
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

テーヌと歴史

讃井, 鉄男

https://doi.org/10.15017/2339110

出版情報：史淵. 29, pp.31-52, 1943-09-20. 九州帝国大学法文学部
バージョン：
権利関係：



一

ｑ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

、

一

十
九
世
紀
の
佛
蘭
西
史
學
を
語
る
者
は
、
世
紀
の
前
半
に
於
け
る
テ
ィ
エ
リ
を
代
表
者
ざ
す
る
所
謂
・
「
物
語
的
史
學
」
さ

ギ
ゾ
ー
を
代
表
者
こ
す
雫
Ｑ
所
謂
「
哲
學
的
史
學
」
の
成
立
ざ
℃
こ
の
噸
派
の
傾
向
を
綜
合
大
成
し
た
祉
紀
中
葉
の
所
謂

。
「
綜
合
的
史
學
」
・
摩
の
興
隆
を
説
く
の
が
常
で
あ
る
。

史
學
の
主
要
目
的
が
い
傳
承
、
文
書
、
事
変
の
批
判
㈲
人
問
行
爲
を
支
配
す
る
科
學
的
法
則
の
發
見
亡
人
間
行
爲
の

哲
學
の
附
明
目
過
去
へ
の
生
命
の
賦
與
に
あ
る
ざ
す
る
な
ら
ば
、
総
合
的
史
學
を
代
表
す
る
ル
ナ
ン
、
テ
ー
ヌ
や
ミ
シ
ュ

レ
こ
そ
十
九
世
紀
佛
蘭
西
史
學
の
代
表
者
で
あ
る
亡
云
へ
よ
う
。
特
に
ル
ナ
ン
は
批
判
的
史
家
で
あ
り
、
テ
ー
ヌ
は
哲
學

的
史
家
で
あ
り
、
ミ
シ
ュ
レ
は
創
造
的
史
家
で
あ
っ
た
。
故
に
批
判
の
教
訓
は
こ
れ
を
ル
ナ
ン
に
求
む
く
く
、
哲
學
的
見
解

の
名
に
よ
っ
て
史
學
を
科
學
琶
．
し
て
樹
立
す
る
た
め
の
顯
著
な
試
み
は
テ
ー
ヌ
に
見
ら
る
べ
く
、
幻
想
Ｅ
過
去
の
蘇
生
の

秘
密
は
ミ
シ
ュ
レ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

小
論
の
目
的
は
哲
學
的
史
家
ざ
し
て
の
テ
ー
ヌ
Ｅ
そ
の
史
學
の
性
格
の
一
端
を
明
ら
か
に
せ
ん
ど
す
る
に
あ
る
。

．
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然
る
に
ミ
シ
ュ
レ
に
さ
っ
て
は
愛
の
剣
進
物
で
あ
り
テ
ー
ヌ
に
さ
っ
て
は
猜
忌
Ｅ
愉
悪
の
所
産
で
あ
っ
た
佛
蘭
西
革
命
に

開
す
る
書
『
現
代
佛
蘭
西
の
起
源
』
が
一
八
七
五
年
一
度
公
表
さ
る
種
や
、
忽
ち
鴛
糞
た
る
非
難
を
捲
き
起
し
、
そ
の
第

一
巻
は
醤
制
度
の
讃
美
者
を
、
次
の
三
巻
は
革
命
主
義
者
を
、
最
後
の
二
巻
は
帝
政
張
歌
者
を
憤
激
さ
せ
℃
あ
ら
ゆ
る
政
‐

治
薫
派
は
競
っ
て
こ
の
涯
物
に
飛
び
か
シ
ｂ
、
或
者
は
こ
の
偶
像
破
壊
者
を
「
革
命
打
倒
の
魔
劒
を
携
へ
て
古
文
書
館
よ

③
・

り
躍
り
出
た
考
證
史
家
の
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
」
に
擬
し
。
或
者
は
鴬
然
の
蹄
結
に
す
ぎ
ぬ
テ
ー
ヌ
の
悲
観
論
を

。
『
現
代
佛
砺
西
の
起
源
』
が
『
英
文
學
史
』
ご
共
に
テ
ー
ヌ
の
代
表
的
な
二
大
著
作
で
あ
る
こ
ど
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
が
、
恐
ら
く
こ
の
雨
苦
ほ
ざ
幾
多
の
問
題
を
投
じ
、
烈
し
き
論
議
の
的
這
な
っ
た
著
書
も
亦
稀
で
あ
ら
う
。
↑
１

文
學
の
歴
史
で
あ
る
ご
同
時
に
人
間
の
心
の
歴
史
で
も
あ
る
も
の
、
テ
ー
ス
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
歴
史
的
解
剖

學
或
は
生
理
學
」
の
紋
述
を
目
的
ど
し
て
朕
密
に
決
定
論
的
な
歴
史
哲
學
の
書
『
英
文
學
史
』
を
發
表
し
（
一
八
六
二
年
）
、

自
己
の
方
法
を
定
義
し
て
有
名
な
「
人
匝
」
勅
「
環
境
」
、
「
時
代
」
の
理
論
を
説
い
た
そ
の
序
文
が
多
も
の
物
議
を
醗
し
．

、

殊
に
そ
の
中
の
「
徳
亡
悪
徳
は
硫
酸
蝿
ご
砂
糖
の
如
き
生
産
物
で
あ
る
」
の
一
句
に
よ
っ
て
、
テ
ー
ヌ
は
唯
物
論
者
の
極

印
を
押
さ
れ
、
オ
ル
レ
ア
ン
の
司
教
デ
ュ
・
ハ
ン
ル
ー
峰
そ
の
『
家
庭
の
子
弟
ざ
父
兄
に
與
ふ
る
勧
告
』
の
中
で
、
ル
ナ
ン
、

リ
ッ
ト
レ
、
Ｅ
共
に
テ
ー
ヌ
を
演
祁
の
典
型
な
り
さ
し
て
こ
の
新
し
き
異
端
を
弾
劾
し
、
翰
林
院
も
授
蛍
を
拒
否
し
た
の
で

あ
っ
た
。
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最
も
卑
俗
な
原
因
に
蹄
し
て
そ
こ
に
矛
厩
撞
着
を
見
出
さ
ん
ご
し
た
の
で
あ
る
回
そ
し
て
今
度
は
テ
ー
ヌ
は
保
守
主
義
殊

に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
保
守
主
義
者
の
偶
像
ざ
化
し
、
彼
こ
そ
眞
の
佛
鰯
西
革
命
史
家
で
あ
る
ざ
藩
倣
さ
る
シ
に
至
っ
た
。

」
だ
が
、
こ
の
著
書
が
何
よ
り
も
佛
蘭
西
革
命
史
研
究
家
の
激
烈
な
論
争
の
對
象
さ
な
っ
た
こ
と
は
、
雁
れ
な
き
著
明
な

‐
緬
掛
Ｐ
戸
●
局
哩

６

事
賓
で
あ
る
。
歴
史
家
ブ
ー
上
ミ
ー
、
モ
ノ
ー
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ソ
レ
ル
等
の
本
書
に
對
す
る
同
備
的
な
評
慨
に
も
拘
ら

ず
、
、
一
九
○
五
年
よ
り
同
七
年
に
亘
り
ソ
ル
ポ
ン
ヌ
大
學
に
於
て
な
さ
れ
た
る
公
開
講
義
を
纏
め
た
一
書
『
佛
剛
西
革
命

◆
、

史
家
テ
ー
ヌ
』
に
よ
っ
て
、
オ
ラ
ー
ル
が
歴
史
家
さ
し
て
の
テ
ー
ヌ
の
方
法
を
完
臓
な
さ
ま
で
に
糺
弾
し
て
以
来
ｂ
本
書

⑧

に
對
す
る
賛
否
の
論
が
絶
え
な
い
。

「
粗
溺
さ
不
注
意
さ
よ
り
生
ず
る
誤
謬
は
こ
れ
を
寛
恕
し
得
る
も
、
も
し
も
そ
の
誤
謬
が
悪
し
き
方
法
、
偏
頗
ｂ
政
治

的
哲
學
的
情
熱
よ
り
來
て
ゐ
る
な
ら
ば
．
そ
れ
は
歴
史
番
か
ら
そ
の
あ
ら
ゆ
る
椛
威
を
奪
ひ
去
ら
な
い
で
あ
ら
う
か
」
Ｅ
、

オ
ラ
ー
ル
は
評
し
、
更
に
語
を
綴
け
て
、
「
テ
ー
ヌ
の
書
は
。
結
局
の
ど
こ
ろ
、
そ
し
て
そ
の
一
般
的
結
果
に
於
て
、
歴
史

０

に
は
殆
ざ
無
用
で
あ
る
や
う
に
恩
は
れ
る
」
、
ご
ま
で
極
言
す
る
に
至
っ
て
ゐ
る
。

例
へ
ぱ
現
代
の
史
家
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
も
「
畷
昧
且
つ
不
完
全
な
る
指
示
ご
不
正
確
な
る
援
用
の
他
は
何
等
の
参
照
文
献
を

１

も
學
げ
ず
」
さ
て
、
・
矢
－
ヌ
の
方
法
の
完
全
な
る
欲
除
を
指
抽
し
て
、
「
テ
ー
ヌ
は
佛
蘭
西
の
歴
史
家
中
恐
ら
く
最
も
不
正

く

２

確
な
る
者
」
で
あ
る
Ｅ
な
し
、
叉
ア
ン
リ
・
セ
ー
の
如
き
も
、
テ
ー
ヌ
の
豫
め
抱
懐
せ
る
政
治
思
想
殊
に
英
図
の
貴
族
政

治
讃
美
の
思
想
が
事
實
に
對
す
る
テ
ー
ヌ
の
解
騨
を
．
從
っ
て
現
代
佛
鮒
四
の
起
源
に
開
す
る
探
求
の
結
果
を
談
ま
ら
し

め
た
こ
こ
を
非
難
し
て
ゐ
る
。

、
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史
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‐
ご
れ
ら
の
主
こ
し
て
歴
史
家
テ
ー
ヌ
の
方
法
に
開
す
る
批
判
は
な
る
ほ
ど
傾
聴
す
べ
き
多
く
の
も
の
を
含
ん
で
ゐ
る
ご

は
い
へ
、
こ
の
歴
史
の
一
大
時
期
の
研
究
の
た
め
テ
ー
ヌ
が
そ
の
二
十
簡
年
の
餘
生
を
傾
け
・
て
良
心
的
に
し
て
賦
梁
な
る
匂

３．

探
求
を
重
ね
た
こ
さ
も
事
変
で
あ
り
、
彼
の
同
時
代
に
は
、
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
を
除
け
ば
や
歴
史
家
さ
し
て
の
判
断
を
下
す
た

め
こ
れ
ほ
ざ
尤
大
な
文
書
を
渉
撤
し
た
者
が
な
か
っ
た
ど
い
ふ
こ
ど
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
テ
ー
ヌ
の
大
著
『
現

代
佛
蘭
西
の
起
源
』
を
緋
く
に
術
つ
て
は
ｂ
著
者
が
如
何
な
る
精
祁
を
以
て
こ
れ
を
書
い
た
か
、
こ
の
書
は
如
何
な
る
性

格
ご
目
的
ざ
を
有
し
た
か
を
、
我
共
は
常
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

優
れ
た
救
述
を
含
む
テ
ー
ヌ
陣
の
著
者
ラ
ボ
ル
ド
・
ミ
ラ
ア
は
そ
の
若
『
イ
ポ
リ
ッ
ト
・
テ
ー
ヌ
、
一
つ
の
知
的
傅
記
の

試
み
』
の
中
で
、
．
『
現
代
佛
蘭
西
の
起
源
』
の
性
質
ざ
目
的
及
び
こ
れ
に
先
だ
つ
テ
ー
ヌ
の
全
著
作
直
の
關
係
を
誤
解
し
て

４Ｊ

誤
れ
る
批
判
に
陥
ら
ざ
る
や
う
誠
め
も
オ
ラ
ー
ル
の
批
判
を
更
に
批
判
し
て
次
の
や
う
に
言
っ
て
ゐ
る
。

．
㈲
、
オ
ラ
ー
ル
の
論
難
の
書
は
『
佛
蘭
西
革
命
史
家
テ
ー
ヌ
』
さ
題
し
て
ゐ
る
が
ｂ
テ
ー
ヌ
は
決
し
て
佛
蘭
西
革
命
の

「
歴
史
」
を
書
か
う
亡
し
た
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
複
雑
さ
に
開
す
る
明
噺
な
論
理
的
概

念
を
我
交
に
與
へ
ん
Ｅ
す
る
も
の
で
は
な
い
。

い

・
彼
は
専
ら
如
何
な
る
心
理
的
理
由
に
よ
っ
て
一
八
○
○
年
以
前
及
び
以
後
に
於
て
佛
蘭
西
が
そ
の
鍵
革
を
試
み
、
彼
の

老
へ
に
ょ
る
さ
、
失
敗
し
た
か
を
探
求
せ
ん
造
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
・
一
つ
の
哲
學
的
研
究
で
あ
っ
て
、
テ
ー
ヌ
は
そ

℃
℃

の
著
書
を
決
し
て
『
現
代
伽
蘭
四
の
起
源
の
歴
史
』
．
さ
は
題
し
な
か
っ
た
。
恰
も
英
國
人
に
開
す
る
心
理
學
的
特
殊
研
究

の
書
を
彼
自
身
の
意
志
に
反
し
て
『
英
文
學
史
』
ご
題
し
た
如
く
。
（
こ
の
鮎
に
開
し
て
は
爾
夙
に
サ
ン
ト
・
プ
ー
ヴ
が

１
１

『

も
一

I
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『
英
文
學
史
』
の
題
名
を
『
丈
學
に
よ
る
英
函
の
民
族
ご
文
明
の
歴
史
』
さ
訂
正
し
た
な
ら
ば
、
テ
ー
ヌ
反
駁
者
の
数
が

戸
Ｑ

減
じ
た
で
あ
ら
う
ざ
言
っ
て
ゐ
る
の
は
卓
見
で
あ
る
が
、
更
に
こ
れ
を
『
丈
學
を
通
じ
て
見
た
英
國
人
の
心
理
』
ざ
訂
正

し
た
な
ら
ば
恐
ら
く
一
膳
安
常
で
あ
ら
う
）
。

．
。
、
テ
ー
ヌ
は
彼
の
企
岡
す
み
研
究
に
著
手
す
る
に
十
分
の
用
意
が
な
か
っ
た
、
即
ち
彼
は
コ
ン
ミ
ュ
ー
ヌ
内
飢
の
危

機
（
一
八
七
一
年
三
月
）
に
際
し
て
そ
の
著
書
の
椛
想
を
得
、
同
年
八
月
こ
れ
が
準
備
に
取
り
か
淫
り
、
『
齊
制
度
』
篇
は

一
八
七
五
年
完
成
し
て
公
刊
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
僅
か
四
箇
年
の
月
日
が
經
つ
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
現
代
、

／

ザ

の
我
共
の
方
法
を
以
て
す
れ
ば
↑
一
人
の
人
の
一
生
涯
を
必
要
Ｅ
す
る
か
も
知
れ
ぬ
著
書
を
書
く
に
用
ひ
た
テ
ー
ヌ
の
日
子

が
如
何
に
短
か
夢
つ
た
か
ざ
判
る
ご
オ
ラ
ー
ル
は
評
し
て
ゐ
る
が
、
テ
ー
ヌ
の
如
き
糀
力
家
に
し
て
且
つ
訓
練
さ
れ
た
人

の
四
簡
年
は
決
し
て
短
か
き
に
す
ぎ
る
在
は
云
へ
い
、
そ
れ
で
性
急
さ
か
不
用
意
芭
か
を
云
舞
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
写

且
叉
テ
ー
ヌ
が
彼
の
著
述
の
計
謡
を
多
年
抱
懐
し
て
ゐ
た
さ
い
ふ
こ
Ｅ
、
‐
そ
れ
は
仔
細
に
吟
味
す
る
な
ら
ば
、
綜
合
の
綜

合
で
あ
っ
て
、
・
怜
も
多
く
の
支
流
が
大
河
に
注
ぐ
が
如
く
、
『
現
代
佛
閑
西
の
起
源
』
の
中
に
は
そ
れ
以
前
の
思
想
が
合
流

し
て
ゐ
る
こ
こ
．
は
、
多
く
の
蛮
例
に
よ
っ
て
立
識
し
得
る
ざ
こ
ろ
で
あ
る
。

、
目
、
テ
ー
ヌ
の
使
用
し
た
史
料
が
不
正
確
で
あ
る
や
う
に
見
え
る
の
で
、
オ
ラ
ー
ル
は
粗
漏
さ
不
注
意
よ
り
生
ず
る
誤

謬
は
こ
れ
を
寛
恕
し
得
る
も
ｂ
傾
向
的
な
不
正
確
さ
は
「
雁
史
書
」
よ
り
そ
の
あ
ら
ゆ
る
権
威
を
失
は
し
め
る
ご
言
っ
て

ゐ
る
が
、
そ
の
前
に
こ
の
書
が
歴
史
書
で
あ
る
Ｅ
い
ふ
こ
ご
が
言
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
テ
ー
ヌ
の
精
祁
や
方
法
や
計
謹
ょ

・
り
見
る
に
月
彼
は
自
己
の
祇
會
學
的
假
説
を
確
證
す
る
や
う
に
見
え
る
も
の
を
現
蛮
よ
り
「
抽
苔
出
し
た
」
の
で
あ
る
。

テ
ー
ヌ
．
と
歴
史
三
五
Ｉ
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結
局
そ
こ
に
は
歴
史
的
蒋
作
ど
い
ふ
一
面
ど
哲
學
的
著
作
Ｅ
い
ふ
他
の
反
面
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
は
相
亙
に
緊
密
な
關
係

を
も
た
な
い
が
、
本
書
を
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
。
こ
の
雨
面
を
明
瞭
に
厩
別
し
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
ざ
エ
ミ
ー

７

ル
・
フ
ァ
ゲ
も
言
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
極
め
て
示
唆
に
富
む
一
つ
の
見
方
で
あ
る
。
一
般
に
批
評
家
や
諌
着
が
こ
の
執
れ

か
の
一
面
の
み
を
見
て
そ
れ
に
拘
泥
す
る
結
果
、
全
罷
に
對
し
て
非
常
に
異
な
る
判
断
が
下
さ
れ
、
殆
ど
同
一
の
著
作
で

テ
、
’
ヌ
と
歴
史
三
六

テ
ー
ヌ
に
於
て
は
、
「
献
會
學
者
が
粥
に
歴
史
家
に
勝
っ
て
ゐ
た
」
と
は
『
歴
史
家
及
び
祇
會
學
者
さ
し
て
の
テ
ー
ヌ
』

６

の
蓉
者
ポ
ー
ル
・
ラ
コ
ン
プ
の
言
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
極
め
て
受
儲
な
批
評
で
あ
る
。
テ
ー
ヌ
の
歴
史
猫
罵
は
彼
の
論
題

よ
り
後
の
も
の
で
あ
り
、
歴
史
を
書
か
ん
ざ
企
て
た
際
に
既
に
彼
の
頭
の
中
に
は
論
題
が
完
成
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、

（
こ
れ
は
後
述
の
『
英
文
學
史
』
執
筆
の
際
の
一
プ
ー
ヌ
の
態
度
に
も
あ
て
は
ま
る
）
彼
に
於
て
は
補
助
者
で
あ
つ
た
力
弧

い
歴
史
家
を
彼
は
謂
は
百
献
會
學
者
の
從
鴎
者
芭
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

想
ふ
に
、
テ
ー
ヌ
は
そ
の
『
現
代
佛
鮒
西
の
起
源
』
執
華
の
際
診
二
つ
の
目
的
を
懐
い
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。
即
ち
籟

一
に
、
現
在
の
歌
態
に
近
い
諾
だ
の
起
源
に
測
り
、
醤
制
度
、
革
命
、
十
九
枇
紀
初
期
を
稲
せ
ら
る
シ
般
近
の
時
代
を
研

究
す
る
乙
芭
に
よ
っ
て
、
現
在
を
、
佛
鮒
関
の
現
在
の
組
織
を
理
解
せ
ん
ざ
し
、
策
二
に
は
、
テ
ー
ヌ
は
恐
ら
く
十
分
意

識
し
て
は
ゐ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
再
度
人
間
を
そ
の
危
機
の
一
つ
に
於
て
、
そ
の
病
理
學
的
状
態
の
一
つ
に
於
て
、

人
間
性
の
根
抵
が
荒
た
し
い
動
揺
に
よ
っ
て
突
然
現
れ
て
白
日
の
下
に
展
開
さ
れ
た
時
期
の
一
つ
に
於
て
研
究
せ
ん
さ
す

や

い

る
秘
か
な
目
的
を
有
し
て
ゐ
た
ご
兄
る
こ
ど
は
で
き
ぬ
だ
ら
う
か
。
か
く
し
て
こ
の
尤
大
な
著
書
の
中
に
は
二
つ
の
見
解
、
‐

二
つ
の
關
心
が
生
じ
、
往
盆
そ
の
一
つ
は
他
の
蔭
に
隠
れ
、
そ
し
て
叉
非
常
に
異
な
る
二
つ
の
論
調
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

1
0

申

I
1



－

I

な
い
か
の
如
き
観
を
さ
へ
呈
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
テ
ー
ヌ
誹
誘
者
の
誤
謬
は
、
彼
が
蜜
は
精
祁
さ
事
資
芭
を
支
配
す
る
法
則
を
過
去
の
典
へ
ら
れ
た

酌

事
蜜
を
通
じ
て
探
求
す
る
心
理
學
者
、
祗
會
學
者
、
歴
史
哲
學
者
で
あ
っ
た
の
に
、
彼
を
単
な
る
歴
史
家
ｂ
・
古
文
書
の
調

査
者
、
原
典
の
蒐
集
家
琶
満
微
す
こ
ご
よ
り
生
ず
る
ご
云
へ
な
い
で
あ
ら
う
態

一
八
九
三
年
テ
ー
ヌ
の
硬
後
間
も
な
い
頃
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
は
往
時
を
追
懐
し
一
，
一
語
っ
て
ゐ
る
。

「
テ
ー
ヌ
は
決
定
論
着
で
あ
っ
た
。
・
・
…
：
：
こ
の
互
匠
の
思
想
は
一
八
七
○
年
の
頃
、
熱
烈
な
感
激
を
ｂ
一
睡
の
宗
教

を
、
私
が
生
命
崇
拝
ご
呼
ぶ
も
の
を
、
我
友
に
鵬
示
し
た
。
彼
が
我
交
に
典
へ
た
も
の
は
、
方
法
ご
観
察
で
あ
り
、
，
事
賀

や
、

亡
思
想
で
あ
り
、
哲
學
ど
歴
史
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
が
我
交
か
ら
駆
逐
し
て
く
れ
た
も
の
は
、
悩
む
べ
き
御
肘
的
唯
心

論
で
あ
っ
た
。
」
．

こ
れ
は
糠
て
論
難
の
書
『
十
九
仙
紀
佛
蘭
西
の
古
典
的
哲
躍
者
』
に
よ
っ
て
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
・
ク
ー
ザ
ン
流
の
折
衷
主
義
を

烈
し
く
攻
盤
し
た
テ
ー
ヌ
を
追
想
し
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
が
．
こ
の
言
葉
は
何
よ
り
も
先
づ
哲
學
者
で
あ
り
、
な
ほ
又

評
論
家
で
も
あ
り
歴
史
家
で
も
あ
っ
た
こ
の
佛
蘭
曲
の
優
れ
た
思
想
家
の
業
絞
さ
思
想
ざ
を
極
め
て
よ
く
要
約
し
て
ゐ
る
。

前
世
紀
の
思
想
史
上
、
テ
ー
ヌ
は
空
虚
な
る
偶
像
の
破
壊
者
、
空
想
の
弾
劾
者
で
あ
る
き
同
時
に
犬
脈
な
る
先
聡
者
で

テ
・
Ｉ
ヌ
と
歴
史
・
三
七

一
一

、

』

r

'
一

､

■■■■■■■ ．



「
1 ノP

"

、
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く

、

テ
ー
ヌ
と
雁
史
三
八

あ
り
、
手
堅
い
素
材
を
用
ひ
て
誰
固
な
韮
礎
の
上
に
基
き
あ
げ
．
る
吸
籾
な
る
建
設
者
で
あ
っ
て
、
興
理
に
熱
中
し
而
も
普

逓
的
形
而
上
的
見
解
に
到
逹
す
る
に
先
だ
ち
「
事
査
」
の
教
訓
に
就
き
槻
察
ご
分
析
の
規
則
に
従
ふ
に
足
る
十
分
の
誰
讓
叡
‐
、

さ
を
有
し
た
蛮
證
的
緒
川
の
持
主
で
あ
っ
た
。

「
文
明
爾
國
民
、
世
紀
は
展
開
す
る
定
義
で
あ
る
。
人
間
琶
は
歩
行
す
る
定
理
で
あ
る
」
爾
琶
は
テ
ー
ヌ
の
有
名
な
言
葉

で
あ
る
。
こ
の
定
義
を
發
見
し
、
こ
の
定
理
を
證
明
す
る
こ
ど
が
必
要
で
あ
る
。
テ
ー
ヌ
に
こ
っ
て
は
、
歴
史
は
結
局
心

の２

理
學
の
問
題
、
「
心
理
學
的
メ
ヵ
ニ
ク
の
問
題
必
で
あ
っ
て
ゐ
そ
こ
に
「
人
極
」
、
一
環
境
‐
一
、
「
時
代
」
の
三
要
素
が
作
肘

ｎ
回

〆

し
、
「
卓
越
能
力
」
が
働
苧
。
歴
史
家
は
蛮
駿
で
あ
り
圃
劇
作
家
ご
同
様
に
「
唯
川
心
理
學
」
を
寅
施
す
る
の
で
あ
る
。

テ
ー
ヌ
が
歴
史
を
説
明
す
る
場
合
に
用
ひ
た
有
名
な
「
人
種
」
、
「
環
境
」
。
「
時
代
」
の
三
法
則
こ
「
卓
越
能
力
」
の
説

を
こ
シ
に
詳
説
す
る
暹
は
な
い
が
、
こ
潭
で
は
た
首
哲
學
的
史
家
一
プ
ー
ヌ
の
方
法
の
一
端
を
瞥
見
す
る
に
芭
習
め
よ
う
。

、
テ
ー
ヌ
を
論
寸
る
者
は
彼
の
有
名
な
三
法
則
ご
「
卓
越
能
力
」
の
説
を
テ
ー
ヌ
自
身
に
邇
刑
し
て
説
く
の
が
常
で
あ

る
。
テ
ー
ヌ
ざ
同
様
に
精
測
史
の
領
域
に
自
然
科
學
的
方
法
を
應
用
し
た
同
時
代
の
評
論
家
サ
‐
ン
ト
・
プ
ー
ヴ
の
一
プ
ー
ヌ

ｊ
４
Ｇ
ｐ

ｎ
乙

甸
』

〃
論
（
『
月
曜
談
叢
』
第
三
巻
、
及
び
『
新
月
曜
談
叢
』
第
八
巻
）
は
有
名
で
あ
る
が
、
彼
の
所
論
に
は
こ
の
評
論
家
で
も
あ

り
歴
史
家
で
も
あ
っ
た
こ
の
雨
巨
匠
の
方
法
の
頴
著
な
對
立
が
窺
は
れ
て
面
白
い
。
先
づ
サ
ン
ト
・
プ
ー
ヴ
は
テ
ー
ヌ
の
繩
《

庭
女
作
『
ラ
フ
ず
ン
テ
ー
ヌ
の
寓
話
』
に
於
け
る
テ
ー
ヌ
の
方
法
が
今
の
ま
り
に
論
理
的
推
理
的
に
過
ぎ
充
分
に
自
然
科
學
的

、

歸
納
的
で
な
い
こ
ざ
に
開
し
て
テ
ー
ヌ
の
注
意
を
促
し
、
次
い
で
そ
の
『
英
文
學
史
』
を
論
じ
、
テ
ー
ヌ
の
環
境
説
と
プ

ー
ヌ
に
適
用
し
て
彼
の
性
格
を
ア
聖
プ
ン
ヌ
地
方
人
の
性
格
ご
對
比
し
、
叉
師
範
學
校
時
代
の
極
端
な
主
知
主
義
を
指
摘

ご

ず

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
ｎ
ワ
。
，
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｒ
‐
卜

、

｢

喝

〃
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〃

『

し
た
後
、
テ
Ｊ
ヌ
が
結
局
普
遍
的
な
も
の
を
重
ん
じ
て
個
性
的
な
も
の
を
閑
却
し
た
黙
に
彼
の
方
法
の
限
界
が
あ
る
ざ
な

し
の
テ
ー
ヌ
の
使
用
す
る
網
が
如
何
に
精
巧
に
細
ま
れ
て
ゐ
て
も
、
そ
の
細
目
か
ら
は
彼
の
批
評
せ
ん
ご
す
る
「
作
家
の
、

天
才
の
個
性
」
が
洩
れ
て
を
ｂ
、
、
テ
ー
ヌ
の
「
攻
略
し
得
ぬ
最
後
の
城
塞
」
が
ま
さ
れ
て
ゐ
る
ご
な
し
て
、
一
プ
ー
ヌ
の
個

麓

性
的
な
る
も
の
勇
取
扱
ひ
方
の
鉄
陥
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
、
．

，
、２

そ
れ
は
兎
に
角
さ
し
て
、
テ
ー
ヌ
の
性
格
を
評
し
て
或
者
は
「
現
蛮
主
義
者
的
論
理
家
」
ご
呼
び
亀
ノ
ー
）
、
或
者
は

あ

↓

「
論
理
家
的
詩
人
」
さ
秘
し
（
ヂ
ロ
ー
）
、
或
着
は
「
哲
學
的
想
像
力
」
ど
も
呼
ぶ
が
負
レ
ス
）
、
テ
ー
ヌ
の
深
き
影
蕊
を

『
一
画

受
け
て
ゐ
る
傳
統
主
義
者
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ヂ
ェ
が
「
テ
ー
ヌ
の
卓
越
能
力
は
哲
學
的
精
祁
で
あ
り
、
そ
れ
は
事
物
を
普
遍

的
思
想
に
よ
っ
て
理
解
せ
ん
ざ
す
る
熱
情
的
な
趣
味
ざ
、
雑
然
た
る
事
蛮
を
一
の
艘
系
に
集
め
る
能
力
ざ
い
ふ
二
つ
の
特

〆
①
。

２

徴
を
も
つ
」
ど
言
っ
て
ゐ
る
の
は
蓋
し
適
評
で
あ
る
。

蛮
際
テ
ー
ヌ
は
言
葉
の
厳
密
な
る
意
味
に
於
て
評
論
家
で
も
な
け
れ
ば
歴
史
家
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
自
己
の
學
問
の訂

Ｊ

原
理
を
評
論
を
歴
史
直
に
適
用
し
て
「
哲
學
者
的
評
論
家
」
或
は
「
歴
史
家
的
哲
學
者
」
さ
な
っ
た
心
理
學
者
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
評
論
や
歴
史
は
、
彼
に
Ｅ
つ
て
は
、
結
局
自
己
の
哲
學
的
理
論
を
人
間
遭
赦
含
Ｅ
に
閑
し
℃
展
開
す
る
た
め
の

一

一
つ
の
好
都
合
な
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

次
に
私
は
テ
ー
ヌ
の
英
國
研
究
の
態
度
を
通
じ
て
彼
の
方
法
の
一
つ
の
典
型
的
な
蜜
例
を
示
し
た
い
。

；

コ
ン
ミ
ュ
ー
ヌ
剛
の
最
中
一
八
七
一
年
五
月
テ
ー
ヌ
は
オ
ッ
ク
ス
フ
寺
－
ド
大
學
の
招
鵬
を
受
け
佛
蘭
閂
古
典
文
學
を
溝

ず
ろ
た
め
英
國
に
渡
っ
た
。
こ
れ
は
一
八
六
○
年
、
一
八
六
二
年
の
二
回
の
渡
英
に
次
い
で
第
三
回
目
の
英
國
旅
行
で
あ

ｒ

テ
ー
ヌ
と
歴
史
三
九

ク
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．
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、

、

I

テ
ー
ヌ
と
．
歴
史
四
○

＄

る
が
、
テ
ー
ヌ
は
こ
の
機
含
を
利
川
し
て
前
回
の
槻
察
を
柿
ひ
、
・
こ
れ
は
後
に
『
英
國
に
開
す
る
墨
書
』
ど
し
て
公
刊
さ

れ
た
．
こ
の
旅
行
中
敗
戦
ご
内
乱
の
帆
中
に
あ
る
川
國
の
悲
惨
な
状
態
に
比
べ
て
兼
間
に
し
て
且
つ
体
統
的
な
英
醐
枇
會

の
安
定
性
よ
り
テ
ー
ヌ
は
讃
美
ご
羨
望
ざ
の
深
い
印
象
を
受
け
、
こ
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
王
朝
期
英
國
に
開
し
て
得
た
思
想
が

彼
の
糀
艸
に
一
つ
の
驚
繕
製
、
英
閣
盟
族
主
蕪
傅
統
奪
蕊
國
家
主
義
道
中
央
集
椛
に
對
す
る
雛
辱
の
一
子

ヌ
の
政
治
思
想
が
作
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
意
識
的
に
も
無
意
識
的
に
も
後
の
『
現
代
佛
蘭
商
の
起
源
』
の
中
に
現
れ
て

〔
詞
〕
■

内
〃
と
■
■

ゐ
る
こ
Ｅ
は
人
だ
の
指
摘
し
て
ゐ
る
通
り
で
あ
る
。

比
較
文
學
的
な
立
場
か
ら
極
め
て
変
誰
的
に
テ
ー
ヌ
に
及
ぼ
し
た
英
國
の
影
響
を
詳
述
し
て
ゐ
る
好
著
『
テ
ー
ヌ
さ
英

烈

図
』
の
幹
着
ロ
ゥ
が
言
っ
て
ゐ
る
如
く
、
テ
ー
ヌ
は
外
閣
に
、
柵
逸
や
伊
太
利
や
英
國
に
族
行
す
る
際
は
必
ず
豫
め
多
ぺ

の
読
密
に
よ
っ
て
そ
の
準
備
を
す
る
の
が
常
で
あ
り
、
彼
の
『
英
文
學
史
』
は
英
國
へ
調
査
族
行
に
赴
く
前
に
既
に
殆
ざ

完
成
し
て
ゐ
て
℃
英
國
民
に
開
す
る
彼
の
一
般
的
思
想
が
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
と
り
、
こ
の
純
然
た
る
抽
象
的
知
識
的
な

・
性
格
が
テ
ー
ヌ
の
特
徴
で
あ
る
。

“
訪
問
す
べ
き
國
に
開
す
る
思
想
ど
注
意
深
く
行
李
の
中
に
詰
め
て
族
に
出
る
こ
の
族
行
の
仕
方
に
開
し
て
は
面
次
の
挿

話
は
噸
る
興
味
が
あ
る
。
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
モ
ノ
ー
が
一
八
六
六
年
初
め
て
伊
太
利
に
族
行
し
よ
う
さ
し
て
テ
ー
ヌ
に
含
つ
だ

１
，
Ｕ、０笠の

。

時
、
一
プ
ー
ヌ
は
モ
ノ
ー
に
か
う
訊
ね
た
、
「
君
が
伊
太
利
に
行
っ
て
證
明
し
よ
う
さ
す
る
思
想
は
何
で
あ
る
か
』
ざ
。
テ
ー
ヌ

は
常
に
充
分
の
準
備
を
し
た
後
族
行
を
し
た
の
で
灸
伊
太
利
や
猫
逸
さ
同
じ
く
英
国
を
僅
か
に
三
箇
月
足
ら
ず
で
‐
「
採
集
」

，
，
す
る
一
」
さ
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
一
天
－
ヌ
は
一
八
六
○
年
、
一
八
六
二
年
、
一
八
七
一
年
ざ
渡
英
し
て
ゐ

、

〆

グ

１
１
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、
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テ
ー
ヌ
と
歴
史
西
こ

す
べ
嘉
一
あ
る
ｌ
然
し
假
説
は
科
學
的
批
判
の
域
も
正
確
な
方
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
事
愛
に
基
礎
を
継
ぐ
べ
き
で

あ
り
、
過
去
及
び
現
在
の
英
国
の
生
活
に
開
す
る
不
正
確
で
皮
相
な
観
察
の
上
に
そ
の
確
信
を
打
立
て
た
テ
ー
ヌ
の
場
合
は

・
さ
う
で
は
な
か
っ
た
。
從
っ
て
現
代
佛
蘭
西
の
起
源
を
研
究
し
始
め
た
時
既
に
テ
ー
ヌ
の
政
治
思
想
は
出
來
上
っ
て
ゐ
た

の
で
、
彼
の
學
問
的
誠
蜜
さ
、
多
年
の
史
料
研
究
に
努
力
し
た
賀
讃
す
べ
き
良
心
に
も
拘
ら
ず
、
事
変
の
解
樺
を
少
か
ら
寸

鋤

談
ま
ら
し
め
た
ご
云
は
れ
る
所
以
で
あ
る
。

以
上
に
於
て
哲
學
的
史
家
Ｅ
し
て
の
テ
ー
ヌ
の
特
徴
の
一
端
を
述
べ
た
が
、
次
に
『
現
代
佛
蘭
西
の
起
源
』
成
立
の
事

府
さ
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
・

一
八
三
○
年
の
七
月
革
命
や
一
八
四
八
年
の
二
月
革
命
ざ
同
じ
く
、
一
八
七
○
年
の
事
鍵
は
歴
史
學
ご
歴
史
家
の
生
活

タ
、
ノ
ｆ

や
著
作
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
．
最
も
冷
靜
な
歴
史
家
ご
稲
せ
ら
れ
る
フ
ュ
ろ
プ
ル
・
ド
・
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
で
さ
へ
、

こ
の
事
鍵
の
影
響
の
下
に
現
代
の
政
治
の
諸
問
題
に
注
意
を
向
け
、
そ
の
著
『
古
代
佛
酬
四
政
治
制
度
史
』
執
筆
の
動
機

ｑ
〆

は
、
再
生
せ
る
佛
閑
西
に
適
合
す
る
識
制
度
を
明
確
に
指
摘
す
る
た
め
に
佛
閑
四
古
代
の
諾
制
度
の
性
質
や
愛
動
を
探
求

印

す
る
に
あ
っ
た
ご
云
は
れ
て
ゐ
る
。
テ
ー
ヌ
の
『
現
代
佛
蘭
四
の
起
源
』
も
一
八
七
○
年
乃
至
七
一
年
の
誌
毒
件
の
結
果
・

彼
の
心
中
に
生
じ
た
愛
國
的
な
憂
慮
Ｅ
溌
拷
よ
り
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。

潤
逸
は
テ
ー
ヌ
に
ご
っ
て
も
ル
ナ
ン
に
こ
つ
で
も
偉
大
な
る
知
的
教
育
者
、
第
二
の
租
國
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
テ

ー
ヌ
は
そ
の
抽
象
的
な
思
索
を
傾
け
た
『
知
識
論
』
を
一
八
七
○
年
完
成
す
る
や
、
プ
ロ
シ
ャ
の
“
底
に
よ
る
最
近
の
鍵
化

が
研
究
に
値
す
る
ご
思
は
れ
た
猫
寧
笹
直
接
に
認
識
し
、
蝉
て
英
文
學
に
開
し
て
な
し
た
ご
類
似
の
一
書
竺
笹
公
に
す
る
目

／

、

夕

1

、
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可

、

、

票
の
方
法
』
を
起
草
し
、
叉
斌
會
的
更
生
の
弧
力
な
機
關
ご
し
て
ブ
ー
ト
ミ
ー
の
創
立
せ
ろ
「
政
治
科
學
學
校
」
の
創
設

に
参
加
し
て
識
力
す
る
ざ
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
・

誉
て
彼
が
多
少
Ｅ
も
漠
然
ざ
計
謡
し
た
革
命
、
歴
史
の
法
則
、
‐
佛
蘭
四
に
於
け
る
祗
會
芭
宗
数
に
開
す
る
著
述
の
考
乍

１４

は
ｋ
今
や
新
し
い
形
で
彼
に
提
示
さ
れ
た
。
即
ち
一
七
八
九
年
よ
り
一
八
○
四
年
の
間
に
勃
發
せ
る
革
命
の
研
究
に
ょ
つ

、
テ
ー
ヌ
と
歴
史
・
四
四

９Ｇ

設
す
る
た
め
に
は
幾
世
紀
に
も
亘
る
努
力
ご
犠
牲
が
必
要
で
あ
る
こ
Ｅ
を
」
、
彼
は
自
己
の
歴
史
的
教
養
に
よ
っ
て
知
っ
て

ゐ
た
。
「
五
十
世
代
の
勤
勉
で
忠
震
な
鍔
働
着
の
作
品
、
組
先
か
ら
受
け
繼
ぎ
こ
れ
を
我
交
が
殖
し
て
後
代
に
博
へ
ね
ば
な

４０

ら
ぬ
費
重
な
寄
託
物
が
小
数
の
個
人
の
野
心
や
乱
行
に
よ
っ
て
こ
の
や
う
に
駿
止
さ
れ
る
の
を
彼
は
黙
硯
す
る
』
に
忍
び

な
か
っ
た
。

最
後
に
、
そ
し
て
初
め
て
、
一
プ
ー
ヌ
は
人
間
性
を
画
狂
奔
す
る
情
熱
を
も
っ
た
人
閲
を
眼
の
あ
た
り
見
た
の
で
あ
る
．

そ
れ
ま
で
彼
は
人
間
を
直
接
見
た
こ
こ
は
な
か
っ
た
。
『
知
識
論
』
執
筆
の
た
め
の
肢
も
抽
象
的
な
思
索
の
三
簡
年
の
後
、

彼
は
突
然
鮫
も
劇
的
な
現
蜜
の
啓
示
に
接
し
て
、
「
こ
れ
ほ
ざ
秘
國
を
愛
し
て
ゐ
る
、
迫
は
恩
は
な
か
っ
た
」
Ｅ
の
意
識
を
得

た
の
で
あ
る
。

革
命
の
危
機
ご
一
般
的
混
飢
の
さ
な
か
に
も
政
府
機
關
の
諸
盈
の
妖
陥
ご
公
共
的
結
榊
の
鉄
除
を
眼
の
あ
た
り
見
進
プ

ー
ヌ
は
コ
ン
ミ
ニ
ー
ヌ
飢
中
招
か
れ
て
英
国
に
渡
り
、
故
國
の
悲
惨
に
比
し
強
靭
な
歴
史
的
傳
統
を
有
す
る
こ
の
図
の
力
訟

さ
に
心
を
打
た
れ
婿
敗
戦
直
苛
酷
な
平
和
條
約
、
コ
ン
ミ
ュ
ー
ヌ
内
側
の
残
忍
さ
に
驚
拷
し
に
彼
は
祀
國
佛
蘭
西
救
濟
の

た
め
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
を
感
じ
、
一
八
七
○
年
十
月
九
日
『
獅
逸
に
於
け
る
輿
論
Ｅ
平
和
條
約
』
『
菩
邇
選
畢
這
投

↑
や

』

Ｉ
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「
佛
蘭
西
の
多
く
の
禰
根
は
現
代
祇
會
さ
民
族
の
傳
統
ど
の
絶
縁
よ
り
生
寺
る
。
新
し
く
建
設
す
る
に
先
だ
ち
、
我
交

が
そ
の
上
に
立
つ
地
盤
を
探
り
、
我
麦
の
組
國
さ
の
絶
縁
の
原
因
を
認
識
し
、
そ
の
た
め
に
は
過
去
さ
現
在
ざ
の
決
定
的

２４

な
分
離
の
生
じ
た
時
代
即
ち
佛
蘭
西
革
命
ま
で
測
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
芭
彼
は
老
へ
た
。

彼
は
二
十
年
の
餘
生
を
必
要
さ
す
ら
程
の
仕
事
に
著
手
す
る
ざ
は
恩
は
ず
、
初
め
は
一
般
的
思
想
ど
救
述
す
る
一
巻
の

句

書
を
書
か
ん
芭
考
へ
た
が
、
新
し
い
事
資
の
集
穣
さ
、
自
己
の
思
想
を
一
膳
明
確
に
す
る
必
要
か
ら
齊
制
度
、
革
命
、
・
新

制
度
の
三
部
に
分
つ
こ
ざ
夢
し
、
親
し
く
未
刊
既
刊
の
多
数
の
史
料
の
談
破
さ
吟
味
に
没
頭
し
、
査
料
に
役
立
つ
無
数
の

，
ノ
ー
ト
を
取
り
、
且
叉
行
政
立
法
財
政
の
方
面
に
於
け
る
専
門
的
知
識
を
得
る
必
要
を
感
じ
、
専
心
こ
の
仕
事
に
淡
頭
し
、

遂
に
そ
の
完
成
を
見
ず
し
て
一
八
九
二
年
病
に
什
れ
、
一
八
九
三
年
三
月
三
日
震
し
に
。

．
國
民
が
入
り
且
つ
ご
ざ
ま
る
こ
さ
の
出
來
ろ
肺
會
的
政
治
的
形
式
は
そ
の
國
民
の
勝
手
氣
催
に
委
せ
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
國
民
の
性
格
ご
過
去
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
…
．
：
そ
れ
故
も
し
も
我
國
の
形
式
を
我
公
が
見
出
す
こ

３

４
。

Ｅ
が
で
き
る
返
し
た
ら
、
そ
れ
は
我
左
自
身
を
研
究
し
て
後
の
こ
さ
で
あ
ら
う
。
」

．
「
現
代
の
佛
鰯
西
さ
は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ
の
痩
問
に
答
へ
る
た
め
に
は
、
、
こ
の
佛
蘭
西
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ

た
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
。
：
前
祉
紀
の
末
に
恰
も
脱
皮
す
る
昆
識
の
如
く
、
佛
蘭
西
は
激
愛
し
た
。
そ
の
薔
巷
組
織

は
鯛
壊
し
、
自
分
自
身
の
最
も
愛
重
な
組
織
を
さ
へ
寸
断
し
、
死
に
瀕
し
た
如
き
痙
蕊
に
陥
っ
た
。
次
い
で
度
交
の
痙
鐘

テ
ー
ヌ
と
歴
史
四
五
、

て
現
に
佛
蘭
西
を
苦
し
め
て
を
り
佛
蘭
西
を
次
第
に
弱
め
に
政
治
的
不
安
定
さ
祗
會
的
困
難
を
説
明
せ
ん
表
」
し
た
の
で
あ

デ
。
。
。

ｆ
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〆

戸

一
プ
ー
ヌ
は
梯
て
文
學
や
藝
術
に
適
用
し
た
原
理
や
方
法
を
こ
の
歴
史
の
一
大
時
期
に
も
適
用
す
る
で
あ
ら
う
が
ｂ
こ
の

新
し
き
企
岡
に
適
用
さ
れ
る
彼
の
糀
祁
は
全
く
同
じ
緒
祁
で
あ
る
Ｅ
は
云
〆
へ
な
い
だ
ら
う
。
な
る
ほ
ざ
彼
は
依
然
返
し
て

哲
學
者
こ
し
て
科
學
者
さ
し
て
振
舞
ふ
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
も
は
や
絶
對
に
不
偏
不
黛
な
學
問
で
は
な
い
だ
ら
う
。
毛

７

ノ
ー
が
巧
み
に
形
容
し
て
ゐ
る
如
く
、
テ
ー
ヌ
は
恰
も
患
者
の
病
床
の
傍
に
あ
っ
て
病
氣
の
徴
候
を
窺
ひ
、
そ
の
病
の
性
・

質
を
診
断
し
、
治
癒
を
望
む
鍔
者
の
如
苔
も
の
で
あ
ら
う
。

一
口

／

少

Ｌ
ｆ
ｇ

テ
ー
ヌ
と
歴
史
四
六

４

這
苦
し
い
昏
睡
の
後
、
再
び
立
ち
上
っ
た
渉
心
そ
の
細
織
は
も
は
や
同
じ
で
は
な
い
。
」

「
世
紀
の
初
に
佛
蘭
四
が
作
っ
た
組
織
の
中
に
、
佛
蘭
西
の
現
代
史
の
す
べ
て
の
輪
廓
は
描
か
れ
て
ゐ
る
。
…
・
・
・
そ
れ

故
我
交
が
我
國
の
現
舩
を
理
解
せ
ん
Ｅ
欲
す
る
時
、
我
だ
の
眼
は
常
に
そ
れ
に
よ
っ
て
襟
制
度
が
革
命
を
ｂ
革
命
が
新
制

唖

度
を
生
ん
だ
恐
る
べ
き
危
機
に
向
け
ら
れ
る
。
」
ゞ

「
醤
制
度
、
革
命
、
新
制
度
、
こ
の
三
つ
の
状
態
を
正
確
に
私
は
救
述
し
よ
う
さ
恩
ふ
。
そ
の
他
に
は
何
の
目
的
も
な

い
ど
い
ふ
こ
瞳
を
、
私
は
鼓
に
敢
て
明
言
し
た
い
。
歴
史
家
が
博
物
學
者
ど
し
て
行
動
す
る
こ
ざ
は
許
さ
れ
る
だ
ら
う
。

私
は
恰
も
昆
鐡
の
愛
態
に
對
す
る
が
如
く
、
私
の
題
目
に
向
っ
た
。
．
．
…
虚
心
坦
懐
で
あ
れ
ば
、
好
奇
心
は
科
學
的
ど
な

り
、
驚
く
べ
き
作
用
を
導
く
内
而
的
な
睡
兵
の
力
に
没
頭
す
る
こ
ざ
が
で
き
る
．
こ
れ
ら
の
力
ざ
は
各
集
團
の
状
態
爾
怖

熱
Ｄ
思
想
、
意
志
で
あ
り
、
我
交
は
こ
れ
を
識
別
し
殆
ざ
測
定
す
る
こ
さ
さ
へ
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
力
は
我
凌
の
眼
前
に

６個

あ
り
、
我
舞
は
臆
測
、
疑
は
し
き
推
測
、
漠
然
た
る
垢
示
を
弧
い
ら
れ
る
こ
ざ
は
な
い
。
」
侭

廷

『
現
代
佛
蘭
西
の
起
源
』
の
序
文
中
の
右
の
如
き
言
葉
は
こ
の
著
者
の
意
圃
さ
方
法
Ｅ
を
極
め
て
よ
く
説
明
し
て
ゐ
る
。

b
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ゆ

〃

a

テ
ー
ヌ
の
以
前
の
著
作
『
英
文
學
史
』
『
十
九
枇
紀
佛
鰯
西
の
哲
學
者
』
『
知
識
論
』
ご
最
後
の
著
作
『
現
代
佛
蘭
西
の

起
源
』
は
一
見
著
し
い
對
照
を
な
す
や
う
に
見
え
る
の
で
、
所
謂
「
二
つ
の
テ
ー
ヌ
」
（
ポ
ー
ル
・
ブ
Ｊ
ル
ヂ
ェ
の
言
葉
）

を
直
別
し
処
歴
史
家
一
プ
ー
ヌ
を
中
傷
せ
ん
ざ
す
る
人
盈
も
あ
る
が
、
敗
戦
ど
内
飢
の
影
舞
を
過
大
秘
し
て
一
八
七
○
年
以

前
の
一
プ
ー
ヌ
ざ
以
後
の
テ
ー
ヌ
を
劉
然
さ
分
つ
の
は
不
営
で
あ
り
、
・
彼
が
二
十
箇
年
の
餘
生
を
伽
け
ん
亡
す
る
新
し
い
潅

大
な
著
述
は
過
去
二
土
一
簡
年
を
捧
げ
た
著
作
の
繼
絞
で
あ
る
。

》
」
湧
で
は
彼
は
書
き
且
つ
分
析
す
る
の
み
に
減
足
せ
ず
、
批
判
を
下
し
、
械
慨
す
ゑ
奮
制
度
の
淡
落
、
・
革
命
の
猛
威
、

／
、

帝
政
の
榮
光
さ
専
制
に
於
て
必
然
的
な
不
可
避
の
事
蛮
の
繼
起
を
単
に
提
示
せ
ず
し
て
、
峡
陥
を
、
誤
謬
を
、
罪
悪
を
語

り
Ｄ
恐
怖
政
治
に
對
し
て
は
、
伊
太
利
や
英
國
の
革
命
に
對
す
る
ご
同
じ
尺
度
を
以
て
測
ら
う
こ
せ
ず
、
叉
十
五
世
紀
十

六
世
紀
の
暴
君
や
怖
兵
隊
長
に
對
し
て
極
め
て
寛
容
で
あ
っ
た
の
に
、
十
九
世
紀
の
椛
兵
隊
長
、
史
上
に
於
け
る
簸
も
偉

大
な
人
間
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
つ
い
て
は
嫌
悪
の
情
を
以
て
語
る
・
・
・

前
述
の
如
く
第
一
巻
は
祷
制
度
の
讃
美
者
を
、
次
の
三
巻
は
革
命
主
義
者
を
、
最
後
の
二
巻
は
帝
政
の
讃
美
者
を
恢
慨

さ
せ
た
。

テ
ー
ヌ
の
こ
の
首
尾
一
貫
せ
ざ
る
こ
さ
を
人
交
は
烈
し
く
非
難
し
、
革
命
家
に
對
す
る
彼
の
峻
厳
な
る
態
度
を
政
治
的

怖
熱
や
℃
保
守
主
義
者
に
對
す
る
阿
設
や
、
或
は
民
主
的
制
度
の
危
瞼
や
査
任
に
對
す
る
恐
怖
に
蹄
せ
ん
ざ
さ
へ
す
る
に

至
っ
た
。

霧
る
ほ
ど
こ
の
最
後
の
著
作
に
於
て
は
彼
の
論
調
芭
或
程
度
彼
の
見
解
は
塗
っ
て
来
て
ゐ
る
。
戦
争
ご
コ
ン
ミ
ュ
ー
ヌ
の

．
テ
ー
ヌ
と
歴
史
・
四
七
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１
１
１
１

１

１

１

１
１
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１
１
１
１
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P

『h

l

テ
ー
ヌ
と
歴
史
四
八

興
恋
が
テ
ー
ヌ
の
蒲
祁
に
影
粋
を
及
ぼ
し
た
こ
Ｅ
は
否
定
し
難
い
。
然
し
そ
れ
は
一
般
に
想
像
せ
ら
る
ゞ
如
く
安
価
に
し
て

幼
稚
な
影
響
を
典
へ
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
そ
こ
に
佛
剛
西
の
凋
落
の
徴
候
ど
一
世
紀
前
に
突
發
し
た
政
治
的
動
飢
の
説

明
ご
結
果
を
見
る
や
う
に
思
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
そ
こ
で
感
じ
た
興
燕
は
非
難
せ
ら
る
べ
き
で
は
な
い
。
寧
ろ
こ
れ
程

感
激
し
て
、
佛
蘭
西
が
崩
壊
の
淵
に
望
ん
で
ゐ
る
の
を
見
て
、
皿
図
を
苦
し
め
る
病
害
の
悲
劇
的
な
捕
篤
に
よ
っ
て
そ
れ
を
，

阻
止
し
得
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
．
彼
は
瀧
派
の
圏
外
に
超
然
ご
し
て
面
佛
剛
西
ざ
學
問
の
み
を
念
頭
に
世
い
た
．

、

８

毛
ノ
ー
も
言
ふ
如
く
、
テ
ー
ヌ
は
そ
の
方
法
ざ
理
論
を
棄
て
た
の
で
は
な
く
Ｄ
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
一
屑
弧
調
し
た
の
で

‐
も

〆

あ
る
。
一
つ
の
普
遍
的
思
想
を
確
立
す
る
た
め
、
今
迄
に
こ
れ
程
絶
え
ず
小
事
費
集
穣
の
方
法
を
使
用
し
た
こ
Ｅ
は
な
い
。

常
に
同
じ
方
向
に
働
く
極
め
て
躯
純
な
一
三
の
原
因
の
作
用
に
よ
っ
て
一
聯
の
歴
史
事
賓
が
こ
れ
程
厳
密
に
決
定
せ
ら
れ

て
ゐ
る
有
様
を
描
い
た
こ
こ
は
今
ま
で
な
い
。
彼
に
非
難
さ
る
べ
き
は
、
問
題
を
あ
ま
り
に
単
純
化
し
、
そ
の
或
要
素
を

閑
却
し
、
集
め
ら
れ
た
蝶
耐
な
事
蛮
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
矯
正
物
ざ
し
て
役
立
つ
他
の
事
寳
を
無
覗
し
、
こ
伽
を
要
す
る

仏

に
、
現
費
に
於
て
既
に
陰
氣
な
光
紫
を
一
層
暗
黒
に
し
た
黙
で
あ
る
．
テ
ー
ヌ
の
著
作
に
於
て
誇
張
さ
れ
て
ゐ
る
こ
ざ
は
、

佛
閲
西
に
對
す
る
彼
の
愛
國
の
情
ご
同
時
に
彼
が
佛
蘭
四
の
性
格
ご
制
度
に
對
し
て
有
し
た
自
然
的
同
情
の
妖
除
に
基
づ

、
Ｄ
ｕ
ｑ

く
。
こ
シ
に
英
國
の
政
治
が
彼
に
及
ぼ
し
た
影
響
が
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

最
後
に
我
兵
は
次
の
様
な
疑
問
を
提
出
し
た
吃
テ
ー
ヌ
は
政
治
史
祗
會
史
を
彼
の
嚴
密
な
科
學
的
哲
學
的
原
理
に

幽

從
は
せ
て
十
分
成
功
し
た
で
ぬ
ら
う
か
さ
。
彼
は
現
代
の
佛
蘭
西
に
開
し
て
「
科
學
的
な
意
見
芦
．
を
得
ん
種
欲
し

た
。
現
在
に
浦
足
せ
ず
、
未
来
に
不
安
を
懐
い
た
彼
は
佛
蘭
四
を
苦
し
め
る
害
悪
に
對
す
る
救
濟
手
段
を
求
め
ん
ご

Ｐ
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1

、

テ
ー
ヌ
と
歴
史
五
○

學
芭
を
熔
接
」
せ
ん
ざ
試
み
た
。
だ
が
、
新
し
い
研
究
題
目
に
自
己
の
厳
正
な
決
定
論
を
、
極
端
な
淡
緤
の
厳
密
な
方
法

を
適
用
す
る
に
つ
れ
て
回
読
糞
彼
の
鴨
系
も
亦
現
没
か
ら
新
な
る
拒
否
を
受
け
、
・
彼
の
對
象
吻
は
執
勤
に
彼
の
把
捉
の
手

を
逃
れ
ん
ざ
す
る
か
に
見
え
た
。
一
般
評
論
、
美
學
も
．
歴
史
等
、
科
學
の
た
め
准
得
せ
ん
Ｅ
欲
し
た
す
べ
て
の
領
域
に
於

て
‘
、
テ
ー
ヌ
は
著
し
い
敗
北
ど
陰
険
な
反
抗
に
池
遇
し
た
。
而
も
彼
自
身
そ
れ
に
協
力
し
た
。
“
即
ち
蛮
際
に
於
て
彼
は
自

己
の
理
論
的
頑
問
さ
を
綏
和
す
る
こ
さ
を
知
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
彌
學
者
の
奥
に
人
間
汎
現
れ
る
の
が
兄
え
た
。

そ
こ
に
こ
そ
、
哲
學
者
テ
ー
ヌ
の
悲
劇
ど
人
間
一
プ
ー
ヌ
の
面
目
が
鋭
は
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
．
聯
て
の
徹
底
し
た
蜜
證

主
義
者
が
晩
年
次
第
に
蛮
證
主
義
を
離
れ
て
行
き
命
尤
大
な
祇
會
保
守
の
譜
を
執
筆
し
、
後
年
の
佛
蘭
西
の
傅
統
主
義
者

國
民
主
義
者
に
深
悲
な
影
縛
を
及
ぼ
し
た
こ
Ｅ
は
、
洵
に
興
味
深
い
事
武
で
あ
る
。

（
、
）

（
か
）

（
『
）

（
“
）

（
④
）

（
』
○
）

金′apo
ｰししし

P>P>'Q

註

、

閏
冒
８
時
①
：
毎
胃
苛
昌
目
５
画
ロ
哩
昌
の
⑦
．
砲
忌
註
８
ｘ
ぐ
．

○
ｍ
目
屋
の
］
ロ
晨
画
ロ
》
国
再
国
蔚
号
い
ご
異
○
目
目
印
沖
距
昌
巴
の
Ｑ
匡
〆
胃
捌
の
の
房
○
行
〕
ｐ
ｏ
ｘ
ぐ
．

圃
麺
匡
昌
国
○
口
『
胴
ｇ
》
両
阻
昌
の
Ｑ
①
勺
ゆ
く
。
』
〕
巳
○
四
⑦
ｏ
ｏ
ｐ
蔚
口
目
℃
Ｏ
Ｈ
Ｅ
ｐ
⑦
も
．
四
○
画
。
。
“

■

洞
国
○
昌
目
弱
目
色
旨
の
』
、
呂
酔
閂
．
Ｆ
号
○
具
畠
①
．
ｐ
圏
．

目
Ｃ
ｐ
Ｏ
ｇ
詞
①
巨
脚
Ｐ
弓
昌
ロ
●
旬
〕
冨
討
言
冒
ｐ
弓
］
．

ｍ
○
吋
堅
》
己
討
○
○
回
勗
旦
①
乱
８
頁
５
口
曾
買
シ
○
四
ｇ
か
日
儲
津
色
目
胃
］
い
①
↑

少
巳
冑
且
弓
罠
ロ
の
》
嵩
の
８
園
厨
ロ
ユ
①
言
宛
い
く
巳
昌
旨
冒
洋
画
９
ｍ
房
①
．

●

。
。
。
匡
口
》
鈩
乳
言
い
三
目
・
・
勺
．
Ｆ
閉
開
忌
①
言
．

シ
昌
胃
ｇ
ｏ
や
．
ｇ
『
弱
い
盤
．

シ
昌
斡
且
》
Ｏ
ｐ
ｏ
岸
嗣
囹
Ｐ
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