醤
、
一
一
一
一
○
頁
）
と
い
う
原
文
の
表
現
に
比
較
す
る
と
そ
の
違
い
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
す
ぐ
つ

づ
く
文
章
は
、
彼
の
「
数
字
離
れ
」
を
も
っ
と
は
っ
き
り
し
め
し
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
「
ロ
ン
ド
ン
の
労
働

者
の
価
格
は
エ
ジ
ン
バ
ラ
の
一
一
倍
で
あ
る
」
（
第
二
四
四
’
一
一
四
五
行
）
と
記
す
の
糸
で
あ
る
が
、
原
文
で
は
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
「
平
和

な
時
代
の
商
船
の
勤
務
は
、
｜
暦
月
に
つ
き
ロ
ン
ド
ン
相
場
で
一
ギ
ニ
な
い
し
約
二
七
シ
リ
ン
グ
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
の
ふ
つ
う
の
労

働
者
は
、
一
週
九
な
い
し
、
’
○
シ
リ
ン
グ
の
割
合
で
計
算
す
る
と
一
暦
月
に
四
○
な
い
し
四
五
シ
リ
ン
グ
を
稼
得
し
う
る
わ
け
で
あ

る
」
と
彼
の
と
び
つ
き
そ
う
な
数
字
が
ふ
ん
だ
ん
に
出
て
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
数
字
を
付
し
た
結
論
が
す
で
に
与
え
ら
れ
て

お
り
、
こ
れ
を
具
体
的
な
事
例
に
そ
く
し
て
敷
延
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
の
章
で
の
論
述
の
ス
タ
イ
ル
は
、
と
く
に
明
断
を
尊
ぶ
ニ
ス

プ
リ
・
カ
ル
テ
ジ
ア
ソ
（
デ
カ
ル
ト
的
精
神
）
に
な
じ
ん
だ
青
年
の
頭
脳
に
は
、
快
よ
く
鯵
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
牧

ぺ
て
、
い
か
に
も
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
に
特
徴
的
な
経
験
主
義
的
な
思
考
、
し
か
も
専
門
の
経
済
学
者
の
手
に
も
あ
ま
る
、
ス
ミ
ス

特
有
な
錯
雑
し
た
論
理
と
多
様
な
表
現
と
に
あ
ふ
れ
て
い
る
他
の
多
く
の
箇
所
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
と
っ
て
は
、
は

な
は
だ
苦
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ナ
ポ
レ
オ
ン
が
、
第
九
章
で
は
避
け
て
と
お
っ
て
い
た
「
利
潤
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
つ
づ
く
箇
所
で
は
、
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
資
財
の
利
潤
は
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
て
生
産
さ
れ
る
商
品
の
価
格
に
し
た
が
っ
て
動
く
。
一
般
に
、
年
間
で
同
一
量
の
職
業

（
白
目
の
日
の
）
が
、
同
一
の
資
財
利
潤
を
生
承
出
す
、
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
」
（
第
二
七
二
’
二
七
四
行
。
訳
書
、
三
二
四
頁
）
。

こ
こ
で
の
原
文
は
、
同
一
量
の
「
商
品
‐
｜
を
生
柔
だ
す
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ま
た
す
で
に
い
く
つ
か
の
箇
所

で
も
承
と
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
要
約
に
は
、
し
ば
し
ば
一
つ
先
の
論
理
を
見
越
し
て
、
原
文
と
は
別
の
表
現
を
用
い
て

記
し
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い
。
彼
の
頭
の
回
転
の
早
さ
か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
経
済
学
の
論
理
展
開
に
充
分
な
じ
ん

で
は
い
た
か
っ
た
彼
に
と
っ
て
は
、
そ
の
論
理
の
飛
躍
が
か
な
ら
ず
し
も
正
鵠
を
射
て
い
な
い
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と

は
す
で
に
糸
た
。
が
、
こ
こ
で
の
飛
躍
は
ま
ず
問
題
な
か
ろ
う
。
つ
い
で
「
し
か
し
公
喪
の
年
は
黒
布
の
価
格
を
ひ
き
あ
げ
る
」
（
第

一
一
七
八
’
二
七
九
行
。
訳
書
、
三
二
五
頁
）
、
を
記
し
た
の
ち
、
「
農
業
に
お
い
て
は
、
同
一
量
の
耕
作
へ
の
〔
労
働
〕
消
費
を
し
て
も
、
収

＝ 

二
一一

頁
、.ノ

｡ 

こ
れ
に
つ
づ
い
て
、
一
般
に
利
潤
と
賃
銀
と
が
混
同
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
こ
の
例
を
薬
屋
に
と
る
。
そ
し
て
投
機
者
の
例
に
う

つ
り
、
こ
れ
も
簡
潔
か
つ
的
確
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
「
投
機
者
の
利
得
は
計
算
し
え
な
い
。
彼
が
成
功
す
る
か
失
敗
す

る
か
は
時
の
運
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
男
に
は
定
っ
た
商
売
は
な
い
。
た
え
ず
変
っ
て
い
る
」
（
第
二
六
八
’
二
七
一
行
。
訳
書
、
一
一
一
二
○
Ｉ

三
一
六
頁
）
。

こ
の
箇
所
の
結
論
は
以
下
の
よ
う
に
き
わ
め
て
正
確
か
つ
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

「
労
働
賃
銀
に
差
異
を
生
ず
る
こ
れ
ら
五
つ
の
事
情
の
う
ち
で
、
資
財
の
利
潤
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
も
の
は
、
し
た
が
っ
て
二
つ

だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
１
）
職
業
の
快
、
不
快
。
（
２
）
そ
れ
に
と
も
な
う
危
険
か
安
全
か
。
資
財
の
利
潤
に
影
響
す
る
の
は

主
と
し
て
後
者
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
資
財
の
利
潤
は
、
労
働
賃
銀
よ
り
も
、
変
動
が
少
な
い
。
」
（
第
二
四
六
’
二
五
三
行
。
訳
書
、
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穫
量
に
は
大
き
な
差
異
が
生
じ
る
」
（
第
一
一
八
○
’
二
八
二
行
。
訳
書
、
一
一
一
二
五
頁
）
と
、
農
業
の
特
質
に
注
目
し
て
、
こ
の
第
一
節
を
終

さ
て
最
後
の
部
分
で
あ
る
第
二
節
「
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
政
策
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
不
平
等
」
に
相
当
す
る
箇
所
に
移
ろ
う
。

そ
の
冒
頭
で
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
政
策
は
、
時
間
（
］
の
（
の
日
冨
）
と
資
財
の
用
途
価
格
に
お
い
て
大
き
な
不
平
等
を
生
み
出
し
て
い

る
」
（
第
二
八
一
一
一
’
二
八
五
行
。
訳
書
、
一
一
一
一
一
一
○
頁
）
と
記
す
。
こ
こ
で
の
「
時
間
」
は
、
原
文
の
文
意
か
ら
し
て
、
お
そ
ら
く
「
労
働
」
に

該
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
、
た
ん
な
る
不
注
意
に
よ
る
誤
ち
、
と
い
う
よ
り
彼
の
解
釈
の
論
理
的
飛
躍
と
糸
る
べ
き
な
の

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
い
ふ
す
る
と
こ
ろ
は
か
な
ら
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
労
働
が
時
間
の
消
費
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
理
解
で
き

こ
れ
に
つ
づ
い
て
「
こ
の
不
平
等
を
生
承
出
も
の
は
三
つ
の
方
法
に
よ
る
」
と
し
て
、
原
文
の
、
三
つ
の
方
法
を
の
べ
て
い
る
そ
れ

ぞ
れ
の
箇
所
の
冒
頭
部
分
を
要
約
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

「
（
１
）
あ
る
同
業
組
合
に
お
け
る
競
争
者
の
数
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
訳
書
、
三
一
一
一
一
頁
）
、
（
２
）
他
の
職
業
に
お
い
て

は
、
そ
の
自
然
な
限
度
以
上
に
競
争
者
の
数
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
訳
書
、
三
五
一
一
一
頁
）
、
（
３
）
労
働
と
資
財
の
自
由
な
流

通
を
さ
ま
た
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
訳
醤
、
三
六
一
一
一
頁
）
」
（
第
二
八
六
ｌ
二
九
二
行
）
。

こ
の
要
約
は
、
や
や
機
械
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
箇
所
の
冒
頭
部
分
を
要
約
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
た
だ
（
１
）
の
「
同

業
組
合
」
（
８
ｇ
ｏ
暁
凰
○
口
）
は
、
原
文
の
表
現
で
は
「
職
業
」
（
ｂ
Ｈ
ｏ
庁
の
：
曰
）
で
あ
る
。
こ
の
節
で
は
、
ス
ミ
ス
が
同
業
組
合
の
問
題

を
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
要
約
が
的
確
で
あ
る
と
は
い
え
る
。
が
、
そ
の
他
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
原
文
の
内

容
を
充
分
追
っ
て
い
た
か
否
か
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
原
文
を
追
わ
ず
に
各
項
目
の
最
初
の
要
約
を
、
機
械
的

に
引
き
写
し
た
よ
う
な
気
配
が
強
い
の
で
あ
る
。

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
』

な
い
こ
と
で
も
な
い
。

っ
て
い
る
。
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さ
て
、
「
ノ
ー
ト
」
の
最
後
の
一
一
一
行
は
、
す
で
に
こ
の
項
の
は
じ
め
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
数
少
な
い
独
自

な
批
評
で
あ
る
。
再
現
す
る
と
「
労
働
者
と
耕
作
者
は
、
職
人
の
普
通
の
階
級
よ
り
は
、
知
性
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
」
（
第
二
九
一
一
丁

一
一
九
五
行
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
文
章
を
ど
う
読
む
か
。
富
の
唯
一
の
源
泉
を
農
業
に
求
め
、
農
業
者
の
労
働
の
承
が
生
産
的
で
あ
る
と
み
な
し
、
職
人
や
商
人

の
労
働
を
評
価
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
、
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
影
響
を
う
か
が
え
る
も
の
、
と
考
え
る
こ
と

し
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
が
、
お
そ
ら
く
は
、
す
ぐ
直
前
の
同
業
組
合
に
よ
る
自
由
競
争
の
抑
制
に
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
職
人
は
ゑ
ず
か
ら
の
利
益
の
擁
護
の
柔
に
か
か
わ
っ
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
同
業
組
合
に
よ
る
競
争
規
制
を
し
い

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
の
富
の
増
大
が
制
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
較
べ
れ
ば
、
労
働
者
、
農
民
の
ほ
う
が
よ

ほ
ど
知
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
、
と
い
う
含
意
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
で
に
承
た
よ
う
に
、
第
七
章
に
お
い
て
も
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
自

由
競
争
を
阻
害
す
る
要
因
に
注
目
し
て
、
独
占
や
職
業
上
の
秘
密
の
相
続
に
く
わ
え
て
、
同
業
組
合
と
親
方
制
と
を
指
摘
し
て
い
た
。

｜
ノ
ー
ト
」
の
最
後
が
、
こ
う
し
て
自
由
競
争
を
阻
害
す
る
同
業
組
合
に
拠
る
職
人
を
批
判
し
、
農
民
、
労
働
者
の
知
的
優
越
性
を
主

張
し
て
い
る
こ
と
は
、
後
年
の
、
同
業
組
合
の
禁
止
や
分
割
地
農
民
の
法
的
追
認
を
お
こ
な
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
姿
勢
を
、
明
瞭
に
示

唆
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

＊ 

＊ ＊ 
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（
鋼
）

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
皇
帝
在
位
中
の
発
一
一
一
戸
を
後
年
ポ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ス
ト
が
項
名
別
に
編
纂
し
た
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
辞
典
」
の
「
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
」
の
項
を
承
る
と
「
皇
帝
陸
ノ
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
『
国
富
論
』
で
お
こ
な
っ
た
、
経
済
学
上
の
多
く
の
問
題
を
検
討
し
た
。
皇
帝

は
、
そ
れ
を
原
理
と
し
て
は
認
め
る
も
の
の
、
そ
の
適
用
に
お
い
て
は
、
誤
っ
て
い
る
と
考
え
た
」
と
あ
る
。
ま
た
「
経
済
学
」

（
の
８
口
。
且
の
ご
◎
一
崖
Ｐ
員
の
）
の
項
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
言
葉
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
経
済
学
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
繁
栄
を
た
え
ず
わ
れ
わ
れ
に
吹
聴
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
一
つ
の
手
本
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に

示
す
こ
と
に
は
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。
が
、
そ
の
当
の
イ
ギ
リ
ス
こ
そ
、
実
は
関
税
制
度
は
ｊ
も
っ
と
ｊ
も
重
く
、
ｊ
も
っ
と
も
絶
対
的
な

の
で
あ
る
。
経
済
学
者
と
き
た
ら
、
関
税
撤
廃
を
望
朶
、
輸
入
禁
止
の
廃
止
を
求
め
る
ば
か
り
で
あ
る
。
が
、
イ
ギ
リ
ス
こ
そ
、
そ

れ
を
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
。
」

ナ
ポ
レ
オ
ン
が
皇
帝
に
あ
っ
た
時
代
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
産
業
革
命
が
進
展
し
つ
つ
あ
り
、
そ
の
圧
倒
的
に
高
い
生
産
力
を

背
景
と
し
た
、
安
く
優
秀
な
イ
ギ
リ
ス
商
品
が
大
陸
を
め
ざ
し
て
浩
々
と
流
れ
こ
ん
で
く
る
時
代
で
あ
っ
た
。
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
革
命

に
お
い
て
、
一
七
九
一
年
の
一
般
関
税
法
以
来
、
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
商
品
の
競
争
か
ら
国
内
市
場
を
確
保
す
る
た
め
の
保
護
関
税
を

設
定
し
て
、
明
確
な
保
護
主
義
の
立
場
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。
や
が
て
、
イ
ギ
リ
ス
商
品
の
販
売
。
所
有
の
禁
止
に
ま
で
つ
き
す
ず

承
、
全
面
的
な
海
上
戦
争
に
ま
で
発
展
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
弧
）

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
こ
う
し
た
革
命
期
の
保
護
主
義
を
徹
底
さ
せ
、
い
わ
ゆ
る
大
陸
制
度
（
、
］
、
融
日
の
８
口
感
口
自
国
一
）
を
完
成
さ
せ
た
。

右
に
染
た
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ス
ミ
ス
観
は
、
．
自
由
主
義
を
望
承
、
イ
ギ
リ
ス
の
先
進
性
を
称
え
た
若
き
日
の
そ
れ
と
は
大
き
く
変
化
し
、

イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
を
祖
述
す
る
経
済
学
者
に
た
い
す
る
激
し
い
非
難
へ
と
つ
ら
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
徹
底
的
な
保
護
主
義

を
必
然
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
相
対
的
後
進
国
フ
ラ
ン
ス
の
、
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
的
自
由
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
た
い
す
る
明
確

な
反
発
を
し
め
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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旧
体
制
下
に
お
け
る
『
国
富
論
』
へ
の
期
待
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
絶
対
王
政
か
ら
の
脱
却
の
途
を
捜
し
た
啓
蒙

的
知
識
人
に
よ
る
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
政
策
的
指
針
の
獲
得
へ
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
策
的
に
は
、
絶
対
王
政
の
財
政
基

盤
確
保
の
た
め
に
は
か
ら
れ
た
、
ギ
ル
ド
制
の
強
化
に
基
礎
を
お
い
た
産
業
の
規
制
体
系
か
ら
、
経
済
的
自
由
主
義
へ
の
移
行
を
求
め

る
期
待
に
あ
り
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
国
内
産
業
の
展
開
を
う
な
が
す
こ
と
を
目
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら

の
精
神
的
態
度
は
基
本
的
に
は
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
へ
の
同
化
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
自
ら
の
力
で
革
命
を
な
し

と
げ
、
旧
体
制
を
否
定
し
て
新
し
い
体
制
を
生
糸
出
し
た
、
「
第
三
身
分
」
に
よ
る
ジ
ャ
コ
ベ
ン
主
義
の
深
化
は
、
国
内
に
垢
け
る
旧

体
制
の
否
定
と
い
う
枠
内
で
は
開
明
派
の
自
由
主
義
と
共
同
し
え
た
が
、
も
は
や
た
ん
な
る
先
進
国
の
政
策
的
模
倣
・
追
随
に
と
ど
ま

る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
と
く
に
国
際
市
場
に
お
け
る
対
抗
関
係
を
意
識
し
て
、
彼
ら
が
革
命
の
渦
中
で
積
極
的
に
打
ち
出

し
た
自
国
産
業
の
保
護
育
成
の
途
は
、
結
局
は
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
へ
の
同
化
を
は
か
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
全
く
の
異
化
、
全
面

的
な
対
立
へ
と
向
か
う
こ
と
に
行
き
つ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
「
革
命
の
子
」
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
、
こ
れ
を
「
大
陸
制
度
」
と

し
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
国
富
論
』
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
紹
介
者
た
ち
が
、
総
じ
て
革
命
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
不
遇
に
終
る
こ
と
に
な
っ

た
理
由
も
、
実
は
こ
の
、
歴
史
の
進
展
と
と
も
に
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
へ
の
同
化
と
異
化
と
を
め
ぐ
る
知
的
態
度
の
深
刻
な
亀
裂
が
拡
大

し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
原
蓄
期
の
経
済
発
展
の
相
対
的
な
た
ち
遅
れ
と
、
そ
れ
か
ら
必
然
化
さ
れ
た
保
護
主
義
的
な
政
策
の
積
極
的
な
採
用
に
よ

る
資
本
蓄
積
の
加
速
化
の
要
請
、
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
資
本
主
義
の
特
殊
性
は
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
古
典
派
経
済
学
の
受

（
弧
）

容
と
フ
ラ
ン
ス
経
済
学
の
形
成
に
も
微
妙
な
陰
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
Ｊ
・
Ｂ
・
セ
ー
と
と
も
ス
ミ
ス
経
済
学
の
祖
述
か

（
狸
）

ら
出
発
し
た
シ
ス
モ
ソ
デ
ィ
は
、
や
が
て
一
八
一
九
年
に
著
さ
れ
た
『
経
済
学
新
原
理
』
の
な
か
で
古
典
派
批
判
を
明
確
に
し
た
。
そ
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れ
は
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
に
発
生
し
た
周
期
的
恐
慌
と
、
そ
れ
に
よ
る
労
働
者
の
窮
乏
化
を
目
撃
し
て
、
こ
れ
を
説
明
す
る
新
た
な
理

論
櫛
築
を
迫
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
社
会
的
混
乱
を
終
局
的
に
救
済
す
る
た
め
に
は
、
つ
ま
り
「
富
の
分
割
を
調
整
し
、

公
平
を
は
か
る
た
め
に
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
排
撃
し
た
政
府
の
介
入
を
た
え
ず
要
請
す
る
の
で
あ
る
」
と
古
典
派
的
経
済
自
由
主

義
か
ら
の
決
別
を
明
確
に
宣
言
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
と
『
国
富
論
』
と
の
関
係
は
、
右
の
よ
う
に
染
て
く
る
と
、
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
に
た
い
し
て
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
置
か

れ
て
い
た
困
難
な
立
場
を
、
象
徴
的
に
し
め
し
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
絶
対
王
政
の
迫
害
に
抗
し
て
古
典
派

経
済
学
の
移
入
を
は
か
っ
た
、
開
明
的
な
フ
ラ
ン
ス
へ
の
『
国
富
論
』
紹
介
者
た
ち
は
、
革
命
の
成
就
を
慶
ぶ
間
も
な
く
、
こ
ん
ど
は

革
命
独
裁
に
よ
り
追
い
越
さ
れ
、
歴
史
の
舞
台
か
ら
消
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

八
註
ｖ

（
１
）
『
『
且
の
『
一
・
二
・
ｍ
ｍ
：
①
｛
○
自
己
・
国
菌
晩
一
・
」
く
§
・
へ
甸
冒
ざ
８
§
》
画
く
Ｃ
ｌ
⑩
．
】
９
ｍ
。
な
お
、
本
書
に
つ
い
て
は
煩
哨
を
さ
け
る
た
め
、
原
則
と

し
て
出
典
は
明
示
し
な
い
。
日
付
を
た
ど
れ
ば
容
易
に
典
拠
を
求
め
う
る
か
ら
で
あ
る
。

（
２
）
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
「
国
術
論
・
一
を
読
ん
だ
事
実
は
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
自
身
が
、
後
年
『
国
寓
論
」

を
読
ん
だ
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
セ
ン
ト
・
ヘ
レ
ナ
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
折
に
は
、
の
ち
に
承
る
ガ
ル
一
一
二
版
が
彼
の

蔵
醤
に
含
ま
れ
て
い
た
事
突
が
、
．
く
り
の
国
立
図
密
館
の
蔵
掛
目
録
の
記
域
か
ら
あ
き
ら
か
仁
さ
れ
て
い
る
（
国
ヶ
一
一
．
［
烹
冒
の
ｚ
自
】
。
：
一
①
．

Ｏ
ミ
ミ
○
困
監
角
》
弓
・
］
』
、
や
や
ｍ
ｍ
Ｃ
）
。

ま
た
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
。
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
、
く
り
の
兵
学
校
在
学
中
、
フ
ィ
ラ
ン
ジ
ェ
リ
と
ネ
ヅ
ヶ
ル
と
同
様
に
「
国
富
論
」
も

読
ん
だ
」
」
（
尹
巨
函
息
［
句
：
『
巳
：
』
く
：
。
怠
§
』
二
⑯
。
、
い
》
．
§
ロ
⑩
一
国
［
の
」
ご
因
：
『
；
］
ｇ
』
》
で
．
］
四
・
．
具
．
、
ｓ
・
言
の
一
ｓ
目
勺
酋
一
己
》

弓
ヶ
の
】
ご
〔
『
・
：
・
二
目
・
｛
シ
：
日
、
ョ
菖
・
ロ
チ
の
８
昌
亘
の
貝
・
冒
邑
目
菖
切
員
（
膏
】
『
『
③
１
ｓ
⑭
①
．
Ｂ
圏
．
ｂ
・
』
巴
・
）
し
か
し
、
こ
の
事
実

は
確
認
さ
れ
え
な
い
。
ま
た
「
ノ
ー
ト
」
の
存
在
に
つ
い
て
は
一
切
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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（
３
）
こ
の
「
国
富
論
ノ
ー
ト
」
は
、
一
九
世
紀
の
手
稿
蒐
集
家
と
し
て
世
界
的
に
高
名
で
あ
っ
た
、
ト
マ
ス
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
卿
（
の
弓
目
盲
目
農

で
三
一
】
目
）
の
所
蔵
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
英
米
で
一
○
数
回
に
わ
た
る
入
札
の
後
散

逸
し
、
「
ノ
ー
ト
」
は
ア
メ
リ
カ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
研
究
家
の
手
に
わ
た
っ
た
が
、
最
近
雄
松
堂
を
経
て
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
、
千
葉
県
君
津

市
、
鹿
野
山
神
野
寺
が
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。

筆
者
に
「
ノ
ー
ト
」
の
存
在
を
教
示
さ
れ
、
「
国
富
論
」
特
集
の
機
会
に
こ
の
紹
介
を
お
こ
な
う
よ
う
勧
め
て
下
さ
っ
た
の
は
時
永
淑
教
授

で
あ
る
。
時
永
教
授
、
な
ら
び
に
所
蔵
者
の
鹿
野
山
神
野
寺
、
複
写
の
提
供
お
よ
び
解
読
の
基
礎
に
援
助
を
い
た
だ
い
た
、
雄
松
堂
編
集
室
和

田
重
男
氏
に
、
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

（
４
）
「
国
富
論
』
の
仏
訳
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
異
説
や
混
同
が
あ
り
、
充
分
確
定
し
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
。
筆
者
の
調
べ
た
限
り
で
は
、

以
下
に
ふ
る
よ
う
に
こ
の
四
極
と
い
え
る
。
他
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ス
ミ
ス
と
親
交
の
深
か
っ
た
モ
ル
レ
師
（
シ
ゲ
尿
冨
・
『
の
一
一
・
［
）
が
訳

業
に
と
り
か
か
っ
た
が
、
プ
ラ
ヴ
ェ
版
が
出
た
の
で
出
版
を
と
り
止
め
た
と
さ
れ
る
（
】
・
”
８
回
『
、
具
控
目
冒
切
ミ
ニ
・
届
圏
》
で
．
⑭
ｇ
》

大
内
兵
衛
、
節
子
訳
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
伝
』
三
六
六
頁
）
。

煩
硝
を
さ
け
る
た
め
に
、
仏
訳
本
の
Ⅱ
ス
ト
を
あ
ら
か
じ
め
、
年
代
順
に
列
挙
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
標
題
の
仏
訳
は
、
独
訳
の
ぱ

あ
い
と
異
な
り
、
訳
者
を
問
わ
ず
す
べ
て
同
一
の
訳
文
と
な
っ
て
い
る
。
シ
念
ョ
の
ョ
】
［
写
・
詞
：
鳶
『
、
奇
聞
冒
冒
ミ
ミ
ミ
：
巨
図
○
日
へ
：
吻

凰
㈹
冒
宛
一
向
言
い
馬
且
図
』
ベ
ミ
ご
爵
》
庁
『
匙
昌
［
ご
色
『
昌
鴬
・
弓
『
⑪
！
』
。
①
（
】
）
》
閂
ワ
区
・
》
□
胃
〔
『
８
口
Ｐ
Ｃ
目
⑫
四
一
色
こ
の
［
〕
。
］
召
】
（
二
）
》
閂
亘
１
．
．

℃
■
『
］
の
四
宮
シ
員
。
旨
の
幻
。
Ｅ
ｎ
ケ
の
『
“
弓
②
。
（
昼
）
》
忌
己
・
》
ご
胃
の
⑦
『
日
山
口
の
胃
ロ
】
①
門
・
局
○
画
（
】
ぐ
）
。

（
５
）
］
・
Ｐ
・
囚
豊
①
【
・
口
誌
同
い
い
凰
豊
、
『
四
ｍ
、
苛
員
鳶
、
の
三
ｓ
且
弓
斡
、
、
ヨ
ヨ
⑰
．

（
６
）
シ
：
曰
切
日
】
牙
》
弓
意
弓
｛
⑱
旦
図
、
Ｑ
員
（
言
⑮
員
吻
ミ
ミ
ロ
謹
蝕
月
旦
巳
［
ご
胃
昌
・
円
・
国
一
色
『
円
》
弓
『
⑪
．

（
７
）
三
色
日
昌
叩
」
⑥
ｏ
Ｃ
目
」
。
：
①
芹
》
同
菖
員
②
馬
凰
》
菖
葛
目
色
三
目
忌
国
爵
（
ミ
ご
鳥
貝
図
、
ご
妬
、
野
良
い
、
同
忌
菖
已
輯
冨
蒼
ミ
ョ
．

（
８
）
ス
ミ
ス
と
フ
ラ
ソ
ス
の
経
済
学
者
と
の
交
流
に
つ
い
て
一
九
世
紀
末
に
、
サ
ン
シ
モ
ン
主
義
者
で
自
由
貿
易
論
者
の
経
済
学
者
、
ミ
シ
ェ
ル
。

シ
ュ
ヴ
ァ
リ
ニ
が
小
論
を
残
し
て
い
る
。
旨
呂
の
一
○
可
の
百
一
】
ｇ
同
旨
」
の
、
巳
【
シ
ュ
目
】
⑫
己
一
【
ず
①
【
ｍ
昌
一
・
｛
・
己
画
二
○
口
こ
の
一
色
、
。
】
の
ｐ
８

の
８
口
・
己
旨
巨
の
》
嘗
旦
ご
ミ
ミ
【
同
８
ミ
ミ
蔦
：
．
］
②
ム
ー
】
弓
」
．

（
９
）
○
③
『
ョ
凶
『
の
日
ロ
】
の
『
・
邑
守
鼠
恩
同
忌
量
②
ミ
ミ
忌
烏
駒
、
『
》
§
ご
図
烏
『
同
８
葛
：
鳥
、
。
（
葛
§
③
弓
①
Ｐ

（
、
）
Ｃ
Ｏ
・
・
邑
冴
ご
弓
の
＆
図
画
ロ
菖
心
鷺
匂
＆
、
向
い
自
営
賃
Ｑ
富
岳
９
．
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（ｕ）ＤＰ・弔慰己ａ烏包⑯一員旨。》冒貝⑮只肉》鼠②｝Ｑ閂③蔓、②昼Ｑ一色嶺〕＆悪い国自ミ⑩』員母量葺Ｑ、震呂ミロ震宛⑨困菖ｎ口⑩。》負『へ⑩‐

萱
ロ
、
詮
圃
や
⑬
ぐ
Ｃ
一
ｍ
》
】
⑪
戸
②
。

、
）
こ
の
版
に
付
さ
れ
た
ス
ミ
ス
の
解
説
は
、
平
田
清
明
訳
「
国
富
論
序
文
」
、
山
田
秀
雄
訳
「
ス
ミ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
学
者
」
と
し
て
、

高
島
善
哉
編
『
国
富
論
講
鍍
』
第
一
一
一
、
五
巻
、
一
九
五
○
年
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

（
週
）
］
・
国
。
、
皇
・
弓
寛
貝
歓
＆
』
同
８
§
冒
忌
、
。
｛
『
へ
ご
浸
鈩
岳
皀
・

（ｕ）シュ目】の目昏・伊自記計》囲い馬烏陶ご貝｛§吻喜の口爲『の目のロ［蔚目の．８月】恩のの【己『の息監の」》目の■。《－８国。、国や亘Ｐ色の
ご
胃
冨
・
四
目
昌
一
》
い
く
。
－
い
》
】
函
ら
・
こ
の
版
は
し
ば
し
ば
プ
ラ
ソ
キ
訳
と
さ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
ガ
ル
ニ
ニ
版
の
改
訂
の
う
え
に
各
種
註
解

を
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
お
）
向
・
巨
牙
烏
．
ｚ
§
。
怠
§
・
】
冨
切
・
金
沢
誠
訳
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
伝
」
、
一
九
六
六
年
、
一
二
頁
。

（
咽
）
○
胃
尉
８
日
図
固
の
日
匡
》
ト
・
国
甸
冒
Ｑ
鳥
』
く
一
国
、
。
（
ご
幹
、
后
＄
》
で
・
路
・

（Ⅳ）四・国の【可且冨一・量国討。》「切冒・』「§。怠§畠『９国島§曰Ｐ・少・関・Ｐ巳障Ｐで・閉》西川長夫訳「ナポレオンの生涯に
か
ん
す
る
覚
醤
」
「
メ
タ
ン
グ
ー
ル
全
集
」
第
一
一
巻
、
一
九
七
○
年
、
一
一
一
七
頁
。
，
，

（
胆
〕
；
忌
己
９
．
℃
・
畠
．
訳
書
一
一
一
二
頁
。

（
四
）
已
鈩
ワ
尿
日
原
：
三
一
の
閂
日
凰
瞥
：
口
已
ぐ
の
日
の
《
雪
国
鷲
。
今
や
烏
冒
一
四
○
さ
§
蔦
、
目
９
．
１
．
．

（
加
）
ご
『
三
一
四
国
。
。
×
の
》
「
。
」
＆
蛸
③
⑮
誌
切
買
い
：
、
〔
勺
〕
・

（
皿
）
ｏ
冒
す
］
⑩
四
国
ロ
。
【
Ｃ
Ｅ
ｏ
－
・
の
》
』
忌
嘗
◎
蔦
②
切
目
、
風
⑭
②
蔦
奇
罰
崎
菌
烏
い
◎
員
匂
門
弓
、
亀
只
】
『
＆
．
《
ず
、
：
，

（皿）］四且巨のロロ一目『の》Ｑ《島罵鳥（ロ】「○冨図；鳥ご員切（③０．ミョ§、§局員烏冒ミョミ同量旦蹟昌ミロ§』きいご鳥切・
〔勺〕・これはおそらくは、、。・・・Ｑ誉鳳凰罰。【「夏（②鳥へロ之○亘⑩、馬凰§Ｑ図恩〔ぬ．」・〕のことであろう。、くり国
立
図
潜
館
の
目
録
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
羽
）
同
５
国
。
シ
の
伊
の
ｚ
ｏ
ｚ
、
固
い
、
「
黛
貝
Ｑ
の
③
「
８
夢
■
②
＄
；
で
で
「

（型）ｚ旨８－．冨色◎江凹ぐの三．餌冴『。《、、昼角悶富３向戟鳥や百画」巳庁冨『』【・因凹目の［戸》ご＄》頤『ｏ一晩・
（頭）ぐ○一国〕『の．＄③切訂＆Ｑ＆Ｑい◎量いい【Ｊ「『》弓臼ｌ圏》己。．》向い②貝：「』・起冴』。『、Ｑｏ欝鄭貝③巴吻冒一周三○§『駒⑤こ・向い、、（『

烏
吻
ｚ
ａ
３
誌
⑫
烏
、
員
切
。
》
ミ
ミ
ミ
、
蔦
）
爵
ミ
ロ
冒
這
ｇ
曽
葛
的
．
】
『
息
．
．
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ａ
）
一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
経
済
学
史
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
吉
田
瀞
一
「
フ
ラ
ン
ス
経
済
学
」
（
小
林
昇
編
『
経
済
学
史
』
昭
和

四
二
年
所
収
）
が
示
唆
に
富
む
。

（
鑓
）
］
・
厚
・
Ｐ
．
、
．
⑩
旨
日
：
臼
・
』
さ
§
８
５
℃
、
…
ざ
図
巨
吋
８
嵩
・
贄
⑯
、
。
冒
曾
、
》
・
震
鳥
（
国
、
ミ
砲
…
貝
§
い
…
、
§
、
・
乱
：
…

（
貝
、
§
具
§
景
閣
ぐ
・
一
“
》
届
』
Ｐ
管
間
正
朔
訳
『
経
済
学
新
原
理
』
二
巻
、
一
九
四
九
’
五
○
年
。

（
釦
）
大
陸
制
度
に
つ
い
て
は
、
吉
田
静
一
「
フ
ラ
ン
ス
重
商
主
義
論
』
一
九
六
二
年
、
同
、
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
と
経
済
』
一
九
七
五
年
、

（
羽
）
旧
悪
豆
ご
菖
斡
国
守
③
‐
』
言
ロ
、
Ｃ
諒
○
誌
◎
箕
、
、
§
⑮
葵
貝
己
喬
８
，
『
母
涜
Ｑ
ａ
図
。
、
訂
ご
薗
凰
）
鷺
、
壱
３
局
賞
②
鳥
へ
・
向
ご
ｓ
３
Ｑ
賃
、
ｚ
宮
、
◎
盃
§
円
き

（
妬
）
「
恋
愛
に
つ
い
て
の
対
話
」
と
懸
賞
論
文
は
全
文
目
：
。
『
匙
の
冨
骨
の
一
・
罠
３
国
・
守
図
凰
○
豊
島
図
烏
ご
ｇ
ｏ
（
８
夢
Ｓ
』
Ｐ
若
井
林
一
訳

『
ナ
ポ
レ
オ
ン
著
作
集
』
一
九
六
七
年
、
七
一
’
八
八
頁
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

（
”
）
可
『
段
段
・
嵩
色
い
い
。
■
の
【
。
．
◎
句
・
骨
・
》
で
・
頤
巨
・

（
躯
）
こ
こ
で
用
い
る
『
国
富
論
』
の
邦
訳
と
し
て
は
、
岩
波
文
庫
版
、
大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
訳
『
諸
国
民
の
富
」
第
一
分
冊
を
使
用
す
る
こ
と

第
三
章
を
参
照
。

に
す
る
。

〔⑫。』０〕。
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aujourd,huiledoubleduproduitdes 

２autrestiers･Cependant，depuisElisabeth 

551esystGmemon6tairen，asouventaucune 

alt6ration・

ＬｅｓＲｏｍａｉｎｓｎｅｃ⑥､naisgaientquelesmonnaies 

decuMe，lorsque，５ann6esavantlaguerre 

punique，ｉｌｓｃｏｍｍｅｎｃもrentafabriquerlesmoImaies

6od,aTgent：aussiras6tait-ilIamesurede 

touteｓｌｅｓｅｓｔｉｍatioms．Ｌ，ａｓもｔａｉｔｕｎｅｍｏｌｍａｉｅｄｅ

Ｃ 

ｃｕｌｖｒｅ･ 

LesBarbaresquised6couperentreInpire 

fran9ai3［romains］eurentde日monnaies

6sd，aTgentetneconnurentquelongtemps 

aprGslesmonnaiesd，ｏｒｅｔｄｅｃｕｉｖｒｅ． 

＿ＬＢｍｏｎｎａｉｅｄ，argent6taitancienne 

ｌｃｍｃｍｅｔｅｍｐｓ，unvaisseaude200tonneEIux 

mont6pａｒ７ｏｕ８ｈｏｍｍｅｓｖａｅｔｒｅｖｉｅｎｔ･ 

Ａｉｎｓｉｈｕｉｔｈｏｍｍｅｓｆｏｎｔｃｅｑｕ,ilfaudrait、

２５５０chariots，ｃｏｎｄｕｉｔｓｐａｒｌＯＯｈｏｍｍｅｓ 

ｅｔｔｉｒ６spar400chevaux． 

Ｌ，ａｒｇｅｎｔａｕｎｐｒｉｘｒ虐ｅｌｅｔｕｎ

ｐｒｉｘｎｏｍｉｎａｌ；celui､ciexprimela 

quantit6d，argentetcelui・lillaquantit6

aodesnecesｓｉｔ６ｓｅｔｄｅｓｃｏｍｍｏｄｉｔ６ｓｄｅｌａ 
Ｐ 

ｖｉｅ，ｑｕ,oIIdonneenretour・

Ｕｎｈｏｍｍｅｓｅｆａｉｔ､ｉｌｌａｒ６ｓｅｒｖｅ 

ｄ，unerentesuruneterre、２choses

concourrontdeconcertAlar6ductionde 

35cetterente，１゜ｌｅｓｄｉ舵rentesValeursque

letemp宮ｄｏｎｎｅａｕｎｅｍ上ｍｅｍａｓｓｅｄ，argent
も

Ｃｕ。'ｏｆ－Ａｉｎｓｉｑｕａｎｄｌｅｐｒｉｘｒｅｅｌｄｅ

ｌａｒｅｎteTesteraitlｅｍｅｍｅ，ａｕｂｏｕｔｄｅ 

２００ans，１００６cusfaisanttantd，oncesne 

4orepr6senteraientpasｌａｍｅｍｅｍａｓｓｅｄｅ 

ｔｒａｖａｉｌＶｕｌａｍｅｍｅｓｏmmedejouissancc、

２．Ｓｉｌａｒｅｎｔｅｍ，etaitsp6cifi6equeparsa 

valeurnominale，ilyauraitn6cessairement 

unegrander6ductionlcarlesproduitS 
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A1amonnaied,AngleterrellMed,argcnt 

fait62schellings，ｕｎｅonce，５schellingset2sols、

１１，，yapasenAngleterredeClroitr6galien 

surlafabrication・ｌｏｎｃｅｄ,argentautitres,entend

Danslemarch6g6n6rald，Europe， Ｏ５ 

ｐｏｕｒｕｎｅｏｎｃｅｄ，ｏｒｐｕｒｏｎｒｅｌｏｉｔ１４ｏｎｃｅｓ 

ｄ，argentpur,celamonnaiedeFranceetde 

Hollallde・Ｐｏｕｒｕｎｅｏｎｃｅｄ，orparmonnaie

d，AlTgleterre,ｏｎｒＥｐｏｉｔａｐｅｕｐｒ６ｓｌ５ｏｎｃｅｓ、

100Letitredelamonnaiedbr 

dZknglcte立ｅｅｓｔｄｅｌｌｏｎｃｅｓｓｕｒｕｎ２ｄ,aI1iagc・

Ｌｅｐｒ⑥duiLd?uneterresepartage 

e、３．１゜LanDurrituredesanmmauxethommes

employesa1aculture,２ＰＬ，int6reLdes〆

lo5fondsemploy6sACet-effet,３゜Ｌａｒｅｎｔｅｑｕｅ

ｌａｔｅｒｒｅｄｏｉｔａＳｏｎＰＰropri6taire・

ＬｅｐｒｉＸ･ｄｕｂＩ６ｓｅｃａｌｃｕｌｅｓｕｒｃｅｓ 

３rapportsb.～２－ユー

I1estdesmarchandisesquinedoivent 

l1Opayerqu⑧１eprixdutravaileMe 

b6n6ficedufon。；lepoisSondemer

par．ｅ癖ｍｐｌｅ;_ilen-?ｅｓｔｑｕｉｎｃｌｄｏｉｖｅ ｌ５ 

ｐａｙｅｒｑｕｅｌｅｐrixdutFavaill州,i７，、

cnAngleterrelorsquesousEdouard３ 

，．３ １Ｐｏｎｖｉｔｃｅｌｌｅｄ,ｏｒｅｔｃｅｎｅｆｕｔｑｕｅ 

７ｏｄｕｔｅｍｐｓｄｅJacques､1ｅＥｑｕｅｒｏｎ 

ＶｉｔｄｅｌａｍｏｎｎａｉｅｄｅｃｕｉＶｒｅ・

Ｕｎｌｏｎｇｔｅｍｐｓｓ,est6coul6avant…… 

ｑｕｅｌ，Angleterreaierelul,oren 

paiementl6gaLAucuneloin,avait 

75Iix61aproportioI1del,ｏｒｅｔｄｅ 

ｌ，argentmomay台．Ｃ'6taitaumarch6

qu，elIesefixait…ＥｎＳｕｉｔｅｏｎａ 

ｔｒｏｕｖ６ｐｌｕｓｃｏｍｍｏｄｅｄｅｆixercetteproportion・

U2soIsdecuivrepesantla 

8omoitiも。,ｕｎｅｌｉｖｒｅｌｄｅｌ６ｏｎｃｅｓｌａ

ｉｉｖｒｅｄｅｃｕｉvrevautintrinsequcment 

７sols、

４４Guinn6esl/２valentlli汀ｒｅｄ,orautitre、

２１schellingsvalentlCuin6e，et20 

85scheIIingsvalentllivreSterling､ 

４６１Messterling，l4schellingset6solsvalent 

doｎｃｕｎｅｌｉｖｪｅｄ，orautitre,ユｏｎｃｅｄｂｒｗＩｕｔ

ｄｏｎｃ３１ｉｖｒｅｓ，１７.schellingslOs5deniers 

l，onceｄｅｌ２ｉｌｌａｌｉｖｒｅｅｔａｕｔｉｔｒｅｄｅｌａ 

ＤｏｍｏnnaiedeLondres．、 仇乎
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Ieschercheursdecaillouxd，EcoSsepar 

115exemPle・

LeprixnatuTeld夕unemarchandise

oudenr息ｅｅｓｔｌｅｐｒｉｘｑｕｉｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄ

ａｕｘ３ｐａｒtiesauxquellesildoitsubvenir･ 

Leprixdumarcheestleprixjournalier 

12ofix6parlaConcurrencedesacheteurs 

etdescirconstances；leprixClumarch6 

vagravitantautourduprix 

maturel,..､Iemonopol＆…Iasuccessiom 

dequeiqueseczごt,…lesjurandesetmaMses

l2setc…ontrinHuencelaplusmarqueesur 
夕

ｌｅｐｒ猛dumarch6、

ＥｎＡｍ６ｒｉｑｕｅｌｅｐｒｉｘｄｕｔｒａｖａｉｌ 

ｅｓｔｂeaucoupplusfortqnfenAngleterre， 

１．ｐａｒｃｅｑｕｅｌｅｐｒｉｘＰ色cuniaireest

l3osup6rieur6tantde2schelIings 

sterlingpourlespluｓｂａｓｐｒｉｘ･Ｄｅ 

６schellingspourlecharpentier，etc、etc.，

２．parｃｅｑｕｅｌｅｐｒｉｘｒ６ｅｌｅｓｔｐｌｕｓ 

ｆｏｒｔｅｎＡｍもrique，▼ｕｑｕｅｌ②scomestibles

l85sont色meiIleurmarch色．

Ｉｌｆａｕｔ５００ａｎｓｄａｎｓｌｅｓ６ｔａｔｓ 

ｄｅｌ,EuropepourdoubIerlemombre 

d，hommes･ＥｎＡｍ歯iquel,ｏｎｔｒｏｕｖｅｑｕｅｃｅ

ｎｏｪnlDredoubもen20ans-

140 SiunjournalierdelaChine 

peuttrouverdansuntravailopiniatre 

dequoMcheterunpeuｄｅｒｉｚｉｌｅｓｔ 

ｃｏｎｔｅｎＬ 

Ｌ,ｏｎｄ畠truitungrandnombred，enfants

M5enChineenlesnDyantdmsde5canaux･ 

Ｉｌｅｓｔｍｅｍｅ９ｄｉt・on,ｕｎｅｃＩａｓｓｅｄ，hommeｓ

ａｖｏｕｅｅｑｕｉｇａｇｎｅｓａｍｅａｃｅｍ６ｔｉｅｒ･ 
Ｄ ＣＱ 

１８ｓｏｌｓｐａＴｊｏｕＴ,ｐａｒａＩｔ色treleprix

dutravailALondres；aquelquesmiUes 
Q 

15odedistanceceprixdescendal5sols， 

１０solsaEdimbourgDa8solsaquelque 

distance、Ｃｅｐｅｎｄａｎｔｌｅｇｒａｉｎｅｓｔｐｌｕｓｃｈｅｒ

ｅｎＥcossequ,enAnglEterrE・

LapaiedDunfantassina6t6r6gl舵a

I558sousenl614、

ＬｅＬｏｒｄＨａｌｅｓａ⑥HIcul6sousCharles2 

qu,qmefamillecompos鼬de6personnes，ｄｕ

ｐさｒＱｄｅＩａｍさre。ｄｅｕｘＥｎｆｍｔｓｅｎ２ｔａｔｄｅｆａｉｒｅ'，

quelquechoseetdeuxautreshorB。，6tａｔｄｅ

守
【
翻

沙.６



enChine． 

Ｌ，ouvragefaitpardeshommes 

1851ibresdoitenlinco⑰ｔｅｒｍｏｉｎｓｑｕｅ 

Ｉ,ouvragefaitpardesesclaves． 

Ｌ,exempledeBoston，ｄｅＮｅｗＹｏｒｋｅｔ 

ｃｅｄｅｌａＰｈｉｌａｄｅＩｐｈｉｅｌｅｐｒｏｌｗｅ・

LetTavaiIdesmanufacturesestplus 

n9oconsid6rabledanslestempsd，abondancequedans 

desann6esdedisette･ 

Lorsqueretatprosp色ｒｅＩｅｓｏｕ▼riers

sontheureux；ilssuiventcongtammentdesdiH6rentes 

gradations，ded6cadenceoudeprosp6rite． 

Ilya5circonstancesprmcipaleｓ Ｋ９５ 

ｑｕｉ，dansquelq皿esprofessions9tiennentlieu

d，ｕｎｐｅｔｉｔｇａｍ 

ｌｏＬ,agr6mentouled6sagr6mentde 

I，emploimeme、２．LafaciIit6ouladiHicult6de

2oo１，apprentissage，selonqu,ｉＩｅｓｔｃｈｅｒｏｕｄｂｏｎｍａｒｃｈ６． 

３．Lacontinuit6⑥ｕｌ,interruptiondutrfwai１． 

４．Ｌｅｓｂｏｍｅｓｏｕｌ，etenduedelaconfiancequ,ilfau上

accorderauxindMdusquel，onemploie、５．ｄａｎｓ

ｌｅｐｌｕｓｏｕｍｏｉｎｓｄ，esp6r融nceprobabIedusuccGs・かg

zo5EnconS6quence：Ｄｅｌａｌ…observationquelesalaire 

h6os，occuper，d6pensen6cessairemmtlO 

scheIlingsparjour［semaine］ｏｕ２６１ｉｖｒｅｓｓｔｅｒｌｉｎｇ 

ｐａｒａｎ･ 

’１，，estpBsraredanslesmontagnes 

d,Ecossed⑥ｖｏｉｒｄｅｓｆｅｍｍｅｓｑｕｉ，Znもres

l65de20enfantsjn,enconsewentpas2 

vivants･ 

EnqueIquesendroitslamoiti6des 

enfantsn，ａｔｔｅｉｎｔｐａｓｒｎｇｅｄｅｌ３ａｎｇ 

ｌａｑｕａｔrｉｅｍｅｅｎｂｅａｕｃｏｕｐｄ,autres 

u7oelIem，atteintpasla7epresque 

dansauCunｐａｙｓｅＵｅｎ，atteintla 

９｡鰈ｏｕＩａｌＯｅ．

Ｃ,ｅｓｔｌｅｂｅｓｏｉｎｄｅｍａｉｎｄ,ｃＥｗｒｅ 

ｑｕｉｒもｇｌｅｌｅｐｒｉｘｄｕｔｒａｖａｉｌｅｔ

ｌ７５ｎｏｎｐａＳｌｅｐｒｉｘｄｅＩａｄｅｎＴ６ｅｂ 

Ｌｅｐｒｉｘｄｕｔｒａｖailaugmente 

oudiminueIapopulationparcequ,il 

multiplieoudiminuelenombre 

desmariagesannueIB・Ｃｅｓｔｐｏｕｒ

】Bocelaqu,enAm6riquelapopUlation 力．B

croit，ｑｕ,ellemarchelentemEntdangcertainｓ 

ｅｔａｔｓｄ,Ｅｕｒｏｐｅｅｔｑｕ，eIleeststationnaire 
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。,ungarFontailleureStmoindrequeｃｅＭｄ，untisserand

etquele;salairedRun4chaTb⑥mnier･ｅｓｔｌｅ;plUsfort， 

，lebouclieresb`miemplOiMemuUcratifparcequ，i｝、
ｅｓｔｂｉｃｎｄ色shonmant．灯‘

甲▲

21ｏＩＬｅｎｅｓｔｄｅ曾memepour1leb6n6Hce

dufond・Ｌｅｆｏｎｄｑｕ,emploieunaubergiste，

Iuirendbeaucoupparcequecetemploiesttr6s 

fatigant.．．…．．－． 

．２.Enappuidelasecondeobservation 

215c,est１，exp6rienCe,ｕ､,artisanest・ｍｉｅｕｘｐａｙｅ－ 

ｑｕ,unlabouTeuretI,avocatctlem6decin 
・勺,

InieuxquelesartiSans・

Leb6n6ficedufondneparaitpas 

suivrecettevariation，tOuteslesbranches 

22odecommerceparaissent6galement.diHiciles 

dcultiver-

-3･Ｕｎｍａｐｏｎｏｕｐｏｒｔｅｕｒｄｅｂｒｉｑｕｅｓｄoit 

Gtremieuxpay6puisqu,il･ｅｓｔｕｎｅｐａｒｔｉｅｄｅ 

ｌ,ann6esanspouvoirrienfaire･ 
g25 

Cettetroisi6mecausedespTixdqltravail 

nepeutavoird,elletsurlefondquidependtoujours 

dun6gociant.、トー

４．ＡcausedesmaticresPr6cieusesque 

fonconfie,auxhorlogersetjoailliersjleur・・鉤

踊otravailestmieuxrecompens6parCetteraison［que］
P 

lem6decinetFavocatが－．Ⅲ：・・

Siuneperson正`､,emploienueses《prop鑓昌fonds

alorsilest6videntquelaconlianc⑧Ｖａｌ〔ｈ〕.’.ｍ

５ｏＳｉ宛usmetteZvotrefilschezuncordonnier

235vouSetesSUrqu，ilapprendraiIfaireもunsoulier，

ｍｅｔｔｅｚｌｅ･CheZuhlavoCatileSt-tres･inCertainqu,il 

apprennelaloiaupointdegagnerson 

m6tier.….Les6om6diensgagnentbeaucoUPparｃｅｑｕｅ 
塒Ieur･色tatestdiHHcileetdeshonorant、

240ｔ、LeScompagniesd'assurancesgagnentpcu

parce･queleshomme3espもrentbeaucoupdansleur

bonheur6iLescompagniesdpassurancessontdes 

loteriesinversesoSur99iln，ｙｅｎａｐａｓｕｎｅｄ，assuree， 
グ

ーＩｊｅｐｒｉｘｄｅＳｏ血▽riersdLondreSestdouble

245qu,aEdimbourg・邑一

Des5Circonstancesquifontvarierｌｅ 

ｓａＭｒｅｄｎｔｒａｖａｉｌ，ｉｌｎｙｅｎｅｓｔｄｏｎｃｑｕｅ２ｓｅｕｌｅｓ 

ｑｕｉａfTectentleb色nもｆＨｃｅｄｅｓｆｏｎｄｓ３１ｏＬ'agr6Inent

‐ｏｕｌｅｄ６ｓａｇｒ色mentdelaprofession，２．１erisqueoula

25os6curitequiraccompagne．Ｃ,estprincipalement 

cettedernierepartiequiinHuesurleb6n61icｅｄｕ 
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｛ｃロ』・…・㈲⑮ケ⑩ロの可、の」巨馬。ご」ぐ色『】①日○旨⑩

白巨の一のい画一“］『の邑巨《吋色ごロ】一・

二口の｛色色〔己②⑫。。■【○口』『の一のケのロのか○の」巨

蹟⑱［。■凸凹ぐの。―の、臼一色】円の」巨庁現いく回一一・巨回、○口［⑩Ｃ巨ぐのご【

圖；Ｉ冒…『…壱・旨…量目二…〒

ず〕画一のＨ己の己庁や。】画一⑩Ｃや①⑰［色巨や。巨庁『の｜①ケの二の司○の」こ｛◎己」〕｜ご色０

つ。｛ず一向②一『の⑦い［◎ず一一ｍの」の｛四一『の『のロ（Ｈの『ｍｏｐ⑫四一画一『の

Ｐ巨写『ＥｍＣｐか已巨○画二○己の［⑩色での一回の〕」。｝［⑥［『の
ご』円

砲望）ｎ．言竪」の『ロケ一①ＩＩＩＩ

ご口牙◎ロ日］の［昌戸・》一ぐ画一ｏ胃巨ロロの二［｛◎己」」①ｓ｝ご『の⑰

い［①１旨、．――。◎一戸、蝕曾の『巴：巴設

ご色『◎の。色のｍＣ曰⑫色一四一『の①⑫【。。ｐ｛ｏｐｇ色色くの○一の

引色でご◎耳』のい◎曰（。罫』・同色】【０－一己画一。】『

騎凹』。〉○つ○一一『『の銅⑪【①『一一口、。一一①弓円の［一『の【凸凹己の一口の罰ＣＥ

Ｓ韻・ロ日。①名のＨの一農『の曰目［目の⑭一

頭『“ロ」の⑫。ヨ］目］の⑱。ｐ⑫四一四胃の①、［己巨｝・

伊・Ｃｐｐ①口の色【勺色⑰○四一、巨一の【｜の、色盲」ご口｝）○ヨヨの

啓、ロ③の巳一色【一ＣｐｍＵｐＥ】⑫〕⑦ロユロケ岸ｃ巨鹸の尉巨一目の色色、【か」巨
豊。⑬。【［・Ｏ２プ○日目の｝凹口・四℃色い』のロＣ日日の『、①可×ｍ・

皀弓口Ｈ－の⑩口曰切、①、⑬ｎｏ

グ

ーのロ『一ｘ」のい』の口『の①⑫。色）。ご｝のユ①⑰ご己の②

い①すの百の。○の』こ｛◎ロ。ご色目のい色◎己
● 

己『。」巨一『のロ

ロョ、の曰の『色一一一のい［『『里」の旦笥のＰ臣①唾『、

一色目】の目〉①い◎目）ロ■の」・】口』口吻【『一の凹曰回巨の二の

で『。」口芦一のロロ⑩目】のワの口かか、の」⑦｛◎己ユＣ

Ｄの己のニユ回皀戸巨己の②口営のの」のユの臣一一℃『ｃ二昌（言】

四ｃｃ『。届いの回】のロ（」のご吋一〆」こ」『色でロＣ】『・

醇望）向。②殖『旨巨一［Ｅ『の）偉く⑩。］の⑩ヨの日の、」のロのごぃの⑪
Ｄ 

ユの、臣一斤巨閂⑮一・。■◎ず二ｍ。［巨口の、門口ご」の

」一空のＨのロロの』①』の口円か⑦伊

田四ｐｏｌ旨の『⑩、一ｍヨの口国｝『の』①一》向こ『ＯＳ①

ご『ｏ」臣声色口の、門色■」の》口ふい色一】一③」色目⑪
己・角凹

面患一の□Ｈ】〆』の三の旨揖で一．】」巳（の目】已叩の一」のい〔。■」叩・
向一一の｛②戸口菖冨の。①戸の旨の、四一芦⑩己妙『

⑭目再◎臣の曰⑫》埠ｏ①ロ門⑩」皀厨色口［』色己⑪、の『【色】回の叩

ＣＯ爲已。『色二○口い－の口○回忌【の」の⑫。●口◎色『『の百【叩。⑬◎因百
一のロ●【（四口（』四口、ユ・図皀（『の、の吋ゴロ一○一ｍ凹巨。」①叩⑫色、

蔓）」の、のいず。閂口の⑫ロ呉ロ『の一一の⑫．⑫ｏｍｐｏ写⑫百色色回［

一四一一ケ『の。］『。Ｅ百二．ロ」の⑬［『色く凹已〆の（」のい

｛ｏロユ⑪。
■Ｓ 

Ｆの－，ヶ。臣閂のこ『円］のロニーニご色［の巨閂⑥、［⑪巨己①目のＥ『

つ②『『】ご庁の一一一ｍのご◎の凶一色Ｃ一也いゆの。『」一口凹笥の」①⑫
ご・円②

謡ｕ②前二ｍｍ己、。


