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（
概
要
）

《
世
間
》
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
、
近
年
、
西
洋
と
日
本
の
違
い
が
言

い
立
て
ら
れ
て
い
る
。
過
去
に
も
繰
り
返
さ
れ
た
事
態
の
何
度
目
か
に
あ
た

る
が
、
直
近
の
そ
れ
は
、
西
洋
史
家
阿
部
謹
也
が
さ
か
ん
に
主
張
し
、
そ
れ

が
日
本
の
論
壇
が
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
き
た
よ
う
で
あ
る
。
筆
者

は
、
そ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
主
張
に
も
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
反
応
に
も
疑
問
を

持
っ
て
い
る
。
し
か
し
起
き
て
い
る
事
態
に
つ
い
て
は
、
何
か
原
因
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
探
る
た
め
に
筆
者
は
、先
に
本
誌
に『《
世
間
と
社
会
》

は
《
日
本
と
西
洋
》
を
比
較
で
き
る
規
準
だ
ろ
う
か
？
』（
河
野
二
〇
一
五
）

を
寄
稿
し
て
検
討
を
始
め
た
。
本
稿
も
趣
旨
は
か
さ
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
阿
部
謹
也
と
、
そ
れ
以
前
に
世
間
を
論
じ
た
二
人
、
和
辻
哲
郎
と
井
上

忠
司
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
年
代
に
開
き
の
あ
る
三
つ
の
エ
ポ
ッ
ク

を
比
較
し
、
そ
れ
ら
の
間
で
論
点
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
、
何
が
変
わ

ら
な
か
っ
た
か
、
ど
ん
な
問
題
が
継
続
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
適
切
か

ど
う
か
、
に
つ
い
て
概
括
的
に
取
り
上
げ
た
。
次
に
、
問
題
を
具
体
的
に
確

か
め
る
た
め
に
、《
世
間
》
と
い
う
言
葉
が
西
洋
の
文
章
の
翻
訳
の
中
で
使

わ
れ
て
い
る
場
合
、
ど
ん
な
言
葉
や
観
念
を
日
本
の
翻
訳
者
た
ち
は
世
間
と

表
現
し
た
の
か
、
そ
れ
は
不
都
合
な
の
か
否
か
を
ド
イ
ツ
語
と
日
本
語
に
つ

い
て
対
照
を
お
こ
な
っ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、《
世
間
》
と
親
近

な
ド
イ
ツ
社
会
の
諸
相
に
注
目
し
た
。

一
．《
世
間
》
を
め
ぐ
る
認
識
と
誤
認
の
エ
ポ
ッ
ク

《
世
間
》
を
め
ぐ
る
現
代
日
本
の
論
議
は
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
阿
部

謹
也
が
『
世
間
と
は
何
か
』（
阿
部
一
九
九
五
）
を
は
じ
め
と
す
る
一
聯
の

啓
蒙
書
に
よ
っ
て
主
張
し
た
の
が
直
接
の
刺
激
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
阿

部
は
そ
れ
以
前
か
ら
も
そ
れ
に
類
し
た
言
及
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

世
間
論
と
し
て
大
々
的
に
唱
え
始
め
た
の
は
そ
の
頃
で
あ
っ
た
。
そ
の
阿
部

の
《
世
間
》
論
が
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
号
で
幾
つ
か
の

特
徴
を
挙
げ
た
。
と
共
に
、
そ
の
見
解
が
論
壇
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
自
体
が
注
目
す
べ
き
現
象
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ

は
生
産
的
で
も
有
意
義
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
事
態
を
解
き

ほ
ぐ
そ
う
と
思
う
。
そ
れ
に
は
や
は
り
阿
部
の
論
説
に
は
無
理
が
あ
る
こ
と

を
改
め
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
一
つ
は
、
阿
部
が
説
く
と
こ
ろ
の
邦
語
の
《
世
間
》
に
つ
い
て
の
理

解
が
誤
謬
で
あ
る
こ
と
、
二
つ
に
は
対
比
さ
れ
る
一
方
の
極
に
あ
た
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
社
会
に
つ
い
て
の
無
理
解
で
あ
る
。

先
に
も
引
い
た
よ
う
に
、阿
部
は
《
世
間
》
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
、

《
こ
の
一
〇
〇
年
の
間
・
・
・
日
本
で
は
驚
い
た
こ
と
に
こ
の
よ
う
な
重
要

な
世
間
と
い
う
言
葉
を
分
析
し
た
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
》
と
断
定
し
、
ま

た
《
社
会
学
者
が
世
間
を
論
じ
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
》
と
ま
で
言
う
（
阿

部
一
九
九
五
：
一
八
―
一
九
、 

同 

一
一
―
一
二
）。
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こ
れ
自
体
は
お
か
し
な
主
張
で
あ
り
、
そ
れ
を
注
意
す
る
人
が
あ
ま
り
見

当
た
ら
な
い
と
い
う
点
も
加
え
る
と
二
重
に
奇
妙
で
あ
る
。
そ
れ
は
《
世

間
》
を
論
じ
た
里
程
標
と
し
て
最
小
限
の
も
の
に
目
を
向
け
る
だ
け
で
も
よ

い
。
そ
の
第
一
は
一
九
三
〇
年
代
の
和
辻
哲
郎
で
あ
る
。
そ
れ
も
一
般
に
気

づ
か
れ
な
い
よ
う
な
小
文
で
は
な
い
。
有
名
な
『
風
土
』
と
『
人
間
の
学
と

し
て
の
倫
理
学
』
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
論
説
は
和
辻
哲
郎
の
思
想
の
な

か
で
も
中
心
を
構
成
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
は
、
一
九
七
七
年

の
井
上
忠
司
の
『「
世
間
体
」
の
構
造 
― 

社
会
心
理
史
へ
の
試
み
』
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
を
無
視
し
て
、
一
九
九
五
年
に
阿
部
謹
也
の
『
世
間
と
は
何

か
』
が
現
れ
、
以
後
、
阿
部
は
多
く
の
著
作
を
通
じ
て
そ
の
世
間
論
を
繰
り

返
し
た
。
こ
れ
を
仮
に
三
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
と
考
え
る
な
ら
、
概
括
的
に
は
次

の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
―

一　

和
辻
哲
郎
の
世
間
論

一
九
三
〇
年
代
の
和
辻
哲
郎
の
世
間
に
関
す
る
考
察
は
パ
イ
オ
ニ
ア
的
な

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
世
間
論
に
比
べ
て
冷
静
で
あ
っ
た
面
す
ら
あ
っ

た
が
、
ま
た
反
面
、
西
洋
と
の
対
比
に
お
い
て
疑
問
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
視

点
も
入
り
込
ん
で
い
た
。
前
者
は
、
世
間
と
い
う
言
い
方
で
日
本
人
は
社
会

を
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
認
識
の
仕
方
は
西
洋
と
較
べ
て
劣
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
後
者
は
、
西
洋
と
日
本
の
対
比
で
、
一
口

で
言
う
と
、
個
人
が
主
体
で
あ
る
西
洋
に
如
何
に
対
処
す
べ
き
か
と
い
う
問

題
意
識
で
、
お
そ
ら
く
迷
っ
た
末
で
あ
ろ
う
が
《
家
》
を
対
置
さ
せ
た
。

一
九
三
〇
年
代
の
和
辻
哲
郎
の
主
張
は
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
欧
語
の
訳

語
と
し
て
《
社
会
》
が
し
き
り
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
っ
た
が
、
日
本
で
は
古

く
か
ら
《
世
間
》
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会

に
あ
た
る
も
の
が
表
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
は
、
日
本
人
の
社
会
意
識
は

決
し
て
欧
米
に
比
べ
て
劣
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
、と
い
う
見
解
で
あ
る
。

同
時
に
欧
米
語
に
対
応
す
る
社
会
の
西
洋
的
な
意
味
と
《
世
間
》
に
は
西
洋

の
社
会
の
一
般
的
な
意
味
を
も
含
み
つ
つ
日
本
の
伝
統
を
表
出
し
て
い
る
と

い
う
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
日
本
人
は
世
間
の
語
に
よ
っ
て
十
分
社
会

性
を
つ
ち
か
っ
て
き
て
お
り
、
ま
た
そ
の
意
識
性
は
西
洋
に
く
ら
べ
て
劣
っ

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
に
あ
た
っ
て
は
、
世
間
が

元
は
仏
教
用
語
で
あ
る
こ
と
も
過
不
足
な
く
探
求
さ
れ
、
そ
れ
が
普
通
に
つ

か
わ
れ
る
意
味
で
の
世
間
と
な
っ
た
推
移
も
解
明
さ
れ
て
い
る
（
和
辻 

一

九
三
四
、「
全
集
九
」
二
二
頁
以
下
）。

　
　

世
間
と
い
う
言
葉
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
の
は
漢
訳
経
典
で
あ
る
。
だ

か
ら
そ
れ
は
最
初
仏
教
哲
学
に
お
け
る
一
定
の
概
念
を
担
っ
た
言
葉
だ

あ
っ
た
。
こ
の
哲
学
の
根
本
命
題
は
「
世
間
無
常
」
で
あ
る
。
世
間
は

無
常
と
い
う
賓
辞
に
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
把
捉
せ
ら
れ

る
。
か
か
る
事
情
の
下
に
日
本
人
は
、
千
数
百
年
前
に
、「
世
間
虚
仮
、

唯
仏
是
真
」（
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
。
天
寿
国
繍
帳
銘
文
）
と
い
う
意
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味
に
お
い
て
世
間
の
概
念
を
受
け
取
っ
た
。・
・
・
・
・
・

そ
の
点
で
は
、
世
間
は
、
先
ず
は
時
間
を
契
機
と
す
る
が
、
ま
た
そ
れ
が

繰
り
広
げ
ら
れ
る
場
と
し
て
空
間
の
意
味
を
持
っ
て
く
る
、
と
い
う
。《
静

的
な
空
間
で
は
な
く
し
て
、
生
け
る
動
的
な
間
で
あ
り
、・
・
・
・
人
間
の

共
同
態
》
で
あ
る
と
、
さ
れ
る
。

　
　

実
際
日
本
に
お
い
て
は
、「
社
会
」
と
い
う
訳
語
が
用
い
始
め
ら
れ
る

ま
で
は
主
と
し
て
世
間
・
世
の
中
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
社
会
を
言
い

現
わ
し
て
い
た
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
の
言
葉
が
社
会
と
い
う
言
葉
よ
り

も
劣
っ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。・
・
・
・
・
世
の

中
は
行
為
的
な
連
関
と
し
て
必
ず
「
間
」「
中
」
と
い
う
広
が
り
を
意

味
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
同
じ
く
行
為
的
な
連
関
で
あ
る
が
ゆ
え
に
必

ず
移
り
変
わ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
々
が
社
会
を
世
間
・
世
の
中

と
し
て
把
捉
し
た
と
き
に
は
、
同
時
に
社
会
の
空
間
的
・
時
間
的
性
格
、

従
っ
て
風
土
的
・
歴
史
的
性
格
と
と
も
に
把
捉
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。・
・
・
・
・
世
間
あ
る
い
は
世
の
中
と
は
、
遷
流
性
及
び

場
所
性
を
性
格
と
せ
る
人
の
社
会
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
歴
史
的
・
風

土
的
・
社
会
的
な
る
人
間
存
在
で
あ
る
。

こ
の
規
定
が
総
合
的
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
現
実

に
生
き
る
人
間
の
全
て
に
あ
た
る
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
和
辻
哲

郎
の
こ
の
、
世
間
の
包
括
性
へ
の
着
目
は
、
そ
れ
が
人
間
存
在
の
半
面
を
言

う
た
め
で
も
あ
っ
た
。

　
　

今
や
右
の
ご
と
く
世
間
・
世
の
中
の
概
念
が
定
ま
る
と
と
も
に
、
我
々

は
人
間
の
こ
の
側
面
を
人
間
の
似
世
間
性
と
し
て
言
い
現
わ
す
こ
と
に

に
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
他
の
側
面
は
人
間
の
個
人
性
と
よ
ば
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
人
間
存
在
の
集
団
拘
束
性
を
あ
ら
わ
す
が
世
間
で
あ
り
、
個

人
性
と
相
反
し
ま
た
相
補
う
半
面
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
言
い
替
え
れ
ば
、
和

辻
哲
郎
の
場
合
、
そ
の
世
間
へ
の
着
目
の
要
点
は
、
個
人
で
あ
る
の
と
対
照

的
な
人
間
の
あ
り
方
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
と
共

に
、
個
人
と
し
て
の
人
間
に
つ
い
て
、
和
辻
哲
郎
は
、
独
特
の
考
察
を
お
こ

な
っ
た
。
個
人
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
ソ
フ
ト
な
社
会
的
実
態
で
あ
る
こ
と

を
力
説
し
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
状
況
で
は
無
理
で
は
な
く
、
パ
イ
オ
ニ
ア
的
で
す
ら
あ
っ
た
が
、

今
日
か
ら
み
れ
ば
、
や
は
り
問
題
は
ふ
く
む
も
の
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
世

間
の
考
察
を
含
む
社
会
論
は
、
西
洋
の
個
人
か
ら
成
る
社
会
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
日
本
が
そ
う
で
は
な
い
な
い
こ
と
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
面
か
ら
説
く
こ

と
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
和
辻
哲
郎
が
、
西
洋
の
個
人
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に
対
置
し
た
の
が
、
日
本
人
の
《
家
》
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
日
本
の
特
質
で

あ
り
誇
る
べ
き
伝
統
で
あ
る
と
し
て
、
和
辻
哲
郎
は
、
古
く
は
山
上
憶
良
の

《
憶
良
ら
は 

今
は
罷
ら
む 

子
泣
く
ら
む 

そ
れ
そ
の
母
も 

吾
を
待
つ
ら
む

そ
》（『
万
葉
集
』
巻
三
―
三
三
七
）
を
挙
げ
て
家
族
と
い
う
《
人
間
と
人
間

と
の
し
め
や
か
な
結
び
つ
き
》を
説
い
た
。
そ
れ
も
一
度
や
二
度
で
は
な
い
、

数
え
て
は
い
な
い
が
、
十
回
位
は
説
い
て
い
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後

は
、
近
世
か
ら
明
治
期
に
も
な
お
同
質
の
《
し
め
や
か
な
人
間
関
係
》
が
日

本
人
の
基
本
に
な
っ
て
き
た
と
し
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
個
々
人
が
孤
立

し
た
、
ぎ
す
ぎ
す
し
た
人
間
関
係
の
西
洋
に
対
す
る
対
す
る
日
本
の
強
み
で

あ
る
の
だ
っ
た
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
個
人
と
社
会
と
い
う
対
比
を
も
っ
て
成

る
西
洋
に
対
し
て
、
家
と
世
間
か
ら
な
る
日
本
と
い
う
構
図
を
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
構
図
を
理
論
的
に
た
し
か
に
す
る
た
め
に
、
世
間
が
考
察
さ
れ
た

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

『
風
土
』
で
説
か
れ
た
家
屋
構
造
と
個
人
主
義
の
相
関

和
辻
哲
郎
の
世
間
に
焦
点
を
あ
て
た
日
本
社
会
の
考
察
は
、
西
洋
社
会
の

考
察
と
一
聯
で
、
そ
の
対
比
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
西
洋
社
会
の
考
察
、
と
い
う
よ
り
観
察
に
は
、
以
後
永

く
影
響
を
及
ぼ
す
記
述
が
入
っ
て
い
た
。西
洋
の
家
屋
構
造
の
理
解
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
西
洋
の
家
屋
の
作
り
方
で
は
、
人
々
は
靴
を
は
い
た
ま
ま
屋
内
へ

入
り
、
廊
下
を
歩
き
、
そ
し
て
鍵
の
か
か
っ
た
部
屋
（
私
室
）
へ
入
る
。
そ

れ
が
社
会
構
造
に
ま
で
拡
大
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
和
辻
『
風
土
』）。

 　
　
　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
の
家
は
、
富
豪
の
人
を
の
ぞ
い
て
、
個
人
が
一

つ
の
「
建
物
」
を
占
居
す
る
の
で
は
な
い
。
建
物
を
入
る
と
左
右
に
一

戸
づ
つ
の
「
家
」
が
あ
る
。
階
段
を
の
ぼ
れ
ば
そ
こ
に
も
左
右
に
一
戸

づ
つ
の
家
が
あ
る
。
五
階
な
ら
ば
十
戸
、
六
階
な
ら
ば
十
二
戸
が
廊
下

に
面
し
て
存
し
て
い
る
。
さ
ら
に
入
口
か
ら
中
庭
へ
抜
け
て
他
の
入
り

口
に
行
け
ば
、
そ
こ
に
も
階
段
を
持
っ
た
同
じ
意
味
の
廊
下
が
同
じ
建

物
の
中
を
上
へ
の
び
て
い
る
。
こ
の
廊
下
は
い
わ
ば
道
路
の
延
長
で
あ

る
。
否
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
往
来
で
あ
る
。
そ
こ
の
往
来
を
通
っ

て
ど
れ
か
の
「
家
」
の
戸
口
を
は
い
る
と
す
る
。
そ
こ
に
「
家
」
の
中

の
廊
下
が
あ
る
。
室
々
の
戸
口
が
こ
の
廊
下
に
向
か
っ
て
開
い
て
い

る
。・
・
・
・

　
　
　

し
か
ら
ば
廊
下
は
往
来
で
あ
り
、
往
来
は
廊
下
で
あ
る
。
両
者
を
判

然
と
区
切
る
関
門
は
ど
こ
に
も
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、「
家
」
の
意

味
が
一
方
で
は
個
人
の
私
室
に
ま
で
縮
小
さ
れ
、
他
方
で
は
町
全
体
に

押
し
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
つ
ま
り

「
家
」
の
意
味
が
消
失
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
家
が
な
く
し
て
た

だ
個
人
と
社
会
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

反
論
と
言
う
よ
り
解
説
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
あ
り
得
な
い
よ
う
な
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解
釈
で
あ
る
。《
家
族
・
家
庭
》
が
社
会
の
た
し
か
な
基
本
単
位
で
あ
る
こ

と
は
西
洋
も
日
本
も
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
構
造
や
社
会

的
な
機
能
の
変
遷
は
あ
っ
た
が
、《
家
な
く
し
て
》
と
い
っ
た
こ
と
は
お
か

し
い
。
ド
イ
ツ
で
言
え
ば
、
十
九
世
紀
に
は
家
庭
の
意
味
は
い
わ
ゆ
る
《
三

つ
の
K
》
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
主
婦
の
務
め
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
現

代
で
は
女
性
に
前
近
代
的
な
片
務
を
強
い
る
点
で
修
正
を
要
す
る
が
、家
族
・

家
庭
の
基
本
が
明
示
さ
れ
た
と
は
言
え
る
。K

inder

（
子
供
）Küche

（
台
所
）

K
irche

（
教
会
）
で
、
教
育
・
食
事
そ
の
他
の
家
内
仕
事
・
生
活
に
お
け
る

情
感
が
養
わ
れ
る
場
が
家
庭
で
あ
っ
た（
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
二
〇
一
五
：
七
六
）。

こ
の
当
然
の
こ
と
が
ら
が
、
屋
内
の
廊
下
も
靴
で
歩
む
こ
と
を
理
由
に
否

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
パ
ー
ト
の
廊
下
だ
け
で
な
く
、
家
の
な
か
の
廊
下

も
基
本
的
に
は
往
来
と
変
わ
ら
な
い
、
と
和
辻
哲
郎
は
言
う
。
そ
こ
ま
で
往

来
が
広
が
り
、
個
室
の
す
ぐ
前
ま
で
そ
う
で
あ
る
た
め
に
、
西
洋
に
は
、
本

質
的
に
家
と
い
う
も
の
が
な
く
、
個
人
が
た
だ
ち
に
社
会
と
向
き
合
っ
て
い

る
と
説
か
れ
る
。

も
っ
と
も
、
和
辻
哲
郎
が
ド
イ
ツ
へ
留
学
を
し
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
を

歩
い
た
の
は
一
九
二
七
、
二
八
年
の
こ
と
で
、
そ
の
当
時
は
一
生
に
一
回
行

け
る
か
行
け
な
い
か
で
あ
り
、
西
洋
に
つ
い
て
は
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
す

べ
て
が
め
ず
ら
し
く
、
そ
れ
を
文
化
理
解
や
社
会
理
解
に
ま
で
拡
大
し
た
の

は
無
理
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
論
説
に
修
正
を
ほ
ど
こ
し
た
と
て
、
時

代
的
な
制
約
の
な
か
で
の
慧
眼
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。問
題
は
、

こ
の
観
察
が
、
そ
の
後
も
疑
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
繰
り
返
さ
れ
、
時
に
は
増

幅
ま
で
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
―

二　

西
尾
幹
二
に
よ
る
家
屋
構
造
＝
個
人
主
義
の
反
復

西
洋
の
家
屋
構
造
に
因
む
和
辻
哲
郎
の
考
察
を
第
二
次
世
界
大
戦
後
も
か

な
り
経
っ
た
頃
に
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
た
一
人
は
西
尾
幹
二
で

あ
っ
た
。
し
か
も
和
辻
哲
郎
と
同
じ
く
個
人
主
義
を
テ
ー
マ
に
し
た
論
説
で

あ
る
（
西
尾
一
九
六
九
＝
二
〇
一
二　

三
三
五
－
三
三
六
頁
）。

　
　
　

堅
牢
な
城
壁
に
囲
ま
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
都
市
は
、
外
部
に
対

し
固
く
自
己
を
閉
鎖
し
な
が
ら
、
内
部
に
は
必
ず
市
民
の
集
う
広
場
を

も
っ
て
い
る
。
主
要
な
通
り
は
み
な
そ
こ
に
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
に

あ
る
公
共
生
活
の
シ
ン
ボ
ル
は
、
市ラ

ー
ト
ハ
ウ
ス

役
所
と
中ド

ー

ム

央
教
会
だ
が
、
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
垣
根
を
も
う
け
て
い
な
い
。
日
本
の
都
会
に
は
公
共
生
活

の
中
心
に
な
り
そ
う
な
特
別
に
際
立
っ
た
建
物
は
何
も
な
い
。
一
般
の

民
家
が
た
だ
雑
然
と
集
ま
っ
て
町
を
つ
く
り
、
し
か
も
一
つ
ひ
と
つ
が

垣
根
を
も
う
け
、
精
巧
な
庭
を
も
つ
。
だ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
家
は
、

こ
と
に
旧
市
街
で
は
、
家
並
が
整
然
と
並
ん
で
、
ど
れ
も
塀
で
か
こ
ま

ず
、
個
人
の
庭
よ
り
、
公
園
や
緑
地
帯
を
大
事
に
す
る
。

　
　
　

さ
ら
に
家
に
構
造
を
み
る
が
い
い
。
家
が
幾
家
族
も
集
ま
っ
て
住
む

ア
パ
ー
ト
形
式
だ
か
ら
、
階
段
も
廊
下
も
往
来
に
等
し
い
も
の
と
い
っ
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て
よ
く
、
し
た
が
っ
て
「
家
」
は
い
つ
も
「
町
」
に
開
い
て
い
る
。
家

に
塀
を
め
ぐ
ら
さ
な
い
こ
と
が
決
定
的
な
要
素
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

い
て
、家
の
内
部
は
、一
つ
ひ
と
つ
閉
鎖
し
た
「
私
室
」
を
並
べ
て
い
る
。

日
本
家
屋
に
は
本
当
の
意
味
で
の
「
私
室
」
と
い
う
も
の
が
な
い
。
要

言
す
れ
ば
、
日
本
人
の
生
活
様
式
は
、
あ
く
ま
で
「
家
」
単
位
で
、
外

部
の
町
の
公
共
生
活
に
対
し
て
は
己
れ
を
閉
ざ
し
て
い
る
が
、
家
の
な

か
で
は
た
が
い
に
寄
り
合
っ
て
暮
ら
す
と
言
う
日
本
的
家
族
の
特
性
を

そ
の
ま
ま
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
市
民
意
識
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
か

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
個
人
は
家
を
超
え
て
、
い
つ
で
も
町
の
公
共
生

活
に
直
結
す
る
用
意
が
あ
る
。「
広
場
」
が
そ
の
象
徴
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
共
同
体
意
識
は
町
の

外
へ
と
超
え
て
は
い
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
都
市
は
堅
牢
な
石
造
り
の

城
壁
で
、
ま
わ
り
を
か
た
く
閉
ざ
さ
れ
、
外
的
に
対
し
、
城
門
は
厳
し

い
監
視
の
目
を
怠
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
市
民
の
自
由
は
、
制
限
の
内
部

で
最
大
に
発
揮
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
文
化
の
専
門
家
の
論
な
の
だ
が
、
中
世
か
ら
近
代
前
期
の
永
い
歴

史
を
通
じ
た
都
市
や
村
の
仕
組
み
を
少
し
見
れ
ば
、
こ
こ
で
西
尾
が
説
い
て

い
る
よ
う
な
理
解
は
成
り
立
ち
そ
う
に
も
な
い
。
広
場
は
集
会
の
た
め
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
都
市
民
の
ほ
と
ん
ど
が
集
ま
っ
て
民
主
主
義
的
な
討

論
が
お
こ
な
れ
た
か
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
先
ず
起

き
な
か
っ
た
。
も
し
起
き
れ
ば
、そ
れ
は
暴
動
で
あ
っ
た
。
都
市
の
運
営
は
、

都
市
に
住
む
全
員
や
大
多
数
が
か
か
わ
る
の
も
の
で
は
な
い
。
都
市
を
運
営

す
る
の
は
、
有
力
な
数
家
族
、
大
き
な
都
市
で
も
数
十
家
族
で
あ
る
。
そ
の

代
表
者
が
ほ
ぼ
終
身
制
で
市
役
所
の
運
営
機
関
に
席
を
占
め
る
。
彼
ら
は
町

の
財
務
を
支
え
る
有
力
な
商
工
業
の
経
営
者
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
住
民
は

市
政
に
関
与
す
る
資
格
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
村
の
場
合
は
村
民
集
会
が

行
な
わ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
も
、
一
定
の
農
地
と
資
産
を
有
す
る
者
に
限
ら

れ
る
。
多
数
の
雇
わ
れ
人
は
村
の
運
営
と
は
無
縁
で
あ
る
。
近
代
に
な
る
と
、

司
祭
、
牧
師
、
学
校
教
師
な
ど
も
雇
わ
れ
人
で
あ
る
た
め
に
（
培
席
者
と

し
て
不
可
欠
だ
っ
た
が
）、
村
の
運
営
に
参
加
す
る
資
格
を
も
た
な
か
っ
た
。

そ
し
て
日
本
の
江
戸
時
代
の
本
百
姓
と
水
呑
み
百
姓
に
あ
た
る
よ
う
な
区
分

が
あ
っ
た
。
農
民
と
訳
さ
れ
る
バ
ウ
ア
ー
（Bauer

）
が
正
農
、
す
な
わ
ち

本
百
姓
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
水
呑
み
（H

eusler

な
ど
の
呼
称
）
は
村

の
運
営
に
は
関
与
で
き
な
い
。
ま
た
農
民
は
、
人
数
は
ま
ち
ま
ち
な
が
ら
常

雇
い
や
臨
時
雇
い
の
働
き
手
を
抱
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
も
ま
た
村
の
運
営
に

は
か
か
わ
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
小
さ
な
村
で
あ
れ
ば
、
農
民
（
正
農
）
は

十
人
（
十
家
族
）
の
こ
と
も
あ
る
が
、村
の
人
口
は
そ
の
十
倍
以
上
に
な
る
。

村
が
合
議
制
で
あ
る
こ
と
を
と
れ
ば
、
日
本
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
広
場
の
あ

る
な
し
は
、
運
営
と
は
別
な
の
で
あ
る
。

広
場
に
つ
い
て
言
え
ば
、
政
治
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
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そ
こ
は
市
が
立
つ
場
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ト
が
市
と
広
場
の
二
つ
の
意
味
を

も
つ
の
は
そ
の
故
で
あ
る
。
ま
た
マ
ル
ク
ト
か
ら
始
ま
る
村
や
町
も
あ
る
。

町
（
シ
ュ
タ
ッ
ト
）
と
は
、
領
主
の
役
所
や
年
貢
蔵
が
あ
り
、
時
に
は
軍
隊

が
出
動
す
る
拠
点
を
指
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
広
場
だ
け
あ
っ
て
、
常
は
誰

も
住
ま
な
い
場
所
も
あ
る
。
そ
れ
は
町
と
町
の
中
間
で
定
期
的
に
開
か
れ
る

市
（
マ
ル
ク
ト
）
の
場
所
で
あ
る
。
市
で
民
主
主
義
が
論
じ
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
市
の
開
催
権
は
近
隣
の
町
の
参
事
会（
少
数
の
有
力
者
か
ら
成
る
）

が
も
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
僧
院
の
権
益
の
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
権

限
の
あ
る
者
が
、
市
の
開
催
を
宣
言
し
、
市
が
開
か
れ
て
い
る
間
、
も
め
ご

と
を
な
ど
一
切
の
指
揮
を
と
る
。
こ
れ
も
日
本
の
江
戸
時
代
の
定
期
市
の
仕

組
み
と
似
て
い
る
。

都
市
が
城
壁
で
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
個
人
が
自
立
し
て
い
る
か
ど
う
か

も
、
ど
の
程
度
ま
で
相
関
す
る
か
疑
問
で
あ
る
。
城
壁
を
も
つ
こ
と
な
ら
、

中
国
の
町
も
伝
統
的
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
壁
で
か
こ
ま
れ
た
の
が
城
で
、
役

所
が
あ
り
軍
隊
が
動
く
と
き
の
拠
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
日
本
よ
り
も
は
る

か
に
堅
固
な
建
物
が
密
集
し
て
い
た
。
つ
ま
り
《
城
》（
＝
都
市
）
で
、
そ

れ
に
対
し
て
囲
壁
を
も
た
ず
、
定
期
市
な
ど
か
ら
発
展
し
た
集
落
が
《
鎮
》

で
マ
ル
ク
ト
と
似
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
じ
よ
う
な
都
市

構
造
を
も
つ
が
、
中
国
で
民
主
主
義
や
個
人
主
義
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
考

え
る
と
、
都
市
や
家
屋
の
構
造
と
は
す
ぐ
に
関
係
が
あ
る
と
は
言
え
そ
う
も

な
い
。　
　

一
―

三　

井
上
忠
司
の
世
間
論

井
上
忠
司
の
世
間
研
究
（
井
上
一
九
七
七
）
は
、
邦
語
で
《
世
間
体
》
と

よ
ば
れ
て
い
る
も
の
の
内
容
を
検
討
が
中
心
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
和
辻
哲

郎
だ
け
で
な
く
、先
行
し
て
世
間
に
注
目
し
た
大
牟
羅
良
「
農
村
の
世
間
体
」

（
一
九
五
三
年
）
と
会
田
雄
次
「
世
間
体
と
い
う
こ
と
」（
一
九
六
六
年
）
が

活
か
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
社
会
学
の
分
野
で
直
接
・
間
接
に
こ
の
テ
ー
マ
に

か
か
わ
る
発
言
を
き
か
せ
た
多
く
の
論
者
の
見
解
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
そ
の
時
点
で
は
研
究
史
を
踏
ま
え
た
考
察
で
あ
っ
た
。

研
究
史
の
大
き
な
座
標
軸
は
三
つ
で
あ
る
。
一
つ
は《
イ
エ
・
家
》で
あ
る
。

二
つ
目
は
、《
罪
の
文
化
》の
西
洋
に
対
し
て《
恥
の
文
化
》の
日
本
、し
た
が
っ

て
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
、
土
居
健
夫
、
作
田
啓
一
な
ど
が
踏
ま
え
ら
れ

て
い
る
。
三
つ
め
は
ウ
チ
と
ソ
ト
と
い
う
中
根
千
枝
が
提
示
し
た
視
角
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
社
会
学
の
重
要
な
知
見
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
概
略
的
に
は
、

家
族
と
い
う
ウ
チ
に
対
し
て
、
世
間
が
ソ
ト
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
、
ま
た

ど
こ
ま
で
ウ
チ
で
ど
こ
ま
で
が
ソ
ト
で
あ
る
か
に
つ
い
て
類
型
や
ケ
ー
ス
・

ス
タ
ダ
ィ
ー
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
井
上
が
、《
世
間
》
の
意
味
を
、

過
度
に
語
源
に
遡
る
こ
と
を
斥
け
て
い
る
の
は
、
ま
っ
と
う
な
判
断
で
、
先

人
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
に
阿
部
謹
也
は
耳
を
傾
け
る
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
（
井
上

一
九
七
七
：
二
〇
―
二
一
）。
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も
は
や
今
日
の
わ
が
国
で
は
、
も
と
は
仏
教
用
語
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
世
間
」
と

い
う
言
葉
は
、
す
っ
か
り
日
常
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。・
・
・
・

　
　
　

一
般
的
に
い
え
ば
、人
び
と
の
意
識
と
行
動
を
問
題
に
す
る
か
ぎ
り
、

こ
と
ば
の
原
義
に
拘
泥
す
る
こ
と
は
、
じ
つ
は
あ
ま
り
得
策
で
は
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
語
源
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
現
代
に
生
き

る
私
た
ち
の
社
会
心
理
を
解
明
す
る
こ
と
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
一
致

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
と
ば
の
原
義
は
あ
く
ま
で
も
、

最
低
限
の
予
備
知
識
に
と
ど
め
て
お
く
の
が
賢
明
で
あ
ろ
う
。
目
下
の

私
た
ち
の
課
題
に
と
っ
て
、
よ
り
必
要
な
こ
と
は
、
こ
と
ば
の
実
際
の

用
法
を
分
析
・
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
世
間
」
と
い
う
こ
と
ば
も

ま
た
、
け
っ
し
て
例
外
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
の
中
身
に
つ
い
て
は
、
井
上
の
理
解
は
（
そ
れ
は
世
間
に
限
定

せ
ず
日
本
社
会
の
特
質
で
あ
る
が
）、
大
枠
で
は
和
辻
哲
郎
の
見
解
を
再
確

認
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
ウ
チ
と
ソ
ト
な
ど
の
、
一
九
六
〇

年
代
に
日
本
の
社
会
学
に
登
場
し
た
キ
イ
ワ
ー
ド
を
も
ち
い
な
が
ら
お
こ

な
っ
て
い
る
。和
辻
哲
郎
は
、世
間
の
語
だ
け
を
際
立
た
せ
た
の
で
は
な
か
っ

た
が
、
日
本
人
の
社
会
と
社
会
意
識
が
西
洋
の
そ
れ
と
異
な
る
こ
と
を
説
い

て
い
た
。
し
か
し
そ
の
説
き
方
は
、
日
本
の
特
質
を
西
洋
に
は
な
い
美
質
と

し
て
と
ら
え
る
と
い
う
ゆ
き
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
は
、
井
上
は
、
和
辻

哲
郎
を
な
ぞ
り
な
が
ら
、反
対
の
評
価
を
み
せ
る
（
井
上
一
九
七
七
：
七
五
）。

　
　
　

当
面
の
私
の
関
心
は
、「
内
集
団
」
と
「
外
集
団
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
ス
の
な
か
に
、「
世
間
」
の
構
造
の
特
質
を
み
る
こ
と
に
あ
る
。
ウ

チ
と
ソ
ト
と
い
う
日
常
語
の
用
法
を
、
い
ま
し
ば
ら
く
し
ら
べ
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
ウ
チ
と
ソ
ト
と
の
用
法
は
、
和
辻
哲
郎
氏
も
い

う
よ
う
に
、
わ
が
国
の
人
び
と
に
特
有
な
、
人
間
存
在
の
仕
方
の
直
接

の
理
解
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
特
質
は
《
家
》
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
和
辻
哲
郎
は
家
が
社
会
の
基

本
で
あ
る
こ
と
を
、
日
本
社
会
の
特
質
と
み
な
し
た
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
価

値
観
に
は
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
（
井
上
一
九
七
七
：
七
五
―
七
六
頁
）。

　
　
　

た
と
え
ば
、
も
っ
と
も
日
常
的
な
現
象
と
し
て
、
わ
が
国
の
人
び
と

は
、「
家
」を「
ウ
チ
」と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
妻
に
と
っ
て
、夫
は「
ウ

チ
の
人
」、「
宅
」
で
あ
り
、
夫
は
に
と
っ
て
は
、
妻
は
「
家
内
」
で
あ

る
。
家
族
も
ま
た
、「
ウ
チ
の
者
」
で
あ
っ
て
、「
ヨ
ソ
の
者
」
と
の
区

別
は
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
内
部
に
お
け
る
個
人
の
区
別
は
、
ほ

と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ウ
チ
に
お
い
て
は
、
個
人
の
区

別
が
消
滅
し
、
ま
さ
に
《
へ
だ
て
な
き
間
柄
》
と
し
て
、
家
族
の
全
体

性
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ソ
フ
ト
な
る
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「
世
間
」
と
へ
だ
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

そ
の
さ
い
注
目
す
べ
き
は
、
人
間
の
生
き
方
に
お
け
る
家
の
理
解
が
、
和

辻
哲
郎
の
考
察
を
踏
襲
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

家
族
の
全
体
が
ウ
チ
で
あ
り
、
そ
れ
が
世
間
に
向
き
合
っ
て
い
る
、
と
い
う

構
造
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
な
い
も
の
、
と
も
言
う
が
、
そ
の
根
拠
は
次
の
よ

う
な
考
え
ら
れ
て
い
る
。（
井
上
一
九
七
七
：
七
六
―
七
七
）。

　
　
　

和
辻
氏
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
間
柄
と
し
て
の
家
の
構
造
は
、
そ
の
ま

ま
家
屋
と
し
て
の
家
の
構
造
に
反
映
し
て
い
る
。
第
一
に
、
家
は
そ
の

内
部
に
お
い
て
、《
へ
だ
て
な
き
結
合
》
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
つ
い
壁
で
仕
切
ら
れ
、
ド
ア
に
カ
ギ
の
つ
い
た
密
室
と
し
て
の
個
室

は
、
わ
が
国
の
伝
統
的
な
木
造
家
屋
に
は
、
も
と
も
と
実
在
し
な
か
っ

た
。
戦
後
に
た
く
さ
ん
つ
く
ら
れ
た
ア
パ
ー
ト
形
式
の
建
物
も
、
密
室

と
し
て
の
個
室
が
な
い
点
で
は
、
伝
統
的
な
家
屋
構
造
に
ひ
と
し
い
。

そ
ん
な
我
が
国
の
《
へ
だ
て
な
き
結
合
》
に
た
い
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
家
の
内
部
は
、《
個
々
相
へ
だ
て
る
》
構
造
と
も
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
成
立
基
盤
と
な
っ
た
い
る
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　

第
二
に
、
家
は
ソ
ト
に
た
い
し
て
、
明
白
に
区
別
さ
れ
る
。
部
屋
に

カ
ギ
を
か
け
な
く
て
も
、
ソ
ト
に
た
い
し
て
は
、
か
な
ら
ず
戸
じ
ま
り

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ソ
ト
か
ら
か
ら
帰
れ
ば
、
玄
関
で
は
き
も

の
を
ぬ
ぎ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ソ
ト
と
ウ
チ
と
を
截
然
と
区
別
す
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ば
あ
い
は
、
一
方
で
、
わ

が
国
の
家
に
あ
た
る
も
の
が
、
戸
じ
ま
り
を
す
る
個
人
の
部
屋
に
ま
で

縮
小
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
わ
が
国
の
家
族
内
の
団
ら
ん
に
あ

た
る
も
の
が
、町
全
体
へ
と
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
、

《
へ
だ
て
あ
る
個
人
》
の
あ
い
だ
の
社
交
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

言
う
ま
で
な
い
こ
と
だ
が
、
家
屋
の
な
か
で
外
界
と
同
じ
く
靴
を
履
い
て

い
る
か
ど
う
か
、
と
個
人
と
社
会
の
あ
り
方
と
の
間
に
相
関
性
は
ほ
と
ん
ど

な
い
で
あ
ろ
う
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
も
世
界
の
多
く
の
地
域
も
、
た
い
て

い
日
本
よ
り
も
湿
度
が
低
く
乾
燥
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
床
を

地
面
か
ら
上
げ
て
作
る
必
要
が
な
く
、
ご
く
自
然
に
外
の
履
物
の
ま
ま
で
屋

内
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
筆
者
は
、
イ
ン
ド
や
ベ
ト
ナ
ム
や
ラ
オ

ス
の
山
地
に
住
む
人
々
を
た
ず
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
南
ア
ジ
ア
や
東
南
ア

ジ
ア
の
平
地
は
湿
度
が
高
い
が
、
高
度
の
あ
る
山
地
は
乾
燥
し
て
お
り
、
ま

た
筆
者
が
た
ず
ね
た
場
所
は
少
数
民
族
の
居
住
地
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、

敷
居
を
ま
た
ぐ
と
土
間
で
、そ
れ
ゆ
え
外
を
歩
く
草
履
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
脱
ぐ
の
は
、
ち
ょ
っ
と
高
く
作
っ
て
あ
る
ベ
ッ
ド
だ
け
で
あ
る
。
つ

ま
り
西
洋
と
同
じ
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
数
百
年
あ
る
い
は
千
年
も

昔
か
ら
の
住
宅
の
あ
り
方
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
《
家
が
な
く
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し
て
た
だ
個
人
と
社
会
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
》
な
ど
と
云
え
る
だ

ろ
う
か
。
そ
う
し
た
地
域
の
場
合
、
よ
く
親
族
構
造
が
研
究
の
対
象
と
さ
れ

る
こ
と
を
ど
う
見
る
の
だ
ろ
う
か
。

井
上
が
《
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ば
あ
い
は
、
一
方
で
、
わ
が
国
の
家
に
あ
た
る

も
の
が
、
戸
締
り
を
す
る
個
人
の
部
屋
に
ま
で
縮
小
す
る
と
と
も
に
、
他
方

で
は
、
わ
が
国
の
家
族
内
の
団
ら
ん
に
あ
た
る
も
の
が
、
町
全
体
へ
と
ひ
ろ

が
っ
て
い
く
》
と
言
う
の
は
和
辻
説
を
そ
っ
く
り
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
今
ふ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
間
に
は
半
世
紀
の
開
き
が
あ
る
。
し
か
も

『《
世
間
体
》の
構
造
』は
、各
種
の
共
同
研
究
を
も
経
て
い
る
と
い
う
の
だ
が
、

ど
う
し
て
そ
れ
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
農
村
で
も
都
市
で

も
家
族
の
一
人
々
々
が
個
室
を
も
つ
よ
う
な
ゆ
と
り
の
あ
る
住
宅
が
一
般
化

す
る
の
が
い
つ
頃
か
ら
か
、
と
問
う
だ
け
で
も
、
そ
の
論
は
制
約
を
受
け
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
民
家
の
保
存
公
開
で
も
野
外
博
物
館
で
も
、
農
民

家
屋
で
は
豪
農
の
邸
宅
、
都
市
住
宅
で
も
か
な
り
上
流
の
住
ま
い
が
中
心
で

あ
る
た
め
に
、
そ
れ
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
な
誤
解
を
生
ん
で
い
る
こ
と

も
あ
る
。
ゲ
ー
テ
や
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
生
家
は
最
上
流
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

歴
史
の
現
実
は
、
家
族
の
一
人
一
人
が
個
室
を
も
っ
て
な
ど
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ま
た
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
家
屋
の
作
り
と
、
社

会
の
仕
組
み
は
、
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
相
関
し
て
い
な
い
。

西
洋
の
家
屋
は
頑
丈
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
、
と
一
般
的
に
は
言
え
る
が
、
そ

れ
は
気
候
風
土
や
建
築
資
材
の
制
約
や
工
法
が
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
作
り
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
家
屋
は
法
的
な
単

位
で
あ
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
外
と
の
境
界
が
容
易
に
破
れ
な

い
厚
い
扉
で
あ
る
か
、
カ
ー
テ
ン
や
暖
簾
だ
け
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。
家

屋
の
境
界
の
内
と
外
は
法
的
な
性
格
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
法
制
史
研
究
や

法
民
俗
学
が
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
（
ク
ラ
ー
マ
ー
二
〇
一
五
）、
家
屋
の
住

人
に
対
す
る
傷
害
や
殺
人
が
起
き
た
場
合
、
犯
行
の
場
所
が
敷
居
の
外
側
か

内
側
か
で
意
味
が
違
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
敷
居
の
作
り
や
強
弱
と
は
別
の
こ

と
が
ら
で
あ
る
。
ま
た
家
屋
の
境
界
が
物
理
的
な
強
度
と
は
関
係
が
な
い
こ

と
は
、
郷
法
（
村
落
規
則
）
の
伝
統
的
な
決
ま
り
文
句
が
よ
く
そ
れ
を
示
し

て
い
る
（
ク
ラ
ー
マ
ー
二
〇
一
五
：
四
〇
）。

　
　

家
持
つ
者
い
ず
れ
も
、
そ
の
家
、
仮
令
一
筋
の
糸
に
て
囲
み
た
る
に
過

ぎ
ず
と
も
、
そ
が
内
に
て
平
安
た
る
べ
し
。

　
　

daß ein jeder H
ausgesessen Frid soll haben in seinem

 H
aus, 
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こ
れ
は
慣
用
句
の
一
種
な
の
で
あ
る
。
他
者
の
家
屋
を
お
か
し
て
は
な
ら

な
い
、
と
い
う
法
令
は
幾
ら
も
あ
り
、
官
憲
で
も
踏
み
込
む
に
は
相
応
の
手

続
き
を
要
し
た
。
手
続
き
の
な
か
に
は
慣
習
法
も
あ
る
。

ま
た
個
々
人
が
鍵
の
か
か
る
部
屋
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
の
も
、
永
い
伝
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統
と
考
え
る
と
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
十
八
世
紀
頃
か
ら
都
市
の
中
流

以
上
で
よ
う
や
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
庶
民
の
生
活
は
そ
う

で
は
な
か
っ
た
。
ベ
ッ
ド
が
一
人
で
寝
る
も
の
、
あ
る
い
は
夫
婦
の
専
用
と

い
う
の
も
必
ず
し
も
古
く
か
ら
で
は
な
い
。
都
市
で
は
十
八
世
紀
、
田
舎
で

は
十
九
世
紀
ど
こ
ろ
か
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
も
、
大
き
な
ベ
ッ
ド
に
大
勢

で
一
緒
に
寝
て
い
た
の
で
あ
る
。
村
の
上
流
農
民
で
も
、
そ
の
子
供
た
ち
一

人
一
人
が
部
屋
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
村

を
歩
く
と
、
昔
の
農
民
家
屋
の
大
き
く
立
派
な
造
り
で
あ
る
こ
と
に
は
驚
か

さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
収
穫
時
な
ど
の
季
節
労
働
も
ふ
く
め
れ
ば
何
十
人
も
の

人
を
雇
っ
て
い
た
大
農
家
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
家
は
、
た
い
て
い
一
子
相

続
で
あ
っ
た
（
坂
井
一
九
八
二
：
一
〇
五
）。
つ
ま
り
相
続
人
以
外
は
、
町

の
工
房
や
商
店
の
見
習
い
や
、
聖
職
者
へ
進
む
た
め
に
外
へ
出
さ
れ
、
辛
い

将
来
が
待
っ
て
い
た
。
言
い
回
し
の
《
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
と
悪
貨
を
悪
魔

が
世
界
に
撒
き
散
ら
す
》（
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
は
他
の
〇
〇
人
と
置
き
換

え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
も
、
相
続
人
以
外
は
出
て
ゆ
く
ほ
か
な
い
定
め
を

映
し
て
い
る
面
が
あ
る
（
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
二
〇
一
二
）1
。
も
ち
ろ
ん
か
な

り
富
裕
な
場
合
は
、子
弟
は
工
房
の
徒
弟
に
な
っ
て
も
聖
職
者
を
選
ん
で
も
、

敷
金
を
出
し
て
も
ら
え
た
の
で
安
定
し
た
将
来
を
見
込
む
こ
と
が
で
き
た
。

な
お
経
済
活
動
の
密
度
が
高
い
地
方
で
は
縮
小
し
た
資
産
の
回
復
が
見
込
め

る
た
め
に
分
割
相
続
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
地
域
の
一
軒
一
軒
の

農
民
家
屋
は
小
さ
い
の
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
農
家
の
子
弟
た
ち

が
一
人
づ
つ
個
人
の
部
屋
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な

い
。
ま
た
都
会
で
も
、
家
族
の
そ
れ
ぞ
れ
が
個
室
を
持
っ
て
い
る
の
は
一
般

的
で
は
な
か
っ
た
。
か
な
り
中
流
階
層
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と

そ
れ
は
あ
り
得
ず
、
や
は
り
二
〇
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。

た
だ
都
市
の
上
層
で
は
十
九
世
紀
に
入
っ
た
頃
か
ら
子
供
部
屋
も
普
及
し
は

じ
め
て
お
り
、
そ
れ
を
実
際
に
そ
う
し
た
暮
ら
し
が
で
き
る
か
ど
う
は
と
も

か
く
、
世
紀
の
半
ば
頃
か
ら
は
憧
れ
と
い
う
次
元
で
は
広
ま
り
を
み
せ
て
い

た
。な

お
言
い
添
え
れ
ば
、
結
婚
式
の
季
節
が
六
月
と
十
一
月
と
い
う
の
も
、

生
活
の
リ
ズ
ム
が
背
景
に
な
っ
て
い
る
。
冬
の
間
は
、
暖
房
の
節
約
の
た
め

も
あ
っ
て
大
勢
が
同
じ
部
屋
で
、
多
く
は
一
つ
の
ベ
ッ
ド
で
身
体
を
寄
せ

合
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
男
女
が
家
内
で
逢
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
男
女

の
出
会
い
は
春
が
来
て
暖
か
く
な
っ
て
か
ら
戸
外
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま

り
四
月
一
杯
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
そ
し
て
若
い
男
女
が
結
ば
れ
、
そ
れ
が
双

方
の
家
で
も
み
と
め
ら
れ
る
と
、
教
会
堂
で
神
父
や
牧
師
か
ら
会
衆
に
向
け

て
結
婚
予
告
と
い
う
形
で
公
に
さ
れ
る
。
そ
れ
が
公
式
の
婚
約
で
、
そ
こ
か

ら
一
月
間
が
予
告
期
間
、
す
な
わ
ち
苦
情
を
受
け
付
け
の
期
間
で
あ
る
。
男

女
双
方
と
も
、
第
三
者
か
ら
苦
情
が
出
な
け
れ
ば
結
婚
に
な
る
が
、
季
節
は

ち
ょ
う
ど
六
月
に
な
っ
て
い
る
（
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ト
／
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ト 

二
〇

〇
九
）2
。
教
会
堂
で
の
結
婚
式
は
、
日
曜
の
ミ
サ
を
避
け
て
土
曜
日
に
行

わ
れ
る
。
こ
う
い
う
リ
ズ
ム
が
永
く
機
能
し
て
い
た
の
は
、
若
い
男
女
に
は
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個
室
が
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
う
い
う
出
会
い
に
至
る
下
地
は
冬
場

に
つ
く
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
女
性
た
ち
が
冬
場
の
仕
事
と
し
て
糸
紡
ぎ

を
お
こ
な
う
紡
ぎ
部
屋
で
の
こ
と
で
、
そ
こ
は
暖
房
の
節
約
の
た
め
も
あ
っ

て
、
大
勢
の
女
性
た
ち
の
た
ま
り
場
で
、
そ
こ
に
若
い
男
も
や
っ
て
き
た
。

そ
れ
は
ま
た
若
い
女
性
が
男
を
見
る
眼
を
養
う
場
で
も
あ
り
、
カ
ッ
プ
ル
の

誕
生
へ
の
素
地
に
な
る
の
だ
っ
た
。
な
お
十
一
月
が
結
婚
式
の
も
う
一
つ
時

節
で
あ
る
の
は
、
ま
っ
た
く
別
の
理
由
で
、
冬
場
に
そ
な
え
て
余
分
の
家
畜

を
屠
殺
す
る
た
め
に
肉
料
理
が
供
す
る
こ
と
が
で
き
祝
い
の
席
を
設
け
る
の

に
便
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
鍵
は
個
人
主
義
？
）

鍵
に
つ
い
て
も
、
ち
ょ
っ
と
記
し
て
お
こ
う
。
鍵
が
西
洋
社
会
と
日
本
社

会
を
分
か
つ
指
標
の
よ
う
な
論
を
よ
く
耳
に
す
る
。
今
も
、
鍵
が
西
洋
の

個
人
主
義
と
結
び
つ
け
て
解
説
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
浜
本
一
九
九
六
）3
。

そ
れ
は
一
概
に
否
定
で
き
な
い
が
、
鍵
は
ア
ジ
ア
諸
国
で
も
発
達
し
て
き
た

経
緯
が
あ
り
、
西
洋
文
化
に
固
有
で
は
な
い
と
い
う
点
を
組
み
込
ま
な
け
れ

ば
短
絡
に
堕
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

和
辻
哲
郎
は
一
九
二
七
年
に
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を

見
聞
し
、
そ
こ
か
ら
得
た
知
見
を
盛
り
込
ん
だ
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
恐
ら
く

ド
イ
ツ
の
民
家
建
築
に
お
け
る
鍵
に
興
味
を
も
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
を

個
人
主
義
と
結
び
つ
け
た
。
そ
の
種
類
の
印
象
が
今
も
続
い
て
い
る
が
、
和

辻
哲
郎
か
ら
遡
る
こ
と
半
世
紀
、
福
沢
諭
吉
は
ま
っ
た
く
別
の
見
方
を
示
し

て
い
た
。『
学
問
ノ
ス
ス
メ
』（
明
治
五
［
一
八
七
二
］― 

九
［
一
八
七
六
］
年
）

第
十
五
編
に
は
鍵
を
め
ぐ
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
西
洋
の
公
道
徳
を

学
ぶ
べ
き
と
の
文
脈
か
ら
誇
張
さ
れ
た
き
ら
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
日
本
の
過

度
の
鍵
・
戸
締
り
を
嘆
か
わ
し
い
と
し
て
、
西
洋
と
比
較
し
て
い
る
の
で
あ

る
（
福
澤
二
〇
〇
六
）。

　
　
　

西
洋
人
は
家
の
内
外
に
錠
を
用
ふ
る
こ
と
少
な
く
、
旅
中
に
人
足
を

雇
ふ
て
荷
物
を
持
た
し
め
、
そ
の
行
李
に
慥
か
な
る
錠
前
な
き
も
の
と

い
へ
ど
も
常
に
物
を
盗
ま
る
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
大
工
、
左
官
等

の
ご
と
き
職
人
に
命
じ
て
普
請
を
請
け
負
は
し
む
る
に
、
約
定
書
の
密

な
る
も
の
を
用
ひ
ず
し
て
、
後
日
に
至
り
、
そ
の
約
定
に
つ
き
公
事
訴

訟
を
起
こ
す
こ
と
ま
れ
な
れ
ど
も
、
日
本
人
は
家
内
の
一
室
ご
と
に
締

り
を
設
け
て
座
右
の
手
箱
に
至
る
ま
で
も
錠
を
卸
し
、
普
請
請
負
ひ
の

約
定
書
等
に
は
一
字
一
句
を
争
ふ
て
紙
に
記
せ
ど
も
、
な
お
か
つ
物
を

盗
ま
れ
、
あ
る
い
は
違
約
等
の
事
に
つ
き
、
裁
判
所
に
訴
ふ
る
こ
と
多

き
風
な
ら
ば
、
論
者
ま
た
歎
息
し
て
い
は
ん
。「
あ
り
が
た
き
か
な
耶

蘇
の
聖
教
、
気
の
毒
な
る
か
な
パ
ガ
ン
外
教
の
人
民
、
日
本
の
人
は
あ

た
か
も
盗
賊
と
雑
居
す
る
が
ご
と
し
、
こ
れ
を
か
の
西
洋
諸
国
自
由
正

直
の
風
俗
に
比
す
れ
ば
万
々
同
日
の
論
に
あ
ら
ず
、
実
に
聖
教
の
行
な

は
る
る
国
土
こ
そ
道
に
遺
を
拾
は
ず
と
言
ふ
べ
け
れ
」
と
。
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こ
の
鍵
や
戸
締
り
の
論
は
、
一
見
、
西
洋
と
日
本
に
つ
い
て
の
日
本
人
の

通
念
と
正
反
対
で
あ
る
。
事
実
、
明
治
期
に
は
逆
を
描
い
た
人
も
い
た
。
内

村
鑑
三
は
、
福
澤
の
啓
蒙
書
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
明
治
二
七
年
に
英
語

で
『
日
本
と
日
本
人
』（Japan and Japanese. 

後
の
『
代
表
的
日
本
人
』）

を
著
し
、
日
本
の
偉
人
の
事
績
を
世
界
に
向
け
て
論
説
し
た
が
、
そ
の
な
か

で
中
江
藤
樹
の
感
化
を
受
け
た
村
民
が
忘
れ
物
の
大
金
を
持
ち
主
を
探
し
て

届
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
綴
っ
て
い
る（
内
村
一
九
九
五
）4
。
福
澤
も
内
村
も
、

主
張
の
た
め
に
典
型
を
措
定
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事
実
は
、
ど
ち

ら
か
に
ま
と
め
て
し
ま
え
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
が
入
り
混
じ
っ
て
い
た

と
常
識
的
に
受
け
と
め
れ
ば
よ
い
。現
今
の
日
本
で
も
、失
っ
た
財
布
が
返
っ

て
く
る
美
談
が
報
道
さ
れ
る
一
方
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
の
被
害
は
増
え
る
一
方

で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
現
実
の
世
相
で
あ
る
。

な
お
引
用
し
た
一
節
で
は
、
福
沢
諭
吉
は
契
約
書
に
つ
い
て
も
興
味
深
い

こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
西
洋
で
は
紙
に
書
い
て
形
に
し
な
く
て
も
ビ
ジ
ネ
ス

の
約
束
は
ま
も
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
事
こ
ま
か
に
文
面
を
取
り

交
わ
し
て
も
な
お
違
約
が
多
く
係
争
ば
か
り
起
き
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
実
際
の
世
相
は
単
純
で
は
な
い
が
、
福
澤
の
言
も
相
対
的
に
事
実
を
射

当
て
て
て
い
た
。
時
代
状
況
か
ら
言
え
ば
、
幕
政
時
代
の
身
分
制
の
一
面
と

し
て
、
証
文
を
反
故
に
し
て
顧
み
な
い
権
力
者
の
横
暴
を
も
福
澤
は
知
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
関
連
し
て
、
注
目
す
べ
き
記
録
が
あ
る
（
ベ
ー
バ
ー
［
坂
井
・
訳
］

一
九
九
七 

一
四
二
―
一
四
九
、
特
に
一
四
三
）。
慶
應
三
年
、
ド
イ
ツ
人
を

含
む
貿
易
商
人
た
ち
が
土
佐
藩
か
ら
樟
脳
を
買
い
付
け
、
代
わ
り
に
武
器
・

弾
薬
を
藩
に
供
給
す
る
契
約
を
交
わ
し
た
。
ち
な
み
に
樟
脳
を
商
品
化
に
ま

で
も
っ
て
い
っ
て
い
た
の
は
土
佐
藩
が
ほ
ぼ
唯
一
で
、
折
か
ら
競
争
相
手
の

台
湾
の
生
産
が
落
ち
込
ん
だ
た
め
、
相
場
が
大
き
く
変
っ
た
。
そ
の
ま
ま
で

は
折
角
の
儲
け
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
す
こ
と
に
な
る
と
見
た
土
佐
藩
は
、
契
約

を
守
る
の
を
渋
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
外
国
人
の
貿
易
商
た
ち
は
結
束
し
て

契
約
の
履
行
を
迫
っ
た
。
対
応
し
た
の
は
藩
の
重
臣
、
後
藤
象
二
郎
で
、
商

人
の
分
際
で
抗
議
と
は
何
事
だ
と
居
丈
高
に
す
ご
ん
だ
。
抗
議
し
た
一
人
ド

イ
ツ
人
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
と
き
後
藤
が
《
シ
ョ
ー
ニ
ン
メ
！
》
と
罵

倒
し
た
の
を
原
音
で
写
し
て
い
る

5

。
な
お
補
足
す
る
と
、
土
佐
藩
が
樟
脳

を
特
産
品
と
し
て
い
た
の
に
は
、
若
き
岩
崎
弥
太
郎
が
早
く
も
経
済
の
才
覚

を
発
揮
し
て
い
た
こ
と
も
与
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

6

。

福
沢
諭
吉
が
み
た
日
本
と
西
洋
の
相
違
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
は
あ
ら
ゆ
る

と
こ
ろ
に
戸
締
り
を
し
錠
を
お
ろ
す
が
、
西
洋
で
は
そ
う
い
う
必
要
が
な

い
、
と
言
う
。
事
実
、
鍵
に
限
定
せ
ず
、
盗
難
や
強
盗
へ
の
用
心
と
い
う
こ

と
な
ら
日
本
の
建
物
も
什
器
類
も
そ
れ
を
考
慮
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
面
が

あ
る
。
土
蔵
の
工
夫
は
防
火
の
対
策
で
も
あ
る
が
、
金
庫
・
文
庫
と
な
る
と

鎖
で
柱
と
つ
な
ぎ
、
さ
ら
に
隠
し
抽
斗
を
設
け
た
り
し
て
い
た
。
旅
枕
で
も

小
さ
な
隠
し
箱
が
仕
込
ま
れ
て
い
る
。
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で
は
西
洋
が
鍵
の
社
会
と
い
う
日
本
人
に
多
い
先
入
観
は
間
違
い
か
と
言

う
と
、
事
実
と
ふ
れ
あ
う
印
象
と
、
思
い
込
み
に
よ
る
誤
認
が
入
り
組
ん
で

い
る
。
一
人
一
人
が
鍵
の
か
か
る
自
室
に
住
ん
で
い
る
の
が
西
洋
社
会
、
と

い
う
の
は
思
い
込
み
で
事
実
と
は
異
な
る
。
伝
統
的
な
民
家
建
築
に
は
鍵

を
か
け
よ
う
の
な
い
様
式
も
あ
る
。
一
例
だ
け
に
と
ど
め
る
が
、
ド
イ
ツ

北
部
の
平
野
部
で
風
の
強
い
地
方
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
の
は
広
間
家
屋

（H
allenhaus

）
で
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
巨
大
な
屋
根
だ
け
で
で
き
て
い
る

よ
う
な
印
象
を
あ
た
え
る
も
の
も
あ
る
。
中
は
が
ら
ん
ど
う
の
空
間
で
、
壁

を
伴
な
わ
な
い
柱
が
幾
つ
も
立
っ
て
い
る
。
束
柱
が
下
ま
で
延
び
て
い
る
よ

う
な
仕
様
で
あ
る
。
当
然
、
そ
れ
ら
に
設
け
る
板
の
仕
切
り
は
簡
易
に
近
く

鍵
を
つ
け
る
よ
う
な
造
り
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
逆
に
柱
が
壁
面
を
区

切
っ
て
い
る
し
っ
か
り
し
た
か
壁
付
き
柱
の
場
合
で
も
、
す
べ
て
の
部
屋
に

鍵
が
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
上
流
社
会
で
は
鍵
の
か
か
る
部
屋
は
十
九
世
紀
を
通
じ
て
徐
々

に
増
加
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
都
市
の
生
活
ス
タ
イ
ル

で
あ
っ
た
。「
鍵
穴
か
ら
覗
き
見
す
る
小
間
使
い
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
よ
る

風
俗
画
が
十
九
世
紀
後
半
に
流
行
し
た
の
は
そ
れ
を
映
し
て
い
る
（W

eber-

K
ellerm

ann,1983

：172f.

）7
。
民
謡
な
い
し
は
民
謡
風
の
流
行
歌
に
も
急

に
人
気
が
出
て
、
中
に
は
鍵
穴
か
ら
覗
く
こ
と
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
多
少
の

エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
を
も
含
む
歌
も
あ
っ
た

8
。

そ
も
そ
も
鍵
を
個
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
と
直
接
的
に
関
係
づ
け
る
の
は

問
題
で
あ
る
。
歴
史
を
遡
っ
た
時
、
鍵
は
先
ず
ど
こ
で
使
わ
れ
て
い
た
だ
ろ

う
か
。
あ
る
い
は
、
聖
ペ
テ
ロ
に
託
さ
れ
た
天
国
の
鍵
に
つ
い
て
、
そ
れ
に

対
応
す
る
現
実
の
土
台
は
何
だ
っ
た
ろ
う
か
、
と
考
え
て
み
て
も
よ
い
。
鍵

は
国
衙
・
官
衙
の
管
理
と
結
び
つ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
要
す
る
に
支
配

者
が
手
に
す
る
物
品
で
あ
り
、ま
た
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
（
レ
ー
オ
ポ
ル
ト
・

シ
ュ
ミ
ッ
ト
一
九
八
九
：
特
に
六
二
）。近
代
に
な
っ
て
普
及
す
る
過
程
で
も
、

初
期
に
は
そ
の
性
格
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

一
人
一
人
が
鍵
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
鍵
を
め
ぐ
っ

て
、
ど
ん
な
光
景
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
ド
イ
ツ
で

は
鍵
が
多
く
、
村
の
家
屋
に
も
鍵
は
使
わ
れ
る
の
だ
が
、
伝
統
的
な
村
の
生

活
で
は
、
鍵
を
も
っ
て
い
る
の
は
一
家
の
主
婦
で
あ
っ
た
。
片
腕
を
通
し
て

持
つ
大
き
め
の
籠
が
あ
っ
て
、
多
数
の
鍵
を
繋
い
で
束
に
し
て
入
れ
、
常
に

身
に
着
け
て
い
る
。
鍵
籠
（Schlüsselkorb

）
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

金
庫
や
倉
庫
や
戸
棚
や
、
す
べ
て
を
管
理
す
る
の
が
い
わ
ば
主
婦
権
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
鍵
は
家
政
と
共
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
家
父
長

の
権
限
で
、
そ
れ
を
お
か
み
さ
ん
が
共
同
で
取
り
仕
切
る
の
で
あ
る
。
分
か

り
や
す
い
と
こ
ろ
で
は
、テ
ー
オ
ド
ル
・
シ
ュ
ト
ル
ム
の
有
名
な「
み
ず
う
み
」

に
は
そ
う
い
う
光
景
が
ち
ょ
っ
と
出
て
き
て
、
そ
れ
を
ド
イ
ツ
語
読
本
の
テ

キ
ス
ト
に
し
た
関
口
存
男
が
的
確
な
注
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
（Storm

 / 

関

口
一
九
五
〇
：
六
三
）。
と
ま
れ
そ
う
し
た
事
情
は
一
九
二
〇
年
代
な
ら
ま

だ
普
通
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
頃
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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各
国
を
歩
き
、
西
洋
の
農
業
の
特
質
を
基
礎
に
し
て
西
洋
文
化
論
を
繰
り
広

げ
た
和
辻
哲
郎
だ
っ
た
が
、
そ
の
割
に
は
田
舎
を
あ
ま
り
調
べ
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。『
風
土
』
一
篇
は
、
嘱
目
の
光
景
を
解
読
で
き
た
豊
か
な
感
性

と
教
養
の
厚
さ
に
お
い
て
驚
嘆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
リ
ア
ル
な
現
実
に

つ
い
て
は
表
層
観
察
ゆ
え
の
思
い
込
み
が
あ
り
、そ
の
ア
マ
ル
ガ
ム
で
あ
る
。

な
お
鍵
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
西
洋
を
論
じ
る
の
が
適
切
か
ど
う
か
も
考
え

直
す
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
は
、
鍵
だ
け
で

な
く
敷
地
を
も
併
せ
た
家
屋
・
部
屋
・
そ
の
戸
締
り
を
含
む
家
の
あ
り
方
を

ド
イ
ツ
人
の
国
民
性
と
の
関
係
で
論
じ
、
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
人
と
は
対
照
的

な
も
の
と
し
て
解
明
を
試
み
た
（
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
二
〇
一
二
）9
。

一
―

四　

先
行
す
る
見
解
と
の
関
係
に
お
け
る
阿
部
謹
也
の
世
間
論

阿
部
謹
也
は
世
間
を
話
題
に
す
る
あ
た
っ
て
、
不
思
議
な
ほ
ど
先
行
研
究

に
注
意
を
向
け
な
い
。
実
際
に
は
、
そ
こ
で
す
で
に
解
決
さ
れ
て
い
る
問
題

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。《
世
間
》
と
い
う
言
葉
の
語
源
は
和
辻
哲
郎
に
よ
っ

て
的
確
に
把
握
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
そ
の
上
で
現
実
の
日
本
で
の
世
間
の
意

味
を
問
う
こ
と
も
な
さ
れ
て
い
た
。そ
れ
は
井
上
忠
司
に
お
い
て
も
同
様
で
、

過
度
に
語
源
を
問
題
に
し
て
も
、
そ
れ
が
現
実
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
世
間
の

意
味
と
は
す
で
に
か
け
離
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
現
在
の
意
味
を
問
う
こ
と

が
大
事
だ
と
指
摘
し
た
。そ
し
て
実
際
の
語
法
と
し
て
の
世
間
に
つ
い
て
は
、

そ
の
当
時
の
社
会
学
や
文
化
人
類
学
の
理
論
を
も
援
用
し
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま

な
局
面
で
現
れ
方
を
検
討
し
て
概
念
的
な
把
握
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
現
在

た
だ
い
ま
と
な
れ
ば
、
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
《
罪
の
文
化
》
と
《
恥

の
文
化
》
と
い
う
対
比
類
型
が
ど
こ
ま
で
普
遍
的
な
意
義
を
も
ち
得
る
か
、

ま
た
《
は
じ
》
と
《
羞
恥
》
を
区
分
し
た
作
田
啓
一
の
理
論
な
ど
も
ど
の
程

度
ま
で
説
得
的
か
と
い
っ
た
問
題
を
含
み
は
す
る
が
、
一
九
七
〇
年
代
末
と

い
う
時
点
を
考
え
る
と
、
意
欲
的
で
、
目
配
り
に
お
い
て
も
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
に
較
べ
て
、阿
部
謹
也
の
世
間
論
は
逆
戻
り
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

仏
教
用
語
と
し
て
の
世
間
の
意
味
を
強
調
す
る
の
も
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に

世
間
を
日
本
人
の
社
会
生
活
に
お
け
る
宿
痾
と
し
て
指
弾
す
る
の
だ
が
、
事

例
を
挙
げ
て
阿
部
が
繰
り
広
げ
る
論
説
は
、
多
く
の
場
合
、
奇
論
か
珍
説
で

あ
る
。
た
と
え
ば
夏
目
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
な
か
で
主
人
公

が
寄
付
金
に
つ
い
て
《
と
ら
れ
た
》
と
表
現
す
る
の
を
と
り
あ
げ
て
、
だ
か

ら
漱
石
は
世
間
を
描
い
た
の
だ
と
い
う
決
め
つ
け
方
を
す
る
。
西
鶴
の
、
お

そ
ら
く
西
洋
文
学
の
最
高
の
水
準
と
並
べ
て
も
よ
い
創
作
の
視
点
を
無
視
し

て
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
様
相
の
数
齣
を
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
偏
頗
な
因
習

と
し
て
強
調
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
先
稿
で
具
体
例
を
挙
げ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
す
べ
て
の
拠
っ
て
来
る
所
以
を
も
と
め
る
と
、
西
洋
に

つ
い
て
思
い
込
み
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
西
洋
を
個
人
が
自
立
し

た
社
会
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
和
辻
哲
郎
や
井
上
忠
司
を
悩
ま
せ
、

そ
の
論
説
に
歪
み
を
も
た
ら
し
た
の
も
、
こ
の
西
洋
の
個
人
主
義
と
い
う
観
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念
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
阿
部
謹
也
に
お
い
て
極
限
ま
で
増
幅
さ

れ
た
。

阿
部
は
、
西
洋
の
個
人
の
自
立
を
中
世
の
十
二
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
告
解
の
秘
蹟
に
も
と
め
る
。
ま
た
中
世
の
幾
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
不

釣
り
合
い
に
拡
大
す
る
。
た
と
え
ば
十
三
世
紀
の
ハ
イ
ス
テ
ル
バ
ッ
ハ
の
カ

エ
サ
リ
ウ
ス
の
記
述
に
お
け
る
逸
話
に
《
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
「
現
世

否
定
」
の
違
い
》
を
読
み
、
主
観
と
客
観
と
い
う
社
会
科
学
的
な
視
点
を
説

い
た
り
す
る
（
阿
部
二
〇
〇
一
：
一
〇
二
―
一
〇
四
）。

　
　
　

十
三
世
紀
に
出
さ
れ
た
カ
エ
サ
リ
ウ
ス
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ス
テ
ル

バ
ッ
ハ
の
『
奇
跡
を
め
ぐ
る
対
話
』
の
中
に
、
現
世
と
あ
の
世
と
の
関

係
に
つ
い
て
興
味
深
い
話
が
載
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
人
の
修
道
士

渡
し
船
の
船
頭
に
渡
し
賃
を
借
り
た
ま
ま
、長
年
の
間
に
忘
れ
て
し
ま
、

死
の
床
に
伏
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。。
修
道
士
は
死
去
し
、
そ
の
魂
は

天
国
へ
昇
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
昇
る
途
中
で
大
き
な
一
プ
フ
ェ
ニ
ッ

硬
貨
が
道
を
遮
り
、
天
国
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
修

道
士
は
そ
れ
が
船
頭
か
ら
借
り
た
一
プ
フ
ェ
ニ
ッ
ヒ
で
あ
る
こ
と
を
悟

り
、
急
い
で
修
道
院
に
戻
り
生
き
返
っ
た
。
院
長
に
そ
の
話
を
し
て
使

い
の
者
が
船
頭
に
一
プ
フ
ェ
ニ
ッ
ヒ
を
返
し
に
行
く
と
、
そ
こ
で
修
道

士
は
安
心
し
て
死
に
、天
国
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　

こ
の
種
の
話
は
『
奇
跡
を
め
ぐ
る
対
話
』
に
は
多
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
天
国
に
入
る
た
め
の
条
件
と
し
て
現
世
の
掟
を
守
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
わ
が
国
の
仏
教
に
お
い
て
は
厭
離
穢
土

と
い
う
言
葉
は
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
が
、
そ
の
た
め
の
条
件
あ
る
い
は

前
提
と
し
て
現
世
の
法
を
守
る
と
い
う
掟
は
ほ
と
ん
ど
聞
か
な
い
。
こ

こ
に
キ
リ
ス
ト
教
社
会
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
わ
が
国
の
社
会
と
の

違
い
の
原
因
の
一
つ
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
話
は
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ

ら
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
下
で
現
世
と

あ
の
世
と
の
関
係
が
深
く
、
現
世
の
秩
序
を
守
る
こ
と
が
あ
の
世
に
行

く
条
件
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
世
の
秩
序
や
法
に
対
し
て

宗
教
的
な
観
点
か
ら
も
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。・
・
・
・
そ
れ
は
や
が
て
主
観
と
客
観
と
い
う
形
で
社
会

科
学
的
な
視
点
を
用
意
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
他
方
、
わ
が
国
で
は

現
世
と
あ
の
世
の
関
係
は
比
較
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
を

嫌
っ
て
あ
の
世
に
行
く
と
い
う
姿
勢
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
た
め
に
現
世

を
現
世
と
し
て
客
観
的
に
観
察
す
る
姿
勢
が
生
ま
れ
に
く
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
そ
れ
ゆ
え
に
現
世
（
世
間
）
は
人
々
の
想
い
や
希
望
、
願
い
を

託
す
場
と
し
て
意
識
さ
れ
、
人
々
の
情
動
と
深
い
関
係
を
も
つ
言
葉
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
い
わ
ば
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
違
っ
て《
生

活
世
界
》
と
し
て
「
世
間
」
は
生
き
残
り
、
日
常
会
話
の
世
界
で
は
今

で
も
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
言
葉
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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カ
エ
サ
リ
ウ
ス
は
、
数
多
く
の
、
深
み
は
な
い
が
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
小

話
・
雑
話
を
書
き
伝
え
た
人
で
、
昔
話
の
研
究
な
ど
で
は
類
話
の
古
い
事
例

を
さ
ぐ
る
た
め
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
   10

。
こ
の
話
に
し
て
も
、
東

西
の
規
範
意
識
の
違
い
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
仏
教
の
違
い
を
読
み
取
れ
る
よ

う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
宗
教
的
な
脈
絡
に
お
い
て
金
銭
が
小

道
具
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ら
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
『
今
昔
物
語
』
に

そ
う
し
た
要
素
を
含
む
話
が
あ
る
（
巻
九
第
十
三
話
「
□
□
［
＝
欠
失
］
人

以
父
銭
買
取
亀
放
河
語
」、
巻
九
第
十
九
話
「
震
旦
長
安
人
女
子
死
成
羊
告

客
語
」
巻
十
二
第
十
五
話
「
貧
女
依
仏
助
得
富
貴
語
」）。
カ
エ
サ
リ
ウ
ス
の

小
話
は
、
社
会
科
学
的
な
思
考
の
発
生
な
ど
を
説
い
た
り
、
世
間
が
日
本
に

残
っ
た
所
以
を
呈
示
で
き
る
よ
う
な
材
料
で
は
な
く
、
我
流
の
意
味
づ
け
で

し
か
な
い
。
下
線
を
引
い
た
箇
所
な
ど
は
、
一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
の
特
質
と

し
て
解
説
さ
れ
る
脈
絡
と
は
ず
い
ぶ
ん
離
れ
て
い
る
。
厭
離
穢
土
が
あ
た
る

か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
現
世
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
な
ら
有
名
な
ア
レ
ク

シ
ウ
ス
聖
人
伝
な
ど
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。
近
似
し
た
と
こ
ろ
の
あ
る
日

本
の
「
刈
萱
」
と
共
に
、宗
教
の
原
理
を
映
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

《
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
下
で
現
世
と
あ
の
世
と
の

関
係
が
深
く
・
・
・
・
》
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
論
だ
が
、
い
さ

さ
か
我
流
が
過
ぎ
て
い
る
。
ち
な
み
に
西
洋
の
合
理
主
義
の
宗
教
的
な
契
機

を
説
い
た
の
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
が
、
阿
部
の
議
論
と
は

重
な
る
よ
う
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
。

今
挙
げ
た
事
例
も
そ
う
だ
が
、
阿
部
の
講
説
の
一
つ
一
つ
に
説
得
性
を
感

じ
る
人
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
帳
消
し
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な

に
何
か
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
吸
引
力
が
は
た
ら
い
て
い
る
ら
し
い
。
そ
れ
は

見
え
に
く
い
も
の
で
も
謎
で
も
な
い
。
今
挙
げ
た
西
洋
の
個
人
主
義
で
あ

る
。
日
本
人
と
日
本
社
会
が
い
か
に
個
人
主
義
に
程
遠
い
か
を
、
阿
部
は
口

を
酸
く
し
て
説
き
続
け
る
。
そ
こ
で
の
論
説
は
あ
ま
り
筋
が
通
っ
て
い
な
い

が
、
西
洋
が
個
人
主
義
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
と
、
理
由
づ
け
が
適
切

か
か
ど
う
か
は
不
問
に
付
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
誇
張
で
も
重
箱
の
隅
を

つ
つ
い
て
い
る
の
で
も
な
い
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
十
二
世
紀
に
告
解
の
秘

蹟
が
広
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
個
人
と
い
う
存
在
に
な
り
、
そ
う

し
た
変
化
が
な
か
っ
た
日
本
は
十
二
世
紀
以
前
の
西
洋
と
同
質
で
あ
り
続
け

た
、
と
い
っ
た
こ
と
が
理
論
と
し
て
通
用
す
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
阿
部
の
論

説
に
は
矛
盾
も
多
い
。
今
挙
げ
た
ハ
イ
ス
タ
―
バ
ッ
ハ
の
カ
エ
サ
リ
ウ
ス
の

奇
譚
で
も
、
現
世
の
法
と
あ
の
世
と
が
つ
な
が
っ
て
い
る
の
な
ら
、
西
洋
は

呪
術
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
天
に
禱
れ
ば
雨
が
降
り
、
実
り
も
得

ら
れ
る
、
と
し
て
天
壇
を
築
い
た
り
、
雨
降
れ
唄
を
口
ず
さ
む
こ
と
を
も
っ

て
、
西
洋
以
外
の
文
化
は
呪
術
的
、
と
西
洋
の
識
者
は
断
じ
て
き
た
の
だ
っ

た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
学
』
が
そ
う
で
あ
り
、マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
『
儒
教
と
道
教
』
が
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
あ
ら
ゆ
る
無
理
解
や
思
い
込
み

を
吹
き
飛
ば
す
ほ
ど
訴
え
る
力
を
発
揮
す
る
の
が
、
西
洋
＝
個
人
主
義
と
い
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う
図
式
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
日
本
の
通
念
の
問
題
で
も

あ
る
。
理
由
は
ど
う
で
あ
れ
、
西
洋
の
個
人
主
義
が
説
か
れ
る
と
、
判
断
力

が
は
た
ら
か
な
く
な
る
。
二
〇
世
紀
末
か
ら
二
一
世
紀
に
か
け
て
の
現
代
日

本
の
そ
の
状
況
は
、
過
去
一
世
紀
半
に
わ
た
っ
て
西
洋
を
観
察
し
て
き
た
文

化
の
な
か
で
起
き
て
い
る
事
態
に
し
て
は
不
思
議
で
す
ら
あ
る
。
阿
部
謹
也

の
世
間
論
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
日
本
で
は
西
洋
の
個
人
主
義
が
な
お
も

ト
ラ
ウ
マ
に
な
る
と
い
う
事
態
で
あ
る（
河
野
二
〇
一
四
、河
野
二
〇
一
五
）。

で
は
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
道
が
開
け
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で

気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
和
辻
哲
郎
、
井
上
忠
司
と
続
き
、
阿
部
謹
也
に
よ
っ

て
極
度
に
引
き
伸
ば
さ
れ
た
西
洋
＝
個
人
主
義
の
テ
ー
ゼ
だ
が
、
そ
れ
を
説

く
な
ら
本
来
視
野
に
置
い
て
然
る
べ
き
分
野
が
意
外
に
検
証
さ
れ
ず
に
す
ま

さ
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
他
で
も
な
い
。
西
洋
社
会
の
実
態
で
あ

る
。
日
本
人
が
及
び
も
つ
か
な
い
よ
う
な
独
立
性
を
も
っ
た
個
人
か
ら
成
る

社
会
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、
西
洋
の
実
態
は
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
し

か
し
西
洋
で
は
呪
文
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
か
、
カ
ル
ト
集
団
が
い
る
、

と
い
っ
た
こ
と
で
は
、
そ
の
検
証
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
偏
頗
な
周
辺
事

情
を
あ
げ
つ
ら
う
の
は
正
攻
法
で
は
あ
る
ま
い
。
社
会
の
実
態
の
考
察
は
、

中
心
的
な
様
相
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
口
に
言

え
ば
、
集
団
形
成
の
実
態
と
そ
こ
に
走
る
法
則
で
あ
る
。
ち
な
み
に
井
上
忠

司
は
《
準
拠
集
団
と
し
て
の
「
世
間
」》
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
（
井

上
一
九
七
七
：
iv
）。
日
本
の
世
間
が
社
会
学
で
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
準
拠

集
団 (reference group) 

か
ど
う
か
は
疑
問
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
西
洋
に

つ
い
て
観
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
井
上
は
世
間
を
準
拠
集

団
と
呼
び
な
が
ら
、
西
洋
に
お
け
る
そ
れ
を
具
体
的
に
挙
げ
て
比
較
す
る
と

い
っ
た
と
こ
ろ
へ
進
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
阿
部
謹
也
で
も
同
様
で
あ
る
。

準
拠
集
団
は
、
あ
る
い
は
中
間
集
団
と
言
っ
て
も
よ
い
。
要
は
、
個
人
が
属

し
て
い
る
集
団
で
、
ご
く
一
般
的
な
も
の
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

特
定
の
特
殊
な
個
人
で
は
な
い
。
平
均
的
な
人
々
、
し
た
が
っ
て
大
多
数
の

人
々
が
つ
く
る
中
間
集
団
の
実
態
を
問
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
を
せ
ず
に
、
西
洋
は
ま
っ
た
く
独
立
し
た
個
人
か
ら
成
り
、
ま
た
個
人

が
つ
く
る
巨
大
集
団
と
い
う
の
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
三
人
が
共
通
し
て
も
っ

て
い
た
理
解
だ
が
、
そ
の
自
覚
は
三
人
と
も
な
か
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
が
具
体
的
に
は
い
か
な
る
課
題
で
あ
る
か
は
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン

ト
が
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
阿
部
謹
也
の
世
間
論
に
賛
意
を
示
し

た
一
人
は
船
曳
建
夫
で
あ
っ
た
（
船
曳
二
〇
〇
三
：
一
六
三
）。

　
　
　

阿
部
は
、「
世
間
に
は
形
を
も
つ
も
の
と
、
持
た
な
い
も
の
が
あ
る
」

と
し
て
前
者
に
は
、
同
窓
会
、
会
社
、
俳
句
の
会
、
文
壇
、
大
学
の
学

部
、
学
界
な
ど
を
挙
げ
、
後
者
「
形
を
持
た
な
い
世
間
と
は
、
隣
近
所

や
、年
賀
状
を
交
換
し
た
り
、贈
答
を
行
う
人
の
関
係
を
さ
す
」と
す
る
。

こ
の
世
間
の
掟
に
は
、
葬
祭
へ
の
参
加
が
あ
り
、
ま
た
、
団
体
旅
行
な

ど
で
、
列
車
の
中
で
宴
会
が
始
ま
れ
ば
そ
こ
が
世
間
で
あ
っ
て
、
乗
り
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合
わ
せ
た
他
の
人
は
そ
れ
以
外
の
た
だ
の
人
で
あ
り
、
他
人
で
す
ら
な

い
も
の
と
し
て
、
そ
の
迷
惑
は
か
か
え
り
み
ら
れ
な
い
、
と
い
う
例
を

挙
げ
る
。
他
に
も
強
い
掟
と
し
て
は
、
自
分
が
属
す
る
世
間
の
名
誉
を

汚
さ
な
い
、
ま
た
「
世
間
を
お
騒
が
せ
し
な
い
」
と
い
っ
た
こ
と
が
あ

る
と
言
う
。
こ
れ
ら
は
欧
米
に
お
け
る
よ
う
な
、
実
態
的
に
、
ま
た
理

念
的
に
、「
個
人
」
が
主
体
と
な
っ
て
「
す
す
ん
で
つ
く
る
」
法
ま
た

は
契
約
に
よ
る
関
係
で
は
な
い
の
だ
。

こ
れ
を
読
ん
で
不
思
議
に
思
う
の
は
、
日
本
社
会
の
世
間
で
あ
る
所
以
と

し
て
《
同
窓
会
、
会
社
、
俳
句
の
会
、
文
壇
、
大
学
の
学
部
、
学
会
な
ど
》

ま
た
《
隣
近
所
や
、
年
賀
状
を
交
換
し
た
り
、
贈
答
を
行
う
人
の
関
係
》
を

挙
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
西
洋
の
同
窓
会
や
文
学
の
同
好
会
や
《
大

学
の
学
部
や
学
会
》、
あ
る
い
は
隣
近
所
や
ク
リ
ス
マ
ス
・
カ
ー
ド
を
や
り

取
り
し
た
り
、
贈
答
を
行
な
う
関
係
と
比
較
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う

し
た
人
間
関
係
や
集
団
の
作
り
方
が
ど
う
で
あ
る
か
を
阿
部
は
取
り
上
げ
な

い
。
の
み
な
ら
ず
、
船
曳
建
夫
も
そ
れ
を
不
思
議
と
感
じ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
西
洋
に
つ
い
て
は
《
欧
米
に
お
け
る
よ
う
な
、
実
態
的
に
、
ま

た
理
念
的
に
、「
個
人
」
が
主
体
と
な
っ
て
「
す
す
ん
で
つ
く
る
」
法
ま
た

は
契
約
に
よ
る
関
係
》
と
い
っ
た
理
解
を
阿
部
と
共
に
お
こ
な
う
こ
と
に
躊

躇
を
感
じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
当
に
欧
米
で
は
《
実
態
的
に
、
ま
た

理
念
的
に
、「
個
人
」
が
主
体
と
な
っ
て
「
す
す
ん
で
つ
く
る
」
法
ま
た
は

契
約
に
よ
る
関
係
》
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
社
会
の

基
本
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
に
は
、
欧
米
に
も
、
同
窓
会
や
趣
味
を
同
じ
く
す

る
人
々
の
集
ま
り
が
あ
り
、
贈
答
の
関
係
が
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
社
会
全
体

に
お
け
る
比
重
の
大
き
さ
は
日
本
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
も
よ
い
く

ら
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
間
を
論
じ
る
人
た
ち
は
、
そ
れ
を
無
視
し
て
い

る
。
和
辻
哲
郎
の
時
代
な
ら
と
も
か
く
、
現
在
の
よ
う
な
容
易
に
行
き
来
が

で
き
、
多
く
の
日
本
人
が
欧
米
に
住
ん
で
い
る
時
代
に
、
な
ぜ
そ
の
現
実
が

目
に
入
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
無
視
し
て
次
の
よ
う
な
悲
壮
な
感

慨
に
共
感
を
寄
せ
て
も
、白
け
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
（
船
曳
二
〇
〇
三
：

一
六
六
）。

　
　
　

阿
部
は
、
私
た
ち
が
「
世
間
」
と
い
う
世
界
に
生
き
て
い
る
こ
と
を

認
め
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
し
か
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、

西
欧
的
な
意
味
で
の
社
会
と
個
人
と
い
う
も
の
が
日
本
に
は
成
立
し
て

い
な
い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
も
あ
る
。

私
見
を
言
え
ば
、
現
代
の
日
本
が
直
面
し
、
社
会
全
体
が
苦
し
ん
で
い
る

の
は
《
西
欧
的
な
意
味
で
の
社
会
と
個
人
と
い
う
も
の
が
日
本
に
は
成
立
し

て
い
な
い
こ
と
》
な
ど
で
は
な
い
。
ま
た
欧
米
の
中
間
社
会
が
非
常
に
よ
い

も
の
と
は
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
言
う
よ
り
、
よ
い
も
悪
い
も
、

整
理
し
た
形
で
は
紹
介
も
解
説
も
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
本
稿
で
も
こ
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れ
か
ら
少
し
解
説
を
試
み
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
欧
米
と
比
較
し
た
場
合
、

そ
う
し
た
中
間
社
会（
あ
る
い
は
術
語
と
し
て
は
問
題
が
あ
る
が
準
拠
集
団
）

が
日
本
で
は
脆
弱
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
西
洋
に
つ
い
て
、

個
人
が
主
体
性
を
も
っ
て
つ
く
っ
て
い
る
社
会
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
の

か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、ば
ら
ば
ら
の
個
人
が
た
だ
大
勢
い
る
だ
け
、と
言
っ

て
も
よ
い
く
ら
い
の
事
態
に
直
面
し
て
い
る
の
は
日
本
の
方
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
前
に
、
も
う
一
つ
手
続
き
を
は
さ
も
う
と
思
う
。
そ
れ
が
次
の

一
節
で
あ
る
。

二
　《
世
間
》
に
あ
た
る
ド
イ
ツ
語
に
つ
い
て

世
間
が
、そ
れ
を
論
じ
て
い
る
人
た
ち
の
言
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、

西
洋
の
事
情
に
世
間
の
語
を
も
ち
い
る
こ
と
は
と
ん
で
も
な
い
誤
認
や
無
理

解
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
私
た
ち
の
日
常
で
使
わ
れ
て
い
る
世
間
と
い
う

言
葉
と
そ
の
意
味
内
容
は
、
西
洋
に
あ
て
は
め
て
も
問
題
が
生
じ
な
い
、
と

筆
者
に
は
思
え
る
。
む
し
ろ
世
間
と
い
う
言
葉
と
あ
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
西
洋
の
事
情
も
よ
く
理
解
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
見
方
が
正
し

い
か
、
間
違
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
先
人
た
ち
の
翻
訳
に
よ
っ
て
確
か
め
て

み
た
い
。
こ
こ
で
は
ご
く
わ
ず
か
の
事
例
し
た
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
得
ら
れ
る
も
の
は
小
さ
く
な
い
。
先
人
た
ち
が
、
西

洋
の
ど
ん
な
言
葉
や
ど
ん
な
フ
レ
ー
ズ
に
世
間
の
語
を
あ
て
た
か
が
分
か
る

か
ら
で
あ
る
。そ
の
西
洋
の
言
葉
や
フ
レ
ー
ズ
を
ま
と
め
て
取
り
出
す
の
は
、

こ
れ
か
ら
の
検
証
に
は
大
き
な
材
料
で
あ
る
。

な
お
阿
部
謹
也
の
西
洋
論
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
ド
イ
ツ
語
圏
と
ド
イ
ツ

史
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
筆
者
が
こ
れ
か
ら
挙
げ
る
の
は

ド
イ
ツ
語
の
世
界
で
あ
る
か
ら
材
料
の
種
類
と
し
て
は
重
な
っ
て
お
り
、
検

証
に
は
便
で
あ
ろ
う
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
点
で
も
う
一
度
、
補
足
し
て
お
き
た
い
。
一

般
に
広
く
読
ま
れ
て
い
る
翻
訳
で
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
語
用
を
ど
う
見
る
か

に
つ
い
て
は
、
立
場
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
ろ
う
。
文
学
作
品
の

翻
訳
を
手
が
け
る
の
は
語
学
者
・
文
学
者
で
あ
る
た
め
、
社
会
学
の
面
か
ら

み
れ
ば
厳
密
性
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
、と
の
見
方
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
一
般
論
は
と
も
か
く
、
今
の
場
合
で
は
次
の
二
点
を
抑
え
て

お
き
た
い
。
先
ず
、
こ
こ
に
挙
げ
る
ド
イ
ツ
文
学
の
邦
訳
は
、
言
葉
の
専
門

家
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
語
と
し
て
無
理
の
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、当
該
の
言
葉
（
こ
こ
で
は
《
世
間
》

で
あ
る
が
）
の
現
実
に
多
く
の
日
本
人
が
も
ち
い
て
い
る
意
味
合
い
を
念
頭

に
お
い
て
い
る
。
実
際
に
使
わ
れ
て
語
意
こ
そ
が
語
の
生
き
た
姿
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
現
実
の
使
い
方
の
一
部
に
は
誤
用
も
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
例
で
は
《
情
け
は
ひ
と
の
た
め
な
ら
ず
》
の
《
ひ
と
》

が
《
他
人
》
を
指
し
、
そ
れ
ゆ
え
積
善
は
ま
わ
り
ま
わ
っ
て
自
分
が
助
け
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
別
の
《
温
情
が
仇
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に
な
る
》
の
と
近
似
し
た
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
こ
ち
ら

の
方
は
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
今
の
《
世
間
》
の
語
意
の
場
合
は
、
ド
イ
ツ

文
学
の
翻
訳
者
も
読
者
も
そ
う
し
た
間
違
い
を
お
か
し
て
は
い
な
い
。
そ
こ

で
二
つ
目
の
点
で
あ
る
。
社
会
学
的
に
は
阿
部
謹
也
の
指
摘
が
あ
た
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
人
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、

阿
部
の
主
張
は
社
会
学
的
に
も
間
違
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。

先
に
も
挙
げ
た
が
、《
世
間
》
を
研
究
し
た
先
人
で
あ
る
井
上
忠
司
が
、
語

源
へ
の
拘
泥
が
逸
脱
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
を
改
め
て
た
し
か
め
て

お
き
た
い
（
井
上
一
九
七
七
、
二
一
頁
）。

テ
キ
ス
ト
に
は
、
で
き
る
だ
け
大
方
が
基
準
的
な
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ

る
も
の
が
望
ま
し
い
た
め
、
主
に
関
口
存
男
と
高
橋
義
孝
の
訳
業
を
借
り
る

こ
と
に
し
た
。
具
体
的
に
は
次
の
諸
書
で
あ
る
。

関
口
存
男
『
獨
作
文
教
程
』、
同
『
冠
詞
』I, II, III. 

（
ほ
と
ん
ど
の
ド
イ

ツ
文
に
は
出
典
が
明
記
さ
れ
て
い
る
）

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン（
作
）高
橋
義
孝（
訳
）『
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル　
　

ヴ
ェ

ニ
ス
に
死
す
』
新
潮
文
庫　

昭
和
四
二
年, 

昭
和
五
八
年
三
〇
刷

な
お
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
原
文
を
参
考
文
献
に
挙
げ
た
短
編
集
の
頁
で
示

す
（M

ann 1972

）。 

以
下
で
は
《
世
間
》
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
単
語
や
フ
レ
ー
ズ
ご
と
に

ま
と
め
た
。

d
ie W

elt  

 　
　
　

そ
う
だ
、大
自
然
、大
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
に
こ
そ
平
和
は
あ
る
の
だ
！

〝
世
間
〟
と
い
う
鬼
火
に
導
か
れ
て
安
心
立
命
を
得
た
者
は
未
だ
曽
て

一
人
も
い
な
い
。
わ
た
し
は
今
日
限
り
世
を
捨
て
る
。
こ
の
神
聖
な
誓

約
は
神
様
が
お
聞
き
だ
。

　
　
　

Ja, dort, dort im
 Schoße der N

atur ist Friede! D
as Irrlicht 

“
W

elt” hat noch keinen zum
 G

lück geführt! Ich entsage 

ihm
 für im

m
er und Gott hört m

ein heiliges Gelöbnis. (Birch-

Pfeiffer, D
orf und Stadt.) 

（
関
口
『
冠
詞
』
一 

：
八
〇
）

　
　
　

ま
る
で
、
最
近
の
数
年
は
あ
ん
ま
り
政
界
が
騒
が
し
か
っ
た
か
ら
、

こ
れ
か
ら
半
世
紀
ぐ
ら
い
は
ぐ
っ
す
り
と
熟
睡
が
で
き
る
よ
う
に
、
世

間
に
掛
け
蒲
団
を
す
っ
ぽ
り
か
ぶ
せ
て
し
ま
え
、
と
で
も
云
っ
た
よ
う

な
わ
け
で
す
か
。
降
っ
た
の
降
ら
ん
の
ッ
て
、
と
に
か
く
一
週
間
立
て

つ
づ
け
の
大
雪
で
、
こ
う
な
る
と
私
共
の
商
売
の
書
き
入
れ
時
な
ん
で

す
が
、
い
く
ら
世
間
様
の
お
通
り
に
な
る
道
路
を
あ
ず
か
っ
て
い
る
商

売
だ
っ
て
、
此
の
大
雪
じ
ゃ
あ
二
進
も
三
進
も
な
り
ま
せ
ん
よ
。

　
　
　

E
s w

ar, als ob der W
elt nach den politischen 

A
ufregungen der jüngstvergangenen Jahre das D

eckbett 
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für einen gesunden Schlaf von einem
 halben Säkulum

 

aufgelegt w
erden sollte. A

cht T
age hindurch w

ährte 

der Spaß, und das ist dan die rechte Zeit für unsereinen, 

w
elcher der M

enschheit die W
ege offen halten soll und 

selber nicht durch kann. (W
. Raabe, A

bu T
elfan.) 

（
関
口
『
冠

詞
』
一 

：
三
五
八
、
二
：
二
五
八
）

　
　
　

お
米
は
世
間
に
い
く
ら
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
貧
乏
人
が
空

腹
を
抱
へ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
は
社
会
機
構
の
お
陰

で
あ
る
。

　
　
　

R
eis gibt es in der W

elt genug. W
enn die A

rm
en 

trotzdem
 verhungern m

üssen, so hoben sie es nur der 

sozialen Struktur zu verdanken. 

（
関
口
『
獨
作
文
教
程
』：
八
五
）

　
　
　

世
の
な
か
に
は
、
ど
ん
な
意
味
に
於
い
て
で
も
好
い
か
ら
と
に
か
く

有
名
に
な
り
た
い
、
た
と
へ
犯
罪
者
と
し
て
で
も
好
い
と
い
ふ
人
が
大

勢
あ
る
と
云
ふ
。

　
　
　

In der W
elt soll es eine M

enge Leute geben, di in 

w
elchem

 Sinne im
m
er sich einen N

am
en m

achen m
öchten, 

und w
äre es als V

erbrecher. 

（
関
口
『
獨
作
文
教
程
』：
二
四
二
）

　
　
　

ア
ッ
シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
は
新
聞
を
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
投
げ
返
し
な
が
ら

興
奮
し
て
考
え
た
。
こ
れ
は
黙
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
と
。
し
か

し
同
時
に
彼
の
心
は
外
界
が
今
ま
さ
に
陥
ろ
う
と
し
て
い
る
冒
険
に
対

す
る
満
足
の
気
持
で
一
杯
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
日
常
生
活
の
確
固

た
る
秩
序
と
幸
福
と
は
、
犯
罪
に
と
っ
て
も
そ
う
だ
が
、
情
熱
に
と
っ

て
も
あ
ま
り
あ
り
が
た
く
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
市
民
生
活
の
ど
ん
な

動
揺
も
、
世
間
の
ど
ん
な
混
乱
や
災
厄
も
、
情
熱
に
と
っ
て
は
歓
迎
す

べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
な
の
だ
。（
マ
ン
［
高
橋
］：
一
七
一
）

　
　
　

„M
an soll das schw

eigen!“
 dachte A

schenbach erregt, 

indem
 er die Journale auf den T

isch zurückw
arf. „M

an soll 

das verschw
eigen!“

 A
ber zugleich füllte sein H

erz sich m
it 

Genugtuung über das A
benteuer, in w

elches die A
ußenw

elt 

geraten w
ollte. D

enn der Leidenschaft ist, w
ie dem

 

V
erbrechen, die gesicherte O

rdnung und W
ohlfhart des 

A
lltags nicht gem

äß, und jede Lockerung des bürgerlichen 

G
egfüges, jede V

erw
irrung und H

eim
suchung der W

elt 

m
uß ihr w

illkom
m
en sein, w

eil sie ihren V
orteil dabei zu 

finden unbestim
m
t  11 hoffen kann. 

（M
ann

：397-398)
　
　
　

人
間
は
生
来
す
べ
て
お
互
い
に
憎
し
み
合
っ
て
い
る
の
だ
。
私
は
此

の
事
は
本
当
に
事
実
と
仮
定
し
て
好
い
と
思
う
が
、
も
し
人
間
共
に
、
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か
れ
ら
が
お
互
い
の
事
を
陰
で
ど
う
言
い
合
っ
て
い
る
か
が
は
っ
き
り

わ
か
っ
た
と
し
た
ら
、
本
当
の
味
方
と
い
う
も
の
は
世
に
恐
ら
く
四
人

と
は
居
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

A
lle M

enschen hassen sich von N
atur. Ich nehm

e es als 

eine T
atsache: w

enn sie genau w
üßten, w

as die einen von 

den andern reden, es gäbe keine vier Freunde auf der W
elt. 

(Pascal) 

関
口
『
冠
詞
』
二 
：
五
五
）

　
　
　

自
分
自
身
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
と
が
彼
に
課
し
た
問
題
の
数
々
に
忙

殺
さ
れ
、
創
作
の
義
務
と
い
う
軛
く
び
き
に
縛
り
つ
け
ら
れ
、
多
彩
な

俗
世
間
の
愛
好
者
た
る
に
は
保
養
な
ど
と
い
う
こ
と
を
嫌
い
す
ぎ
て
い

た
と
こ
ろ
か
ら
、彼
は
人
が
自
分
の
狭
い
生
活
圏
か
ら
離
れ
ず
に
い
て
、

地
球
の
表
面
に
つ
い
て
持
つ
こ
と
の
で
き
る
見
解
に
全
く
満
足
し
て
い

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
出
て
旅
を
し
て
み
よ
う
な
ど
と
は
か
つ
て
試
み
た

こ
と
さ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
マ
ン
［
高
橋
］ 

V
：
一
〇
四
）

　
　
　

Zu beschäftigt m
it den A

ufgaben, w
elche sein Ich 

und die europäische Seele ihm
 stellten, zu belastet von 

der V
erpflichtung zur Produktion, der Zerstreuung zu 

abgeneigt, um
 zum

 Liebhaber der bunten A
uß

enw
elt 

zu taugen, hatte er sich durchaus m
it der A

nschauung 

begnügt, die jederm
an, ohne sich w

eit aus seinem
 K

reise 

zu rühren, von der O
berfläche der Erde gew

innnen kann, 

und zw
ar niem

als auch nur versucht gew
esen, Europa zu 

verlassen. 

（M
ann

：355-356)  

d
ie Ö

ffen
tlich

k
eit / a

llg
em

ein
 / d

a
s P

u
b

lik
u

m
 / 

p
op

u
la

rity    

　
　
　

如
何
な
る
人
物
と
し
て
で
あ
れ
、
と
に
か
く
一
度
び
世
間
に
打
っ
て

出
た
者
は
、
も
は
や
後
へ
は
退
け
ぬ
。
一
度
び
引
請
け
た
役
目
は
否
で

も
応
で
も
、
合
理
的
に
、
演
ず
る
と
こ
ろ
ま
で
演
じ
畢
へ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

　
　
　

W
er als w

elcher Charakter im
m
m
er in der Ö

ffentlichkeit 

aufgetreten ist, für den giebts kein Zurück; er m
uß seine 

einm
al angenom

m
enen Rolle konsequent zu Ende spielen, 

ob gern oder ungern. 

（
関
口
『
獨
作
文
教
程
』：
二
四
五
）

　
　
　

・
・
・
世
間
的
に
も
、
ま
た
世
間
に
隠
れ
た
方
面
に
お
い
て
も
、
非

常
に
大
き
な
、
且
つ
立
派
な
影
響
を
残
し
た
。

　
　
　

....... hat er im
 Ö

ffentlichkeit und Geheim
en sehr große 

und schöne W
irkungen hervorgebracht. (G

oethe, A
us 

m
einem

 Leben) 

（
関
口
『
冠
詞
』
一 

：
九
四
〇
）



《
世
間
》
は
日
本
社
会
の
特
異
性
か
？

二
五

― 130 ―

　
　
　

彼
の
全
存
在
は
名
声
に
照
準
を
合
わ
せ
て
い
た
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
早

熟
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
生
活
の
調
子
が
決
然
と

し
て
い
て
、
個
人
的
に
は
輪
郭
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
の
で
、
彼
に
は

早
く
か
ら
対
世
間
的
な
構
え
が
で
き
て
い
て
、
そ
つ
が
な
か
っ
た
。
高

等
学
校
の
卒
業
以
前
す
で
に
彼
の
名
は
世
間
に
知
ら
れ
て
い
た
。
十
年

後
に
は
、
書
斎
に
坐
っ
た
ま
ま
で
世
間
に
相
対
し
、
自
己
の
名
声
に
心

を
配
り
、
簡
単
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
手
紙
の
文
句
の
中
で
（
な
ぜ
か
と
く

と
、
こ
の
成
功
し
た
、
信
頼
す
べ
き
作
家
に
向
か
っ
て
世
間
は
多
く
の

も
の
を
期
待
し
た
か
ら
だ
）
温
厚
に
重
々
し
く
み
せ
る
こ
と
を
学
ん
で

い
た
。（
マ
ン
［
高
橋
］ 

V
：
一
〇
八
） 

　
　
　

D
a sein ganzes W

esen auf R
uhm

 gestellt w
ar, zeigte 

er sich, w
enn nicht eigentlich frühreif, so doch, dank der 

Entscheidenheit und persönlichen Prägnanz seines T
onfalls, 

früh für die Ö
ffentlichkeit reif und geschickt. Beinahe noch 

Gym
nasiast, besaß er einen N

am
en. Zehn Jahre später hatte 

er gelernt, von seinem
 Schreibtische aus zu repräsentieren, 

seinen Ruhm
 zu verw

alten, in einem
 Briefsatz, der kurz 

sein m
uß

te (denn viele A
nsprüche dringen auf den 

E
rfolgsreichen, den V

ertrauensw
ürdigen ein), gültig und 

bedeutend zu sein. 

【M
ann

：358

】

　
　
　

か
つ
て
カ
ナ
ダ
を
支
配
し
世
界
を
支
配
し
た
英
人
達
は
世
間
の
人
気

な
ど
は
一
向
気
に
か
け
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
自
分
た
ち
は
善
い
事
を

や
っ
て
い
る
ん
だ
と
云
う
こ
と
を
本
能
的
に
知
っ
て
い
る
も
の
だ
か

ら
、
む
し
ろ
人
気
の
悪
い
の
を
面
白
が
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど

も
、
た
と
え
他
国
民
を
愛
す
る
な
ど
と
云
う
邪
魔
く
さ
い
事
ま
で
は
し

な
い
に
し
て
も
、
せ
め
て
他
国
民
を
理
解
し
て
や
ろ
う
と
云
う
気
持
だ

け
は
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
君
達
（
米
人
）
の
や
る
こ
と
は
、
そ
の
あ
べ

こ
べ
だ
。
変
な
話
だ
が
、
英
人
な
ら
敢
然
と
し
て
自
信
を
も
っ
て
や
っ

て
の
け
る
事
を
、
君
た
ち
は
な
ん
だ
か
ん
だ
と
思
い
惑
っ
て
い
る
だ
け

じ
ゃ
な
い
か
。

　
　
　

T
he B

ritish, w
ho once ruled C

anada and the w
orld, 

did’
nt care about popularity. T

hey rather enjoyed being 

unpopular, know
ing be instinct that they w

ere right, 

but they took care to understand other people, w
ithout 

bothering to like them
. Y

ou (Y
ankees) do the opposite. 

Paradoxically, w
here the B

ritish w
ere utterly sure of 

them
selves, you are full of inw

ard doubts.  (RD
.) 

（
関
口『
冠
詞
』

二 
：
三
七
六
）
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ハ
ン
ス
は
自
分
の
名
前
を
好
か
な
い 

― 

と
い
っ
て
ど
う
し
た
ら
い

い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
彼
は
ハ
ン
ス
と
い
う
の
だ
し
、
イ
ム
メ
ン
タ
ー

ル
は
エ
ル
ヴ
ィ
ン
と
い
う
の
だ
。
む
ろ
ん
世
間
一
般
に
通
用
し
て
い
る

名
前
だ
が
、誰
も
不
思
議
が
り
は
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
ト
ニ
オ
」

と
い
う
の
は
何
か
外
国
風
で
奇
妙
だ
っ
た
。
い
ま
ど
の
み
ち
、
自
分
に

は
あ
ら
ゆ
る
点
で
風
変
わ
り
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
。 

（
マ
ン[

高
橋]

T
：
一
九
） 

　
　
　

H
ans m

ochte seinen N
am

en nicht leiden, - w
as w

ar dabei 

zu tun? Er selbst hieß H
ans, und Jim

m
erthal hieß Erw

in, 

gut, das w
aren allgem

ein anerkannte N
am

en, die niem
and 

befrem
deten. A

ber “
T
onio” w

ar etw
as A

usländische und 

Besonderes. Ja, es w
ar in allen Stücken etw

as Besonderes 

m
it ihm

, ------- 

（M
ann

：219)

　
　
　

彼
は
そ
の
時
代
の
ご
と
く
、
若
々
し
く
粗
野
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
時

代
に
教
え
導
か
れ
る
こ
と
の
す
く
な
か
っ
た
彼
は
、
世
間
的
に
躓
い
た

り
、
し
ば
し
ば
失
策
を
演
じ
た
り
、
弱
点
を
さ
ら
け
出
し
た
り
、
良
風

と
思
慮
分
別
に
悖
る
よ
う
な
間
違
い
を
実
生
活
の
上
で
も
や
っ
て
仕
事

の
上
で
も
や
っ
た
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
彼
は
威
厳
を
身
に
つ
け

る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
の
威
厳
へ
の
衝
動
と
策
励
と
は
、
彼
の
主
張

す
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
す
べ
て
大
才
に
は
生
れ
な
が
ら
具
わ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。（
マ
ン
［
高
橋
］ 

V
：
一
一
四
）

　
　
　

Er w
ar jung und roh gew

esen m
it der Zeit, und, schlecht 

beraten von ihr, w
ar er öffentlich gestrauchelt, hatte 

M
ißgriffe getan, sich bloßgestellt, V

erstöße gegen T
akt und 

Besonnenheit begangen in W
ort und W

erk. A
ber er hatte 

die W
ürde gew

onnen, nach w
elcher, w

ie er behauptete, 

jedem
 großen T

alente ein N
atürlicher D

rang und Stachel 

eingeboren ist,-------  

（M
ann

：361)

　
　
　

そ
れ
は
と
に
か
く
、
発
展
と
い
う
も
の
は
一
つ
の
運
命
な
の
だ
。
し

か
し
ま
た
、
広
い
世
間
の
関
心
や
信
頼
を
伴
っ
た
発
展
が
、
名
声
の
栄

光
も
名
声
の
課
す
る
義
務
も
な
し
に
行
わ
れ
る
発
展
と
同
じ
も
の
で
あ

る
は
ず
が
あ
ろ
う
か
。（
マ
ン
［
高
橋
］ 

V
：
一
一
二
）

　
　
　

W
ie dem

 auch sei! Eine Entw
icklung ist ein Schicksal; 

und w
ie sollte nicht deijenige anders verlaufen, die von der 

T
eilnahm

e, dem
 M

assenzutrauen einer w
eiten Ö

ffentlichkeit 

begleitet w
ird, als jene, die sich ohne den G

lanz und 

V
erbindlichkeit des Ruhm

es vollzieht? 

（M
ann

：362)

そ
も
世
間
と
は
何
者
ぞ
？

な
ん
で
も
か
ん
で
も
知
っ
て
る
く
せ
に
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な
ん
に
も
出
来
な
い
男
で
あ
る
。

そ
も
世
間
と
は
何
者
ぞ
？

ち
ょ
っ
と
で
も
肩
が
凝
り
出
す
と

欠
伸
の
出
て
来
る
女
で
あ
る
。

一
夜
明
く
れ
ば
ガ
ラ
ガ
ラ
ッ
と

気
持
ち
の
変
わ
る
子
供
で
あ
る
。

寄
る
と
触
る
と
こ
ぼ
す
よ
り

話
題
を
持
た
な
い
女
中
で
あ
る
。

世
間
は
わ
れ
わ
れ
全
部
な
の
だ
、

馬
鹿
で
利
口
で
手
に
負
え
な
い

怒
る
べ
か
ら
ず
、
読
者
諸
氏
、

諸
氏
と
世
間
は
別
も
の
で
す
。

D
as Publikum

, das ist ein M
ann, 

D
er A

lles w
eiß und garnichts kann;

D
as Publikum

, das ist ein W
eib,

D
as nicht verlangt als Zeitvertreib;

D
as Publikum

, das ist ein K
ind,

H
eut so, und m

orgen so gesinnt;

D
as Publikum

 ist eine M
agd,

D
ie stets ob ihrer H

errschaft klagt;

D
as Publikum

 sin alle Leut‘
,

D
rum

 ist es dum
m
 und auch gescheut.

Ich hoffe, dies nim
m
t K

 e i n e r krum
m
,

D
enn E i n e r ist kein Pulbikum

.  (Ludw
ig Robert) 

（
関
口

『
冠
詞
』
一
：
二
一
三
）

d
ie

 M
e

n
sc

h
e

n
 / d

ie
 M

e
n

sc
h

h
e

it / d
ie

 L
e

u
te

 / 

M
itb

ü
rg

er / a
lle a

n
d

eren
  / d

ie M
en

g
e

　
　
　
《
世
間
と
い
う
も
の
は
、
女
が
何
か
男
と
一
緒
に
仕
事
を
し
て
い
る

と
、
す
ぐ
何
か
男
と
関
係
が
あ
る
と
思
う
の
ね
》、
と
彼
女
は
つ
ぶ
や

き
な
が
ら
、
せ
っ
せ
と
毛
糸
の
靴
下
を
編
む
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　“

D
aß

 die M
enschen im

m
er m

einen, eine F
rau m

üsse 

m
it einem

 M
ann auch etw

as haben, w
enn sie m

it ihm
 

zusam
m

enarbeitet!” grollt sie und strickt w
eiter an den 

W
ollsocken. (ZEIT

U
N
G, 1952) 

（
関
口
『
冠
詞
』
一 

：
一
六
四
）　  

　
　
　

だ
か
ら
、誰
か
も
云
っ
た
よ
う
に
、一
た
い
詩
人
と
い
う
や
つ
は
、「
そ

も
人
間
な
る
も
の
」
に
就
い
て
は
深
い
根
本
的
な
認
識
を
持
っ
て
い
て

も
、「
世
間
の
人
間
共
」
と
い
う
奴
は
ち
っ
と
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ

と
が
あ
り
得
る
。
だ
か
ら
よ
く
人
に
だ
ま
さ
れ
、
手
も
な
く
悪
魔
に
翻

弄
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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D
aher kann, w

ie m
an bem

erkt hat, ein D
ichter den 

M
enschen tief und gründlich kennen, die M

eschen aber 

sehr schlecht; er ist leicht zu hintergehen und ein Spiel in 

der H
and des Listigen. (Schopenhauer, D

ie W
elt als W

ille 

und V
orstellung.) 

（
関
口
『
冠
詞
』
一 

：
五
二
五
）

　
　
　

・
・
・
・
・
い
く
ら
世
間
様
の
お
通
り
に
な
る
道
路
を
あ
ず
か
っ
て

い
る
商
売
だ
っ
て
、此
の
大
雪
じ
ゃ
あ
二
進
も
三
進
も
な
り
ま
せ
ん
よ
。

　
　
　

・
・
・
・
・A

cht T
age hindurch w

ährte der Spaß
, und 

das ist dan die rechte Zeit für unsereinen, w
elcher der 

M
enschheit die W

ege offen halten soll und selber nicht 

durch kann. (W
. Raabe, A

bu T
elfan.) 

（
関
口
『
冠
詞
』
一 

：
三

五
八
；
『
冠
詞
』
二 

：
二
五
八
）

　
　
　

世
間
の
人
は
こ
ん
な
間
抜
け
な
手
管
に
ま
で
引
っ
か
か
る
の
か
と
思

う
と
少
し
イ
ヤ
に
な
っ
ち
ま
い
ま
す
ね
、
と
刑
事
さ
ん
は
こ
ぼ
す
。

　
　
　

D
aß

 auch dieser dum
m

e D
reh noch bei den Leuten 

E
rfolg hat, ist einfach haarsträubend, klagt die K

ripo.  

(Zeitung.1953) 

（
関
口
『
冠
詞
』
二 

：
三
三
三
）

　
　
　

由
緒
あ
る
ク
レ
ー
ゲ
ル
家
は
、
す
で
に
没
落
瓦
解
の
道
を
た
ど
り
つ

つ
あ
っ
た
し
、
世
間
で
は
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
な
人
間
の
出

て
き
た
こ
と
を
も
や
は
り
そ
う
い
う
状
態
の
一
徴
候
と
見
做
し
て
い
た

が
、ま
こ
と
に
無
理
か
ら
ぬ
話
で
あ
っ
た
。（
マ
ン
［
高
橋
］ 

T
：
三
二
）

　
　
　

D
ie alte Fam

ilie der K
röger w

ar nach und nach in einen 

Zustand des A
bbröckelns und der Zersetzung geraten, und 

die Leute hatten Grund, T
onio K

rögers eigenes Sein und 

W
esen ebenfalls zu den M

erkm
alen dieses Zustandes zu 

rechnen. 

（M
ann

：227 )

　
　
　

此
の
人
は
、ず
っ
と
前
か
ら
世
間
に
知
ら
れ
、評
判
も
申
し
分
な
か
っ

た
。

　
　
　

Seit je w
ar er unter seinen M

itbürgern bekannt und 

hatte einen unbescholtenen N
am

en. 

（
関
口『
冠
詞
』二
：
二
一
五
）

　
　
　

わ
た
し
を
世
間
に
よ
く
あ
る
普
通
の
娘
だ
と
思
っ
た
の
ね
？　

御
気

の
毒
さ
ま
だ
け
ど
、
そ
り
ゃ
あ
ん
た
、
ち
ょ
っ
と
見
当
が
ち
が
っ
た
わ

よ
。

　
　
　

D
u hast vielleicht gedacht, daß ich auch solch M

ädchen 

bin w
ie alle andern, aber da hast du dich geschnitten, m

en 

Junge.  (A
. D

öblin, Berlin A
lexanderplatz) 

（
関
口
『
冠
詞
』
二
：
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七
九
）

　
　
　

こ
う
な
る
と
此
の
女
の
児
を
見
る
世
間
の
眼
が
す
っ
か
り
ち
が
っ
て

き
て
、
尊
敬
の
念
す
ら
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
五
万
グ
ル
デ
ン
と
い
っ

た
ら
大
変
、
夢
や
お
ろ
そ
か
な
金
で
は
な
い
！　

　
　
　

m
an betrachtete es das [=M

ädel] nun m
it anderen A

ugen 

und kriegte eine A
rt R

espekt vor ihm
. F

ünfzigtausend 

Gulden, Pardieu, sind keine K
leinigkeit!  (J. Gotthelf, U

li der 

K
necht) 

（
関
口
『
冠
詞
』
二
：
三
四
二
）

　
　
　

す
ば
ら
し
い
文
章
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
虚
偽
で
あ
り
阿
呆
の
す
る

業
な
の
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
の
名
声
と
輝
か
し
い
身
分
と
は
茶
番
に
す
ぎ

な
い
の
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
に
た
い
す
る
世
間
の
信
頼
は
世
の
中
で
最
も

滑
稽
な
も
の
な
の
だ
。（
マ
ン
［
高
橋
］ 

V
：
一
九
八
―
一
九
九
）

　
　
　

D
ie M

eisterhaltung unseres Stiles ist L
üge und 

N
arrentum

, unser Ruhm
 und Ehrenstand eine Posse, das 

V
ertrauen der M

enge zu uns höchst lächerlich, V
olks- 

und Jugenderziehung durch die K
unst ein gew

agtes, zu 

verbietendes U
nternehm

en. 

（M
ann

：414)

d
er B

ra
u

ch
 

（
習
俗
／
な
ら
わ
し
）

　
　
　

今
晩
は
聴
衆
の
前
で
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
選
挙
な
ん
て
こ

と
に
な
る
と
、
こ
れ
も
世
間
の
習
慣
で
、
や
む
を
得
な
い
。

　
　
　

H
eut abend soll ich öffentlich sprechen, das ist einm

al der 

Brauch bei solchen W
ahlen. (G.Freytag, D

ie Journalisten) （
関

口
『
冠
詞
』
二
：
一
一
三
）

　
　
　

こ
れ
が
何
と
云
っ
た
っ
て
世
間
一
般
の
風
習
な
の
だ
か
ら
、
抗
す
る

だ
け
野
暮
だ
。

　
　
　

D
as ist nun einm

al so der B
rauch der W

elt, w
er w

ill 

dagegen aufkom
m
en? (W

edekind, D
ie Büchse der Pandora)  

（
関
口
『
冠
詞
』
二
：
一
一
三
）

そ
の
他
の
社
会
的
な
広
が
り
を
示
す
表
現　

　
　
　

世
間
に
は
、
有
色
ダ
イ
ヤ
の
方
が
値
段
が
落
ち
る
と
思
っ
て
ゐ
る
人

が
か
な
り
多
い
。
事
実
は
反
對
で
、
緑
珠
色
、
青
玉
色
等
の
美
し
い
色

を
帯
び
て
ゐ
れ
ば
、
む
し
ろ
値
が
高
く
な
る
の
で
あ
る
。 

　
　
　

E
s ist ein vielfach verbreiteter Irrtum

, daß
 farbige 
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diam
anten w

eniger bew
ertet w

erden; im
 Gegenteil, schöne 

F
ärbungen w

ie Sm
aragdgrün oder Saphyrblau erhöhen 

ehrer ihren W
ert. 

（
関
口
『
獨
作
文
教
程
』
二
五
〇
）

　
　
　

あ
な
た
の
よ
う
に
、
お
天
道
さ
ま
の
照
っ
て
い
る
う
ち
は
こ
ん
な
物

凄
い
物
置
小
屋
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
す
っ
か
ご
ん
で
い
て
、夜
は
夜
で
、

ま
た
暗
い
ラ
ン
プ
を
点
し
て
、
何
か
コ
ウ
罰
あ
た
り
な
本
ば
か
り
読
ん

で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
じ
ゃ
あ
、
こ
れ
で
も
人
間
だ
と
仰
言
っ
た
っ
て
誰

も
本
当
に
し
や
し
ま
せ
ん
、
世
間
は
あ
な
た
の
こ
と
を
、
森
の
主
だ
と

か
山
男
だ
と
か
何
と
か
言
っ
て
い
ま
す
よ
。

　
　
　

K
önnt Ihr denn behaupten, daß

 Ihr w
ie ein M

ensch 

lebt und nicht vielen w
ie ein W

aldteufel und Bärenhäuter 

vorkom
m
t, w

enn Ihr Euch, solange die liebe Sonne scheint, 

in diesen schaerlichen K
asten einsperrt und in der N

acht 

bei Eurer trüben Lam
pe gottlose Bücher lest?  (P. H

eyse, 

Grenzen der M
enschheit) 

（
関
口
『
冠
詞
』
一
：
五
四
二
）

　
　
　

騒
ぎ
立
て
な
い
で
下
さ
い
ね
。
こ
ん
な
こ
と
が
世
間
の
噂
に
な
っ
た

ら
、
面
白
が
る
人
は
だ
い
た
い
き
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
か
ら
。　

　
　
　

U
nd m

acht kein Lärm
ens davn. D

as w
är‘

 m
anchen 

Leuten just recht, w
enn‘

s herum
käm

‘
.  (O

tto Ludw
ig, 

D
ie H

eiteretei) 

（
関
口
『
冠
詞
』
一
：
八
一
九
）

　
　
　

家
に
い
る
と
、
世
間
の
評
判
と
は
反
対
に
、
何
を
や
っ
て
も
根
気
が

続
か
な
か
っ
た
。

　
　
　

Zu H
ause schien ihm

, ganz im
 W

iderspiel m
it seinem

 

sonsitigen Rufe, jede anhaltende Beschäftigung lästig.  (A
.v. 

D
roste-H

ülshoff, D
ie Judenbuche) 

（
関
口
『
冠
詞
』
一
：
八
九
二
）

　
　
　

か
れ
は
世
間
的
な
道
楽
を
殆
ど
何
一
つ
知
ら
な
い
、
否
む
し
ろ
凡
ゆ

る
現
代
的
な
も
の
と
は
絶
対
に
相
容
れ
な
い
性
で
あ
る
。

　
　
　

Er kennt fast gar keine m
odänen V

ergnügen, ja er ist ein 

geschw
orener Feind alles M

odernen. 

（
関
口
『
獨
作
文
教
程
』

一
一
〇
）

　
　
　

か
れ
は
世
間
的
な
道
楽
を
知
ら
な
い
、
む
し
ろ
之
を
衷
心
か
ら
憎
ん

で
ゐ
る
。

　
　
　

E
r kennt fast gar keine m

odänen V
ergnügen,so 

w
enig,daß sie ihm

 vielm
ehr von H

erzen verhaßt sind. 

（
関

口
『
獨
作
文
教
程
』
一
一
三
）

　
　
　

こ
の
娘
さ
ん
は
、
べ
つ
に
そ
う
大
し
て
綺
麗
と
い
う
ほ
ど
で
も
な
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か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
度
胸
は
大
し
た
も
の
で
し
た
。
た
し
か
第
二
級

の
前
期
に
中
退
し
た
と
思
い
ま
す
が
、
映
画
女
優
に
な
っ
た
と
聞
い
て

お
ど
ろ
き
ま
し
た
ね
。
新
聞
な
ど
で
は
、
世
間
的
な
て
ん
や
わ
ん
や
は

き
ら
い
、
好
い
本
を
じ
っ
く
り
読
む
の
が
趣
味
、
な
ど
と
出
て
い
る
と
、

ち
ょ
っ
と
お
か
し
く
な
り
ま
す
。
あ
の
人
が
本
を
読
む
！
一
行
で
も
読

め
た
ら
お
目
に
か
か
り
た
い
気
が
し
ま
す
。

　
　
　

D
as nicht einm

al sehr hübsche, aber äuß
erst 

unerschrockene K
ind, das uns auf U

ntersekunda verließ, ist 

doch w
ahrhaftig Film

schauspielerin gew
orden. W

enn w
ir in 

der Zeitung lesen, daß die K
ünstlerin ein gutes Buch dem

 

lauten T
reiben vorziehe, dann lächeln w

ir m
okant. D

ie und 

Bücher! K
eine Zeile!  (Zeitung.1957) 

（
関
口『
冠
詞
』三
：
一
四
五
）

　
　
　

見
て
ご
ら
ん
、
次
へ
次
へ
と
話
の
種
を
蒔
い
て
や
る
か
ら
。
ど
う
し

て
こ
ん
な
女
と
関
係
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
世
間
に
顔
向
け
の

で
き
な
い
よ
う
な
立
場
に
陥
入
れ
て
や
る
か
ら
。

　
　
　

Skandal auf Skandal w
er cih häufen, so daß

 du dich 

schäm
en w

irst, m
ein A

lter, m
ich je im

 Leben gekannt zu 

haben. (Suderm
ann, Es w

ar, 37) 

（
関
口
『
冠
詞
』
三
：
二
〇
一
）

　
　
　

己
が
愛
人
を
世
間
の
お
笑
い
草
に
し
な
が
ら
恬
然
と
し
て
い
ら
れ
る

な
ん
て
、
そ
ん
な
陋
劣
な
恋
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　

Es ist eine nichtw
ürdige Liebe, die kein Bedenken trägt, 

ihren Gegenstand der V
erachtung auszusetzen.  (Lessing, 

M
inna von Barnhelm

) 

（
関
口
『
冠
詞
』
三
：
五
八
一
）

　
　
　

此
の
人
は
、ず
っ
と
前
か
ら
世
間
に
知
ら
れ
、評
判
も
申
し
分
な
か
っ

た
。

　
　
　

Seit je w
ar er unter seine M

itbürgern bekannt und hatte 

einen unbescholtenen N
am

an. 

（
関
口
『
冠
詞
』
二
：
二
一
五
）

　
　
　

六
月
の
初
め
に
は
市
民
病
院
の
隔
離
病
棟
が
人
知
れ
ず
満
員
に
な

り
、
二
つ
の
孤
児
院
も
そ
ろ
そ
ろ
一
杯
に
な
り
、
新
埋
立
地
の
波
止
場

と
墓
地
の
あ
る
サ
ン
・
ミ
ケ
レ
島
と
の
あ
い
だ
は
往
復
の
人
で
混
雑
し

た
。
し
か
し
一
般
的
忌
避
へ
の
恐
怖
と
、
最
近
諸
公
園
に
開
催
さ
れ
た

ば
か
り
の
絵
画
展
や
、
事
が
世
間
に
露
わ
れ
た
場
合
に
、
ホ
テ
ル
業
者

や
商
店
や
そ
の
他
複
雑
な
観
光
業
全
体
を
脅
か
す
莫
大
な
損
害
へ
の
顧

慮
が
、
ヴ
ェ
ニ
ス
と
い
う
街
で
は
真
実
へ
の
愛
や
国
際
協
定
尊
重
心
よ

り
も
勢
力
が
あ
っ
た
。（
マ
ン
［
高
橋
］ 

V
：
一
八
七
）

　
　
　

A
nfang Juni füllten sich in der Stille die Isolierbaracken 

des O
spedale civico, in den beiden W

aisenhäusern begann 

es an Platz zu m
angeln, und ein schauerlich reger V

erkehr 
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herrschte zw
ischen dem

 Q
uai der neuen F

undam
ente 

und San M
ichele, der Friedhofsinsel. A

ber die Furcht vor 

allgem
einer Schädigung, die R

ücksicht auf die kürzlich 

eröffnete G
em

äldeausstellung in den öffenlichen G
ärten, 

auf die gew
altigen A

usfälle, von denen im
 Falle der Panik 

und des V
errufes die H

otels, die G
eschäfte, das ganze 

vielfältige Frem
dengew

erbe bedroht w
aren, zeigten sich 

m
ächtiger in der Stadt als W

ahrheitsliebe und A
chtung vor 

internationalen A
bm

achungen. 
（M

ann

：408)

な
お
関
口
の
訳
例
で
は
『
阿
呆
物
語
』（
ジ
ム
プ
リ
ツ
ィ
シ
ム
ス
）
に
も

多
く
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
驚
く
ほ
ど
適
訳
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
絶
妙
な

一
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。《
世
間
は
広
い
ん
で
す
か
ら
》
の
原
文
は
、
直

訳
す
る
と
、《
山
の
向
こ
う
に
も
人
は
住
ん
で
い
る
ん
で
す
か
ら
》
で
あ
る
。

そ
の
前
の
叙
述
も
、
原
文
の
意
味
と
雰
囲
気
を
映
し
出
し
て
い
る
こ
と
に
、

思
わ
ず
う
な
っ
て
し
ま
う
。

　
　

お
い
つ
く
し
み
深
い
神
さ
ま
は
、
た
と
え
人
間
を
ど
ん
な
境
遇
へ
と
お

召
し
に
な
ろ
う
と
も
、
そ
の
人
間
が
其
處
を
な
ん
と
か
う
ま
く
切
り
ぬ

け
て
ゆ
く
に
必
要
な
だ
け
の
智
慧
を
か
な
ら
ず
そ
の
人
間
に
お
さ
ず
け

に
な
る
も
の
で
す
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
お
の
れ
ほ
ど
利
口
な
者
は
な
い
よ

う
に
思
つ
て
し
ま
つ
て
、
な
に
か
に
つ
け
て
知
つ
か
ぶ
り
を
す
る
人
間

も
相
當
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
博
士
の
な
ん

の
と
云
つ
た
つ
て
、
そ
う
は
問
屋
が
お
ろ
し
ま
せ
ん
。
世
間
は
廣
い
ん

で
す
か
ら
。

　
　

U
nd [ich] m

achte disen festen Schluß, daß der grundgütige 

Gott einem
 jeden M

enschen in seinem
 Stand, zu w

elchem
 

er ihn seiner Selsterhaltung vonnöten, auch daß
 sich 

dannenhero, D
oktor hin oder D

oktor her, viel vergeblich 

einbilden, sie seien allein w
itzig und H

ans in allen Gassen, 

dann hinder Bergen w
ohnen auch Leut. (“

Sim
plizisim

us” 

Reclam
-U

niv.-Bib., S. 167.)

《
世
間
》
と
は
翻
訳
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
う
訳
す
こ
と
も
可
能
な
文

例
　
　
　

ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
、
そ
の
人
格
と
言
行
に
よ
っ
て
、
自
分
自

身
を
も
、
ま
た
他
の
有
為
な
る
人
材
を
も
世
に
認
め
さ
せ
た
の
で
あ
っ

た
。

　
　
　

K
lopstock hatte sich und andern talentvollen M

ännern, 

durch seinen Charakter und seine Betragen, A
nsehen und 
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W
ürde zu verschaffen gew

uß
t. (G

oethe, D
ichtung und 

W
ahrheit) 

（
関
口
『
冠
詞
』
三
：
三
一
九
）

　
　
　

当
世
の
〝
カ
ラ
ー
〟
で
得
意
に
な
っ
て
い
る
お
し
ゃ
れ
共
が
苦
し
い

渡
世
を
し
て
、
大
し
た
量
も
な
い
汚
い
脳
味
噌
を
流
行
な
ん
と
申
す
恐

ろ
し
い
怪
神
の
祭
壇
に
捧
げ
そ
な
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
蛮
人
が
痛
い

思
い
を
し
て
我
慢
し
て
入
れ
墨
を
す
る
と
い
う
現
象
と
、
程
度
の
差
こ

そ
あ
れ
、
原
則
的
に
は
何
の
相
違
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

D
aß unsere Zierbengel von heute in ihrem

 K
ragenkultus 

ein peinvolles D
asein stiften und dem

 M
oloch M

ode ihr 

Q
uentchen G

erhinschm
alz auf den A

ltar legen, ist nur 

ein gradueller, aber kein prinzipieller A
bstand von jenen 

Q
ualen, die der W

ilde beim
 T

ötow
ieren gradulig erträgt. 

(Ludw
ig Stein, Einführung in die Soziologie.) 

（
関
口『
冠
詞
』一
：

八
一
）

　
　
　

此
の
世
で
は
俺
は
も
う
誰
に
も
何
の
用
事
も
ね
え
。

　
　
　
（「
こ
の
世
間
に
も
う
未
練
は
ね
え
」
と
訳
し
て
も
よ
い
文
章
と
思
わ

れ
る
。）

　
　
　

A
uf dieser W

elt habe ich bei keinem
 m

ehr etw
as zu 

suchen. 

（
関
口
『
獨
作
文
教
程
』
一
二
一
）

　
　
　

此
の
坊
主
、
急
に
形
式
ば
っ
た
教
会
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
上
段
に
構

え
た
よ
う
な
こ
と
を
ぬ
か
す
奴
、
こ
っ
ち
も
フ
ロ
レ
ン
ス
っ
児
の
本
音

を
吐
い
て
景
気
よ
く
け
つ
を
ま
く
っ
て
や
っ
た
ら
、
流
石
は
世
慣
れ
た

和
尚
、
に
や
り
と
笑
い
お
っ
た
。

　
　
　

Ich drechselte eine gut florentinische Redensart, als er 

m
ir m

it seinen Sakram
enten aufw

artete, und er lächelte als 

der W
eltm

ann, der er w
ar. (T

h.M
ann, Fiorenza) （

関
口『
冠
詞
』

二
：
三
九
三
）

　
　
　

古
今
東
西
人
の
世
に

　
　
　

無
垢
円
成
の
吉
は
な
し

　
　
　

D
es Lebens ungem

ischte Freude 

　
　
　

W
ard keinen Irdischen zuteil.   (Schiller, D

er Ring des 

Prykrates) 

（
関
口
『
冠
詞
』
一
：
一
二
六
）

　
　
　

金
の
世
の
な
か
。

　
　
　

Gelt regiert die W
elt. 

（
関
口
『
獨
作
文
教
程
』
三
六
）

以
上
は
簡
単
な
例
示
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
便
宜
的
な
区
分
で
は
一
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考
を
要
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
本
来
同
じ
言
葉
な
が
ら
、
英
語

の public 

と
ド
イ
ツ
語
の Publikum

 

で
は
、
現
代
で
は
意
味
の
重
点
の

置
き
方
に
ず
れ
が
で
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
英
語
の public 

に
は
公
・

公
共
・
社
会
全
体
（
の
）
と
い
う
意
味
が
強
く
、the public 

は
国
民
・
市

民
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
反
対
語
はprivate

で
あ
ろ

う
。
し
か
し
ド
イ
ツ
語
の Publikum

 

は
観
客
・
聴
衆
・
読
者
全
体
の
意
味

で
の
公
衆
と
い
う
こ
と
に
語
義
の
中
心
が
来
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
英
語
の 

public 

に
もaudience 

の
意
味
が
あ
り
、
ま
た
ド
イ
ツ
語
のPublikum

 

が

公
共
を
指
す
こ
と
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
語
で
は
そ
れ
はÖ

ffentlichkeit

に
な

る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
個
別
の
言
葉
の
こ
と
だ
が
、
上
の
事
例
を
見
て
も
、《
世
間
》
に

相
当
す
る
多
彩
な
言
語
の
実
態
が
み
と
め
ら
れ
る
。
訳
者
た
ち
は
決
し
て
無

理
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
あ
た
る
よ
う
な
位
相
が
社
会
生
活

の
な
か
で
は
生
き
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
取
り
上
げ

て
い
る
の
は
ド
イ
ツ
語
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
が
、
同
じ
こ
と
は
他
の
西
洋

言
語
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
の
は
少
な
か
ら
ぬ
裨
益
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス

文
学
で
も
ロ
シ
ア
文
学
で
も
、
頁
を
繰
れ
ば
、
世
間
と
い
う
訳
語
は
い
た
る

と
こ
ろ
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
不
用
意
で
も
的
外
れ
で
も
な
い
で
あ
ろ

う
。そ
の
事
情
を
、や
は
り
ド
イ
ツ
語
を
直
接
の
材
料
と
し
て
も
う
少
し
探
っ

て
み
た
い
。

三
．
《
世
間
》
と
親
近
な
ド
イ
ツ
社
会
の
諸
相
：
《
村
の
眼
》
、 

　
　
《
世
間
の
噂
》
、
《
世
間
師
》

日
本
語
の
《
世
間
》
は
そ
れ
自
体
、
多
義
的
で
あ
る
が
、
ま
た
実
感
の
あ

る
言
葉
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
情
感
を
伴
う
社
会
意
識
で
あ
り
、
情
感
的
で
あ

る
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
脈
絡
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

そ
う
し
た
《
世
間
》
は
日
本
に
固
有
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
直
接
的
に

は
か
ら
ん
で
い
な
い
に
し
て
も
近
・
現
代
で
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
ま
っ
た
く
洋
の
東
西
を
問
わ
な
い
よ

う
な
社
会
・
文
化
現
象
な
ど
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
ま
っ
た
く
別
物
で
あ

る
か
ど
う
か
も
ま
た
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
―

一　

イ
ェ
レ
ミ
ー
ア
ス
・
ゴ
ッ
ト
ヘ
ル
フ
の
語
る
《
村
の
眼
》

現
代
ド
イ
ツ
の
民
俗
学
に
お
い
て
、
噂
や
先
入
観
に
ま
で
学
問
的
な
視
野

を
広
げ
た
の
は
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
概
説
書
の
な

か
の「
基
本
概
念
の
検
討
：
仕
来
た
り（Sitte

）」に
次
の
よ
う
な
考
察
が
入
っ

て
い
る
（
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
二
〇
一
一
：
一
三
五
ー
一
三
六
）。

　
　
　

物
腰
に
お
け
る
不
文
の
決
ま
り
、
慣
習
的
な
規
則
、
自
由
に
結
ば
れ

た
規
則
、
こ
れ
ら
の
内
部
で
の
境
界
を
確
定
す
る
の
は
難
し
い
。
こ
れ

ら
全
て
は
、
正
し
さ
（
法
）
と
親
近
で
あ
り
、
何
が
正
し
く
何
が
正
し
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く
な
い
か
の
観
念
の
形
成
に
食
い
こ
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
が

法
と
な
る
の
は
、
制
度
化
さ
れ
制
度
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
と
き
で
あ

る
。
し
か
し
、
ま
た
そ
の
場
合
で
も
、
境
界
は
明
白
で
は
な
い
。
文
字

に
な
っ
て
は
い
な
い
決
ま
り
も
監
視
を
受
け
て
は
い
る
。
誰
も
が
、
他

の
誰
を
も
監
視
し
、ま
た
全
体
が
個
々
人
を
監
視
し
て
い
る
。
因
み
に
、

す
べ
て
を
見
、す
べ
て
を
記
録
し
て
い
る
《
村
の
目
》
を
語
っ
た
の
は
、

イ
ェ
レ
ミ
ー
ア
ス
・
ゴ
ッ
ト
ヘ
ル
フ
で
あ
っ
た
。
そ
の
監
視
は
、
民
家

の
長
椅
子
に
発
し
、
村
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
あ
る
鍛
冶
師

の
仕
事
場
や
、
飲
食
旅
館
や
、
村
の
菩
提
樹
の
傍
や
、
水
車
屋
や
、
公

民
館
な
ど
で
形
に
な
っ
て
ゆ
く
。
ま
た
、
特
定
の
年
齢
の
者
た
ち
は
、

監
視
の
役
割
を
実
行
す
る
。・
・
・
・

バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
ゴ
ッ
ト
ヘ
ル
フ
は
、
ス
イ
ス

の
エ
ム
メ
ン
谷
ウ
ッ
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
出
身
の
ス
イ
ス
の
牧
師
で
あ
っ
た
   12

。

十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
語
圏
を
代
表
す
る
作
家
の
一
人
で
も
あ
り
、
と
り
わ
け

農
民
世
界
を
扱
っ
た
こ
と
で
は
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
最
高
峰
で
あ
る
。
そ

の
ゴ
ッ
ト
ヘ
ル
フ
に
小
説
『
学
校
教
師
の
苦
悩
と
喜
び
』
が
あ
り
、
そ
の
な

か
に
《
村
の
眼
》（D

orfauge

）
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

家
の
周
り
で
は
、
働
き
者
の
主
婦
が
片
づ
け
を
し
て
い
る
。
他
の
人

た
ち
の
最
後
に
よ
う
や
く
、
彼
女
は
、
新
し
い
エ
プ
ロ
ン
を
つ
け
る
と
、

戸
を
閉
め
、
厳
か
に
歩
み
出
す
。
そ
れ
で
い
て
彼
女
は
他
の
誰
よ
り
も

速
く
歩
ん
で
畑
に
着
く
。
彼
女
は
遠
く
か
ら
見
張
ら
れ
て
お
り
、
彼
女

も
、
自
分
が
見
張
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
村
の
眼
は
、
彼

女
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
畑
へ
行
く
か
を
、
あ
か
ら
さ
ま
に
見
つ
め

て
い
る
の
だ
！
ま
こ
と
に
村
の
眼
は
良
き
何
も
の
か
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
物
事
は
潤
滑
に
な
る
。
そ
れ
は
、
男
た
ち
対
し
て
よ
り
も
、
女

た
ち
に
対
し
て
ず
っ
と
大
き
く
は
た
ら
く
。
も
し
村
の
眼
へ
の
恐
れ
が

無
い
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
は
ど
う
な
る
か
分
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
　

U
m
 das H

aus herum
 räum

te auf die geschäftige H
ausfrau, 

und erst lange hinter den andern zog sie die reine Schürze 

an, die T
üre zu und schritt stattlicher, aber rascher als die 

andern, dem
 Felde zu. V

on w
eitem

 sah m
an ihr an, daß sie 

w
ußte, m

an sehe auf sie, und das A
uge des D

orfes sei offen 

über sie, w
ann und w

ie sie ausgehe aufs Feld!  O
 so ein 

D
orfauge is eine gute Sache und hält m

anche im
 Geleise. 

E
s w

irkt auf die W
eiber viel m

ehr als auf die M
änner. 

M
an denkt gar nicht, w

as alles getrieben w
ürde, w

enn dir 

Furcht vor diesem
 D

orfauge nicht w
äre. 

こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
社
会
の
研
究
で
は
何
人
も
が
注
目
し
て
生
き
た
一
節
で
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も
あ
る
。
そ
の
一
人
は
法
民
俗
学
の
カ
ー
ル
＝
ジ
ー
ギ
ス
ム
ン
ト･

ク
ラ
ー

マ
ー
で
、「
制
裁
」の
項
目
で
こ
れ
を
引
用
し
て
解
説
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る（
ク

ラ
ー
マ
ー
二
〇
一
五
： 

九
三
）。

　
　

ゴ
ッ
ト
ヘ
ル
フ
は
統
制
の
教
育
的
価
値
を
観
察
す
る
が
、
同
時
に
村
の

眼
が
喚
起
す
る
恐
れ
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
無
名
者

た
ち
の
統
制
と
い
う
第
二
の
可
能
性
も
ひ
そ
ん
で
い
る
。
テ
ロ
ル
で
あ

る
。
事
実
、
小
空
間
の
諸
関
係
は
、
隣
人
を
注
視
し
、
そ
の
長
所
も
短

所
も
細
部
ま
で
知
悉
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。《
村
の
眼
》
は
す
べ

て
の
個
体
を
見
張
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
常
に
良
き
も
の
と
は

限
ら
な
い
。
意
地
悪
い
こ
と
も
屢
々
で
あ
り
、
不
偏
不
党
で
あ
る
こ
と

は
稀
で
あ
る
。
そ
の
集
団
機
能
は
、
あ
き
ら
か
に
予
防
的
な
効
果
に
あ

る
。
誰
も
が
、
目
立
た
な
い
よ
う
に
用
心
し
、
通
常
的
に
ま
っ
と
う
に

振
舞
う
よ
う
に
心
掛
け
る
。
は
み
出
す
こ
と
へ
の
気
後
れ
は
、
無
名
者

た
ち
の
統
制
と
手
を
た
ず
さ
え
て
い
る
。
オ
ッ
ト
ー
・
ケ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
文
化
的
表
出
が
ま
と
ま
り
を
な
す
（
た
と
え
ば
衣

装
）
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
に
極
め
て
本
質
的
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
の
典

型
的
な
態
度
を
そ
こ
に
認
め
た
。

な
お
法
や
社
会
的
排
斥
と
の
関
係
で
は
、
次
の
エ
ー
オ
ド
ル
・
シ
ュ
ト
ル

ム
の
小
説
の
一
節
も
、
翻
訳
者
が
《
世
間
》
の
語
を
選
ん
だ
こ
と
が
冴
え
を

み
せ
る
一
例
で
あ
る
（
原
文
は
後
半
だ
け
に
と
ど
め
る
）。

　
　
　

ヨ
ー
ン
は
震
え
な
が
ら
、
ベ
ッ
ド
の
端
に
立
っ
て
い
た
。
そ
し
て
つ

い
に
子
供
が
生
ま
れ
た
。
産
婆
は
頭
を
彼
の
ほ
う
へ
向
け
た
。「
女
の

子
だ
よ
。
兵
隊
に
な
ら
な
く
て
す
む
じ
ゃ
な
い
か
！
」

　
　
　
「
前
科
者
の
娘
！
」
と
彼
は
う
め
い
た
。
そ
し
て
ベ
ッ
ド
の
前
で
ひ

ざ
を
つ
い
て
、
く
ず
お
れ
た
。「
神
が
こ
の
子
を
も
う
一
度
迎
え
入
れ

て
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
！
」

　
　
　

世
間
は
彼
に
対
し
て
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
い
っ
そ
う
敵
対
的
に
な
っ

て
い
っ
た
。
彼
が
世
間
を
必
要
と
し
、
話
し
か
け
る
た
び
に
、
い
つ
も

答
え
と
し
て
聞
こ
え
て
く
る
の
は
、
若
い
頃
の
彼
の
不
名
誉
に
対
す
る

非
難
だ
っ
た
。（
シ
ュ
ト
ル
ム
［
中
島
］ 

二
〇
〇
九
：
一
八
二
）

　
　
　

Im
m
er feindlicher stand ihm

 die W
elt entgegen; w

o er 

ihrer bedurfte, w
o er sie ansprach, im

m
er hörter er den 

V
orw

urf seiner jungen Schande als A
ntw

ort;

・
・
・
・

三
―

二　

ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
小
説
に
み
る
《
世
間
の
噂
》

先
の
文
例
で
は 

《
世
間
》 

に
あ
た
る
ド
イ
ツ
語
と
し
て “

die W
elt” 

（
英 

the w
orld

）
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
と
共
に
（
上
で
は
用
い
た
テ

キ
ス
ト
が
少
な
か
っ
た
か
見
落
と
す
か
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
）、
合
成
語 
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“
W

eltm
einung”

も
、
ド
イ
ツ
語
で
は
会
話
で
も
小
説
で
も
よ
く
つ
か
わ

れ
る
。
哲
学
に
お
け
る
《
世
界
思
念
》
な
ど
と
い
う
訳
語
だ
け
を
覚
え
て
い

る
の
で
は
、
日
常
的
な
使
い
方
に
照
ら
す
と
滑
稽
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、端
的
に
《
世
間
の
見
方
》
や
《
世
間
の
う
わ
さ
》

や
《
世
間
の
目
》
な
の
で
あ
る
。
次
も
、
先
と
同
じ
く
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ウ
ジ

ン
ガ
ー
の
概
説
書
で
、
仕
来
た
り
（Sitte

）
に
関
す
る
考
察
の
箇
所
の
用

い
ら
れ
て
い
る
材
料
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
一
八
五
六
年
に
発
表
さ
れ
た
ベ

ル
ト
ル
ト
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
農
村
小
説
『
は
だ
し
の
少
女
』   13
の
一
節

が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る（
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
二
〇
一
一
：
一
三
六
―
一
三
七
）。

花
嫁
は
結
婚
式
の
前
に
婚
家
に
入
る
が
、
母
親
は
そ
れ
を
《
世
間
の
見

方（W
eltm

einung

）と
の
か
か
わ
り
で
ひ
ど
く
心
配
す
る
。花
婿
は
、人
々

に
は
頓
着
せ
ず
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
。《
連
中
に
は
、
し
ば
ら
く
目
を

白
黒
さ
せ
て
や
れ
ば
よ
い
、
そ
の
う
ち
に
考
え
も
変
わ
っ
て
く
る
さ
》。

し
か
し
母
親
は
注
意
す
る
。

　
　
《
お
前
は
、
あ
の
人
た
ち
を
た
い
し
て
気
に
と
め
て
い
な
い
し
、
自
分

が
正
し
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
分
か
っ
て
い
る
か
ら
誇
り
を
も
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
あ
の
人
た
ち
と
一
緒
に
生
き
て
ゆ
く
こ
と
に
な

る
ん
だ
よ
。
だ
か
ら
、
変
な
目
で
見
ら
れ
こ
と
が
な
い
よ
う
に
注
意
し

な
い
と
い
け
な
い
し
、お
前
が
立
派
だ
と
思
わ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

皆
に
そ
う
さ
せ
る
た
め
に
は
、
皆
と
ま
っ
と
う
に
付
き
合
わ
な
い
と
い

け
な
い
。
皆
が
お
前
を
変
わ
っ
た
奴
だ
と
見
る
よ
う
な
こ
と
を
さ
せ
て

は
い
け
な
い
。
誰
か
の
言
う
な
り
に
な
っ
て
も
い
け
な
い
。
そ
れ
に
誰

か
に
、《
ど
う
し
て
こ
う
な
っ
た
か
考
え
り
ゃ
あ
、
俺
た
ち
が
こ
う
す

る
の
も
無
理
は
な
い
と
お
前
に
だ
っ
て
分
か
る
だ
ろ
う
よ
》、
な
ど
と

言
わ
れ
る
よ
う
な
羽
目
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
よ
。》

三
―

三　

地
誌
が
記
録
し
た
ア
ル
プ
ス
の
《
世
間
師
》

《
世
間
》
と
訳
せ
る
可
能
性
は
、
先
に
は
文
献
が
少
な
か
っ
た
せ
い
で
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
他
の
語
の
こ
と
も
あ
る
。“Land” 

が
そ
う
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
宮
本
常
一
の
代
表
作
の
一
つ
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
の
な

か
に
《
世
間
師
》
を
論
じ
た
数
章
が
あ
る
（
宮
本
）。
故
郷
を
出
て
、
彷
徨

の
中
身
は
ま
ち
ま
ち
な
が
ら
、
手
に
職
が
あ
る
の
と
人
付
き
合
い
と
機
転
に

よ
っ
て
各
地
を
転
々
と
し
、
時
に
故
郷
に
も
立
ち
戻
り
つ
つ
、
波
瀾
を
乗
り

切
っ
て
き
た
人
々
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
出
世
や
大
き
な
金
儲
け
に
は
無

縁
で
、
故
郷
に
錦
を
か
ざ
る
よ
う
な
こ
と
も
無
か
っ
た
が
、
世
の
中
の
さ
ま

ざ
ま
な
局
面
を
普
通
以
上
に
経
験
し
、
時
に
は
人
生
知
を
見
せ
、
と
き
に
は

自
分
の
愚
か
さ
を
露
呈
し
な
が
ら
、
世
の
な
か
を
渡
っ
て
き
た
人
生
の
達
人

で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
人
々
が
世
間
師
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

《
世
間
》
の
実
際
の
用
例
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
も
補
足
的
に

指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、《
世
間
》
の
語
法
に
は
、
長
幼
の
序
も
、
金
銭
を

排
除
し
た
贈
与
・
互
酬
関
係
な
る
も
の
は
、
本
質
を
規
定
す
る
要
素
と
し
て
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は
は
た
ら
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
そ
の
こ
の
二
つ
を《
世
間
》

の
本
質
と
説
く
の
は
阿
部
謹
也
の
思
い
こ
み
と
い
う
以
上
で
は
な
い
。

注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
日
本
の
世
間
師
と
似
た
よ
う
な
境
遇
や
活
動
の

人
々
が
西
洋
に
も
い
た
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
宮
本
常
一
が
紹
介
す
る
事

例
に
比
べ
る
と
、
西
欧
の
そ
れ
は
ま
じ
め
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ

れ
次
に
挙
げ
る
の
は
、
ア
ル
プ
ス
山
麓
の
農
業
の
難
し
い
土
地
柄
か
ら
、
出

稼
ぎ
を
強
い
ら
れ
た
土
地
で
技
術
が
み
が
か
れ
た
や
や
特
殊
な
生
業
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
家
畜
の
去
勢
で
あ
る
。

《
世
間
師
》
：
ル
ー
ン
ガ
ウ
の
豚
去
勢
士
の
記
録

十
九
世
紀
前
半
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
オ
ー
バ
ー
エ
ス
タ
ラ
イ
ヒ
州
と

そ
の
周
辺
地
域
に
お
い
て
民
俗
調
査
と
言
え
る
よ
う
な
記
録
を
残
し
た
の

が
イ
グ
ナ
ー
ツ
・
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ル
ジ
ン
ガ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
著
作

『
ル
ー
ン
ガ
ウ 

未
活
用
資
料
に
も
と
づ
く
歴
史
・
地
誌
・
統
計
』
は
没
後

や
や
時
間
を
経
て
か
ら
の
遺
稿
出
版
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
に
豚
去
勢

士
（Schw

eineschneider

）
の
記
述
が
あ
る
（K

ürsinger 1852; 1993
：

775-776

）   14
。
世
間
を
渡
っ
て
知
恵
者
と
な
る
の
は
そ
の
職
種
だ
け
の
こ

と
で
は
な
い
が
、
そ
の
種
の
人
々
を
生
き
生
き
と
伝
え
る
資
料
で
あ
る
。

ル
ー
ン
ガ
ウ
に
限
り
て
見
ら
る
る
職
に
豚
の
去
勢
士
あ
り
。・
・
・
・
・
遥

か
な
る
昔
よ
り
、
ル
ー
ン
ガ
ウ
の
者
ら
、
馬
・
山
羊
・
牡
牛
・
子
牛
・

豚
な
ど
、家
畜
と
言
ふ
家
畜
の
去
勢
と
病
気
治
療
を
生
業
と
し
た
り
き
。

不
毛
の
土
地
柄
、
ま
た
厳
し
き
気
候
の
故
、
幸
受
く
を
期
し
得
ね
ば
、

外
の
世
界
に
も
と
む
る
と
ぞ
。
い
ず
こ
の
家
も
父
祖
代
々
受
け
継
ぎ
し

己
の
区
域
も
ち
ゐ
た
れ
ば
、
そ
の
地
へ
赴
き
て
己
の
責
任
に
て
務
め
を

果
た
し
、
し
か
る
後
、
稼
ぎ
た
る
金
た
ず
さ
へ
、
秋
深
ま
り
た
る
頃
家

族
が
も
と
へ
戻
り
来
る
が
常
な
り
。
ま
た
父
親
、
子
ら
に
仕
事
を
仕
込

み
ぬ
。
我
が
子
十
六
歳
に
な
り
た
れ
ば
、
早
や
共
に
連
れ
行
き
、
種
々

の
コ
ツ
す
な
は
ち
家
畜
体
調
の
良
し
悪
し
を
見
分
く
る
法
を
教
ふ
。
全

て
伝
授
し
終
へ
ん
か
、
父
親
、
他
人
の
見
ゐ
る
前
に
て
倅
に
実
地
試
験

課
し
、
失
敗
と
な
り
て
損
害
の
出
ず
る
や
自
ら
弁
償
す
。・
・
・
・
・

こ
の
者
ら
出
掛
く
る
は
フ
ァ
ッ
シ
ン
グ
（［
訳
注
］
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
に

当
た
る
）
の
頃
に
て
、
郡
の
裁
判
所
よ
り
旅
券
受
け
取
り
、
順
次
旅
立

ち
行
く
。
赴
く
先
は
、ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
、エ
ス
タ
ラ
イ
ヒ
、バ
イ
エ
ル
ン
、

チ
ロ
ー
ル
、
シ
ュ
タ
イ
ア
マ
ル
ク
、
ケ
ル
ン
テ
ン
、
ベ
ー
メ
ン
、
ハ
ン

ガ
リ
ー
な
り
。
ト
ル
コ
と
の
国
境
ま
で
足
伸
ば
す
者
も
あ
り
。
一
例
を

挙
げ
ん
か
、
マ
イ
テ
ル
ン
ド
ル
フ
の
ブ
ル
カ
ル
ト
な
る
者
、
毎
年
、
三

人
の
徒
弟
連
れ
、
ペ
ス
ト
（［
訳
注
］
ブ
ダ
ペ
ス
ト
市
域
の
ド
ナ
ウ
河

東
岸
域
）
な
る
己
れ
が
持
ち
区
域
ま
で
出
か
け
、
千
フ
ロ
リ
ン
稼
ぎ
て

帰
り
来
。
こ
れ
ら
の
者
ら
親
方
と
徒
弟
に
分
か
た
れ
、
先
祖
よ
り
伝
へ

ら
れ
し
区
域
も
ち
た
り
。
持
ち
区
域
、
ま
た
応
分
の
高
値
に
て
他
人
に

貸
し
、
あ
る
い
は
売
却
さ
る
る
こ
と
も
あ
り
。
こ
れ
ら
の
者
ら
の
出
立
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す
る
を
指
し
て
《
世
間
を
旅
す
る
》（über Land reisen

）
と
言
ひ
、

ま
た
秋
深
ま
り
た
る
頃
（
通
常
十
月
末
な
り
）
帰
り
来
る
を
《
世
間
よ

り
戻
る
》（vom

 Land kom
m
en

）
と
言
ふ
。
こ
れ
に
依
り
て
、
こ

れ
ら
の
者
ら
《
世
間
師
》（Landgeher

）
と
称
せ
ら
る
。
こ
の
者
ら

の
家
族
に
分
か
れ
て
出
立
し
、
ま
た
家
族
が
も
と
へ
帰
郷
す
る
様
、
ま

こ
と
に
心
打
た
る
る
も
の
あ
り
。
こ
れ
ら
生
業
に
就
き
た
る
者
ら
、
も

と
は
多
数
を
数
へ
、
ヒ
ュ
ー
プ
ナ
ー
、
一
七
九
六
年
に
な
ほ
二
百
人
を

挙
ぐ
る
を
得
た
れ
ど
、
今
日
い
と
少
な
に
な
り
ぬ
。
主
な
る
原
因
を
た

ず
ね
ん
か
、
外
の
世
界
に
て
永
年
お
こ
な
ひ
た
る
豚
去
勢
の
権
利
、
正

規
の
生
業
た
る
と
勝
手
に
手
が
く
る
と
を
問
は
ず
、
現
今
の
職
業
原
則

に
て
は
、
侵
犯
あ
る
も
昔
の
ご
と
く
保
護
受
く
こ
と
能
は
ざ
り
し
ゆ
え

な
り
。
ル
ー
ン
ガ
ウ
が
た
め
と
て
何
が
し
か
の
権
利
の
保
護
あ
る
い
は

制
限
を
設
け
ん
と
あ
ら
ば
、
職
業
自
由
の
原
則
に
抵
触
す
る
は
必
定
な

ら
ん
。
さ
れ
ど
地
元
の
豚
去
勢
人
の
あ
い
だ
に
て
は
、形
式
と
も
ど
も
、

整
ひ
た
る
伝
統
の
罰
則
な
ほ
存
す
。
そ
れ
に
拠
ら
ば
、い
ず
れ
か
の
者
、

他
人
の
持
ち
区
域
を
侵
し
た
る
こ
と
あ
ら
ん
や
、
偶
々
滞
在
し
た
る
先

の
土
地
の
法
廷
た
の
み
て
争
ひ
決
着
図
る
に
は
あ
ら
ず
、
帰
郷
し
た
る

後
、
正
規
の
裁
判
官
の
前
に
て
片
付
く
る
な
り
。
そ
れ
に
あ
り
て
は
、

こ
の
土
地
の
者
ら
争
ひ
好
ま
ぬ
習
性
な
れ
ば
、
金
品
に
て
弁
済
お
こ
な

は
る
る
が
常
な
り
。

　
　

・
・
・
・
・

　
　
（
去
勢
士
の
者
ら
）
時
に
百
フ
ロ
リ
ン
、
多
き
と
き
は
六
百
フ
ロ
リ
ン

な
ど
大
な
る
儲
け
手
に
し
て
帰
り
、
厳
し
き
自
然
の
不
利
益
を
埋
め
合

は
す
。
こ
の
者
ら
世
間
旅
す
る
な
れ
ば
、
地
元
に
残
り
た
る
者
ら
よ
り

利
口
な
り
。
加
へ
て
遠
き
地
方
の
ス
タ
イ
ル
活
か
せ
し
心
地
よ
き
家
建

つ
る
こ
と
多
く
、そ
が
家
屋
、外
見
に
も
見
事
な
り
。さ
れ
ば
そ
の
者
ら
、

ル
ー
ン
ガ
ウ
に
あ
り
て
は
旦
那
衆
に
て
あ
る
な
り
。・
・
・
そ
の
者
ら
、

ル
ー
ン
ガ
ウ
中
、
殊
に
良
き
家
に
暮
ら
し
、
は
た
ま
た
飲
食
館
に
集
ま

り
あ
ら
ば
気
前
よ
く
金
使
ひ
た
り
。
そ
れ
ら
の
折
節
、こ
れ
ら
の
者
ら
、

外
の
世
界
に
て
積
み
し
経
験
滔
々
と
語
り
た
れ
ば
、
そ
が
「
千
夜
一
夜

物
語
」、
誰
し
も
耳
を
傾
け
ず
に
は
お
か
ざ
る
な
り
。

な
お
参
考
ま
で
に
言
い
添
え
る
と
、
こ
こ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
家
畜

の
去
勢
は
特
殊
な
職
能
で
あ
っ
て
、
飼
い
主
が
お
こ
な
う
の
で
は
な
く
、
そ

れ
に
習
熟
し
た
人
々
に
ゆ
だ
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
去
勢
に
よ
る
家
畜
の
死

亡
率
を
抑
え
る
技
術
的
な
面
と
共
に
、
去
勢
や
皮
剥
ぎ
は
、
一
般
の
人
々
が

忌
避
す
る
特
殊
行
為
と
い
う
伝
統
的
な
観
念
の
ゆ
え
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を

活
か
し
て
、
山
勝
ち
で
農
作
物
の
収
穫
を
多
く
期
待
で
き
な
い
ア
ル
プ
ス
の

村
々
で
技
術
が
み
が
か
れ
、
そ
れ
を
た
ず
さ
え
て
出
稼
ぎ
が
行
な
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
木
彫
品
や
バ
イ
オ
リ
ン
作
り
が
ア
ル
プ
ス
の
山
村
で

発
達
し
た
の
と
同
じ
素
地
に
よ
っ
て
い
た
。
ま
た
家
畜
去
勢
人
は
、
一
目
で

そ
れ
と
分
か
る
服
装
を
し
て
お
り
、
当
時
の
服
飾
図
集
に
は
そ
の
実
際
が
映
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さ
れ
て
い
る
   15

。
地
方
を
回
る
職
能
者
が
、
服
飾
で
識
別
さ
れ
た
こ
と
は

種
々
の
物
売
り
と
同
工
で
あ
る
。
木
彫
人
形
売
り
、
小
鳥
売
り
な
ど
で
、
ま

た
定
住
者
は
煙
突
掃
除
人
な
ど
も
特
有
の
服
装
で
今
に
知
ら
れ
て
い
る
。

（
付
記
）
今
後
の
課
題

日
本
社
会
を
西
洋
と
比
較
し
て
《
世
間
》
と
見
る
論
に
は
総
じ
て
不
自
然

さ
が
目
立
つ
。か
つ
て
は
西
洋
へ
の
劣
等
感
や
対
抗
意
識
の
故
で
あ
っ
た
が
、

現
在
の
そ
れ
は
、自
己
の
暮
ら
す
日
本
社
会
の
欠
陥
へ
の
鬱
屈
し
た
心
理
が
、

取
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
枠
組
み
に
お
い
て
噴
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
共
に
、
世
間
論
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
要
因
の
一
つ
は
西
洋
社
会
の
実
態

に
つ
い
て
の
無
理
解
で
あ
る
。
今
回
は
時
代
を
限
定
せ
ず
に
ド
イ
ツ
語
圏
の

事
例
を
拾
っ
た
が
、
次
回
は
、
い
わ
ゆ
る
《
中
間
集
団
》
に
あ
た
る
ド
イ
ツ

社
会
の
《
組
合
・
ク
ラ
ブ
（V

erein

）》
を
中
心
に
、
近
・
現
代
の
集
団
形

成
を
取
り
上
げ
よ
う
と
思
う
。
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rundriß einer rechtlichen Volkskunde. Göttingen 
1974. 

カ
ー
ル
＝
ジ
ー
ギ
ス
ム
ン
ト･

ク
ラ
ー
マ
ー
（
著
）
河
野
（
訳
）『
法
民
俗
学
の

輪
郭 

― 

中
世
以
後
の
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
町
村
体
と
民
衆
生
活
の
モ
デ
ル
』
文
緝

堂　

二
〇
一
五
年

Ignaz von K
Ü
RSIN

GER (1761-1834),  D
er Lungau. H

istorisch, ethnographisch 
und statisisch aus bisher unbenützten U

rkundlichen Q
uellen. 1852; Reprogr. 

N
achdruck von M

ichael M
rtischnig 1993,

T
hom

as M
ann,  Säm

tliche Erzählungen. Frankfurt a.M
. : Fischer-V

erlag 1972.

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
（
作
）
高
橋
義
孝
（
訳
）『
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル　
　

ヴ
ェ
ニ
ス

に
死
す
』
新
潮
文
庫　

昭
和
四
二
年, 

昭
和
五
八
年
（
三
〇
刷
）：
こ
こ
で
は
「
ト
ニ
オ
・

ク
レ
ー
ゲ
ル
」
を
マ
ン
［
高
橋
］
T 

、「
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
」
を
マ
ン
［
高
橋
］
T 

と

し
て
区
別
し
た
。

Leopold SC
H
M

ID
T
,  Brauch ohne G

laube. D
ie öffentlichen Bildgebärden im

 
W

andel der Interpretationen. In: L.Schm
idt, V

olksglaube und V
olksbrauch. 

Gestalten, Gebilde, Gebärden. Berlin[Erich Schm
idt] 1966, S.289-312.

レ
ー
オ

ポ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
著
）
河
野
（
訳
）「
信
仰
な
き
習
俗
‐
公
的
シ
ン
ボ
ル
動
作

を
め
ぐ
る
意
味
解
釈
の
変
遷
」
愛
知
大
学
『
一
般
教
育
論
集
』
第
二
号
（
一
九
八
九
年
）

五
一
―
七
九
頁

H
erbert SCH

W
ED

T
 / Elke SCH

W
ED

T
,  Schw

äbische Bräuche. Stuttgart 1986. 

ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ト
／
エ
ル
ケ
・
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ト
（
著
）
河
野
（
訳
）『
南

西
ド
イ
ツ　

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
民
俗
』
文
緝
堂 

二
〇
〇
九
年

T
heodor ST

O
RM

,  Im
m

ensee.   

関
口
存
男
（
編
）, Im

m
ensee. 

三
修
社 

一
九
五
〇

年

T
heodor ST

O
RM

,  D
oppelgänger.  

シ
ュ
ト
ル
ム
（
作
）
中
島
邦
雄
（
訳
）「
ド
ッ
ペ

ル
ゲ
ン
ガ
ー
」『
シ
ュ
ト
ル
ム
名
作
集II

』 

三
元
社 

二
〇
〇
九
年

A
.R.

ベ
ー
バ
ー
（
著
）
坂
井
洲
二
（
編
・
訳
）『
ド
イ
ツ
商
人
幕
末
を
行
く
！
：
横
浜
・
長
崎
・

新
潟
』
新
潟
日
報
事
業
社 

一
九
九
七
年

注1　

バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
二
〇
一
二
：
特
に
第
二
章
第
三
節
「
同
じ
と
こ
ろ
に
住
み
続
け
、
そ

し
て
旅
行
が
大
好
き
」

2　

シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ト
／
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ト 

二
〇
〇
九
：
特
に
「
人
生
儀
礼
」
の
「
III
婚
約

と
結
婚
」
を
参
照

3　

浜
本
一
九
九
六
：
タ
イ
ト
ル
で
う
た
わ
れ
る《
個
人
主
義
》に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、

鍵
が
支
配
者
の
管
理
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

4　

内
村
一
九
九
五
：「
中
江
藤
樹
」
の
章

5　

後
藤
象
二
郎
の
モ
チ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
は
か
な
り
複
雑
で
、
外
国
人
へ
の
威
圧
に
は

や
や
芝
居
が
か
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
外
国
人
商
人
を
招
待
し
た
場

が
明
治
維
新
に
至
る
路
線
対
立
と
武
闘
の
場
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と

に
、
外
国
人
は
後
に
気
づ
い
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ー
バ
ー
（
坂
井
・
訳
）

一
九
九
七
、一
四
〇
―
一
四
一
頁

6　

参
照, 

岩
崎
家
伝
記
刊
行
会
（
編
）『
岩
崎
彌
太
郎
傳
』（
上
）
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
六
六
年
、
前
篇
第
十
四
章
「
土
佐
藩
の
外
國
貿
易
」（
三
八
五 

― 

四
二
九
頁
。

ま
た
最
近
で
は
次
の
歴
史
小
説
も
書
か
れ
て
い
る
。
勢
九
二
五
『
樟
脳
と
軍
艦 

― 

岩
崎
弥
太
郎
伝
』 

鳥
影
社 

二
〇
〇
〇

7　

鍵
穴
か
ら
覗
く
と
い
う
現
象
そ
の
も
の
は
早
く
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が

世
相
の
ト
ピ
ッ
ク
と
な
る
の
は
十
九
世
紀
で
あ
ろ
う
。
な
お
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ク

ラ
イ
ス
ト
（H

einrich von　

K
leist 1777-1811

）
の
短
編
「
拾
い
子
」（D

er 
Findling.1811

）
が
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
も
ち
い
て
お
り
、
こ
れ
に
は
浜
本
も
言
及
し

て
い
る
。

8　

次
の
拙
著
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
後
半
に
大
学
生
の
間
で
は
や
っ
た
唄
を
紹
介
し
分

析
を
加
え
た
。
参
照, 

河
野
『
民
俗
学
の
か
た
ち
』
創
土
社 

二
〇
一
五
年
、
三
一
九



四
二

― 113 ―

頁

9　

バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
二
〇
一
二
：
特
に
第
二
章
第
二
節
「
狭
く
て
も
気
楽
な
の
が
・
・
・
・
」

10　

ド
イ
ツ
で
は
次
の
翻
訳
が
用
い
ら
れ
る
。W

underbare und denkw
ürdige 

G
eschichten aus den W

erken des C
äsarius von H

eisterbach, ausgew
ählt, 

übersetzt und erläutert von A
lexander K

aufm
ann. 2

　
　

T
eile (A

nnalen des H
istorischen V

ereins für den N
iederrhein, 47, 53). 

K
öln 1888, 1891.   W

underbare und

11　

鍵
の
シ
ン
ボ
ル
性
を
も
含
む
民
俗
学
の
方
法
論
考
と
し
て
次
の
拙
訳
を
参
照
、
レ
ー

オ
ポ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
著
）
河
野
（
訳
）「
信
仰
な
き
習
俗
‐
公
的
シ
ン
ボ
ル

動
作
を
め
ぐ
る
意
味
解
釈
の
変
遷
」愛
知
大
学『
一
般
教
育
論
集
』第
二
号（
一
九
八
九

年
）
五
一
―
七
九
頁
、
特
に
六
二
頁

12　

イ
ェ
レ
ミ
ー
ア
ス
・
ゴ
ッ
ト
ヘ
ル
フ
（Jerem

ias Gotthelf 1797-1854

）
は
ス
イ

ス
の
エ
メ
ン
谷
ウ
ッ
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
（U

tzendorf / Em
m
ental

）
に
生
ま
れ
、
ベ

ル
ン
郡
リ
ュ
ッ
ツ
ェ
ル
フ
リ
ュ
ー
（Lützelflüh K

t.Bern

）
に
没
し
た
ス
イ
ス
の
作

家
、
小
説
『
学
校
教
師
の
苦
悩
と
喜
び
』（D

ie Freud und Leid des D
orflehrers

）

は
一
八
三
八
―
三
九 

年
冬
に
刊
行
さ
れ
た
。

13　

ベ
ル
ト
ル
ト
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（Berthold A
uerbach

（1812-82

）
は
、
南
西

ド
イ
ツ
の
ホ
ル
プ
（H

orb am
 N

eckar/BW

）
に
生
ま
れ
、カ
ン
ヌ
に
没
し
た
作
家
。

「
は
だ
し
の
少
女
」（Barfüßele

）
は
一
八
五
六
年
刊
行
さ
れ
た
小
説
で
《
村
の
物

語
》
い
う
農
村
を
舞
台
に
し
た
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
。《
は
だ
し
の
子
（
少
女
）》
は
、

孤
児
と
し
て
女
中
や
ガ
チ
ョ
ウ
番
を
し
て
育
っ
た
少
女
に
つ
け
ら
れ
た
あ
だ
名
を
指

す
。

14　

イ
グ
ナ
ー
ツ
・
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ル
ジ
ン
ガ
ー
（Ignaz von K

ürsinger 1795-
1861

）
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
オ
ー
バ
ー
エ
ス
タ
ラ
イ
ヒ
州
リ
ー
ト
（Ried im

 
Innkreis

）
に
生
ま
れ
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
に
没
し
た
地
方
官
僚
（
代
官
）、
地
誌
家
、

登
山
家
。
ウ
ィ
ー
ン
大
学
に
学
び
、
故
郷
の
イ
ン
フ
ィ
ア
テ
ル
の
官
庁
に
勤
め
、

一
八
三
四
年
に
は
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
州
ミ
ッ
タ
ー
ジ
ル
（M

ittersill

）
の
代
官
と
な
っ

た
が
、
一
八
四
七
年
に
陰
謀
に
遭
っ
て
失
脚
し
た
。
翌
一
八
四
八
年
の
フ
ラ
ン
フ
ル

ト
国
民
議
会
に
は
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
市
お
よ
び
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
州
選
出
の
代
議
員
と

な
っ
た
。
一
八
五
〇
年
に
引
退
し
、
一
時
期
、
新
聞
の
編
集
に
携
わ
っ
た
。
ザ
ル
ツ

ブ
ル
ク
の
村
落
部
の
実
地
調
査
を
熱
心
に
行
な
い
、
ま
た
一
八
四
一
年
に
は
、
ザ
ル

ツ
ブ
ル
ク
州
と
東
チ
ロ
ー
ル
の
境
界
に
位
置
す
る
ア
ル
プ
ス
の
高
峰
グ
ロ
ー
ス
ヴ
ェ

ネ
デ
ィ
ガ
ー
（Großvenediger 

標
高
三
六
五
七
米
）
に
頂
上
ま
で
の
登
山
グ
ル
ー

プ
二
六
人
の
一
人
と
し
て
初
登
頂
に
成
功
し
た
。
ま
た
翌
年
に
は
同
峯
一
帯
の
要
所

オ
ー
バ
ー
ズ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
タ
ー
ル
（O

bersulzbachtal

）
に
山
岳
小
屋
を
建
て
、
今

も
キ
ュ
ー
ル
ジ
ン
ガ
ー
小
屋
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
八
五
〇
頁
を
超
え
る
地

誌
『
ル
ー
ン
ガ
ウ
：
未
詳
資
料
に
基
づ
く
歴
史
・
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
・
統
計
』
は

客
観
的
で
克
明
な
地
方
地
誌
と
し
て
今
も
民
俗
学
や
地
域
誌
に
と
っ
て
宝
庫
で
あ

る
。

15　
『
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
身
分
服
飾
図
集
』
と
は
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
地
方
の
民
俗
学
の
定
礎
者

カ
ー
ル
・
ア
ー
ド
リ
ア
ン
（K

arl A
drian 1861-1949

）
が
若
い
頃
に
家
庭
教
師

を
し
て
い
た
先
の
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
名
門
ク
ー
エ
ン
ブ
ル
ク
家
に
お
い
て
発
見
し

た
手
描
の
服
飾
図
集
を
指
す
。
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
最
後
の
領
邦
君
主
で
も
あ
っ
た

大
司
教
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
・
コ
ロ
レ
ド
時
代
の
服
飾
画
集
で
あ
る
。
参
照,  G

ew
and 

und Stand. K
ostüm

- und Trachtenbilder der K
uenburg-Sam

m
lung, hrsg. von 

Friederike Prodinger und Reinhard R. H
einisch. Salzburg 1983. 

こ
の
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
時
代
の
身
分
服
飾
図
集
に
つ
い
て
は
次
の
拙
著
に
お
い
て
解
説
を
加
え

た
。
参
照 

『
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
か
ら
見
た
今
日
の
民
俗
文
化
』
創
土
社 

二
〇
一
二

年 

三
五
一
―
三
五
五
頁


