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杉
本
淑
彦
著

『
文
明
の
帝
国
ー
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
・
ル
・
と

フ
ラ
ン
ス
帝
国
主
義
文
化
1
』

一、

ﾍ
　
じ
　
め
　
に

平
野
千
黒
子

　
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
と
い
え
ば
、
留
険
小
説
家
、
あ
る
い
は
空
想
科
学

小
説
家
と
し
て
世
界
的
に
最
も
著
名
な
作
家
の
｝
人
で
あ
る
。
そ
の
作
品
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
れ
ま
で
に
八
八
言
語
に
訳
さ
れ
て
も
い
る
。
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
日
本
人

に
も
、
き
わ
め
て
馴
染
み
の
深
い
作
家
で
あ
る
。
し
か
も
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
、
日

仏
文
化
交
流
に
お
い
て
も
特
筆
す
べ
き
存
在
で
あ
る
。
今
日
で
こ
そ
フ
ラ
ン

ス
文
学
の
翻
訳
は
引
き
も
切
ら
な
い
が
、
西
洋
の
文
物
が
盛
ん
に
取
り
入
れ

ら
れ
た
明
治
初
期
に
お
い
て
、
文
学
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
の
書
物
の
邦
訳
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

…
号
が
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
『
八
○
臼
間
世
界
｛
周
』
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日

本
に
と
っ
て
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
深
い
因
縁
が
あ
る
作
家
と
言
え
よ
う
。

　
一
九
九
五
年
に
上
梓
さ
れ
た
杉
本
淑
彦
氏
の
『
文
明
の
帝
国
ー
ジ
ュ
ー

ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
と
フ
ラ
ン
ス
帝
国
主
義
文
化
1
』
は
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
小
説

を
素
材
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
「
帝
国
主
義
文
化
」
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
、

野
心
的
な
試
み
で
あ
る
。
近
年
、
氏
は
第
三
共
和
政
以
降
、
主
に
第
二
次
大

戦
期
以
降
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
時
代
に
わ
た
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
帝
国

意
識
」
を
検
証
す
る
と
い
う
仕
事
を
精
力
的
に
発
表
し
て
き
た
。
今
回
の
著

作
は
「
流
行
作
家
の
作
品
を
通
し
て
、
第
三
共
和
政
前
期
を
中
心
に
帝
国
意

識
の
分
析
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

　
は
じ
め
に
用
語
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
「
帝
国
意
識
」
と
は

著
者
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
が
困
で
は
木
畑
洋
一
氏
の
『
支
配
の
代
償
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）
以
来
、
植
民
地
関
連
の
研
究
で
頻
繁

に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
書
で
は
「
膨
大
な

公
的
資
金
の
投
入
が
必
要
と
な
る
帝
国
主
義
に
よ
る
植
民
地
支
配
を
宗
主
国

国
民
が
是
認
す
る
に
い
た
っ
た
心
性
」
と
さ
れ
る
。
次
い
で
「
帝
国
主
義
文

化
」
は
「
そ
の
よ
う
な
心
性
を
形
成
す
る
べ
く
植
民
地
拡
張
論
者
が
唱
え
た

帝
国
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
そ
し
て
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
草
の
根
国
罠
レ

ベ
ル
へ
伝
達
す
る
装
置
、
の
総
体
」
と
著
者
は
定
義
し
て
い
る
（
本
書
一
〇

頁
。
以
下
、
括
弧
内
の
頁
数
は
本
書
の
引
用
）
。

　
と
こ
ろ
で
帝
国
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
伝
達
す
る
装
置
は
、
同
時
に
「
帝

国
意
識
を
映
し
出
す
鏡
で
も
あ
る
」
。
そ
れ
に
は
薪
聞
・
雑
誌
の
類
や
教
育

の
場
や
万
博
と
い
っ
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
様
々
な
媒
体
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本

書
で
そ
う
し
た
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル

ヌ
と
い
う
流
行
作
家
の
作
品
で
あ
る
。
一
八
二
八
年
生
ま
れ
の
ヴ
ェ
ル
ヌ
が

活
躍
し
た
主
な
蒔
期
は
、
ほ
ぼ
第
三
共
和
政
前
期
に
重
な
る
（
処
女
出
版
は

一
八
五
一
年
、
没
年
は
｝
九
〇
五
年
）
。
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
穏
健
共
和
主
義
の
立

場
に
立
つ
作
家
と
い
う
意
味
で
も
、
と
く
に
第
三
共
和
下
期
の
多
く
の
国
民

と
政
治
的
に
も
心
性
を
共
有
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
作
品
を
通

し
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
拡
張
論
者
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
帝
国
主
義

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
「
帝
国
主
義
の
時
代
」
に
ど
れ
ほ
ど
草
の
根
国
民
レ
ベ
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ル
に
浸
透
し
て
い
た
か
し
を
探
ろ
う
と
い
う
の
が
、
本
書
の
第
一
の
目
的
と

な
っ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

　
ま
た
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
民
族
解
放
を
支
持
し
、
奴
隷
制
廃
止
を
唱
え
た
「
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ス
ト
」
で
も
あ
る
。
他
方
、
植
民
地
支
配
そ
の
も
の
は
肯
定
し
て
い

る
。
そ
の
矛
盾
す
る
心
性
の
解
明
が
、
本
書
第
二
の
目
的
で
あ
る
。
さ
ら
に

第
三
共
和
政
期
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
飛
躍
的
に
植
民
地
を
拡
張
し
た
時
代
で
あ

り
、
世
界
は
ま
さ
に
帝
国
主
義
の
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
従
来
は
、
こ
の

時
期
に
は
「
帝
国
意
識
」
は
フ
ラ
ン
ス
一
般
国
民
の
間
に
ま
だ
根
づ
い
て
い

な
か
っ
た
、
と
い
う
見
解
が
有
力
で
あ
っ
た
。
著
者
は
こ
う
し
た
見
方
を
再

検
討
し
、
帝
国
意
識
変
遷
史
に
新
た
な
頁
を
加
え
る
こ
と
を
、
第
三
の
臼
的

と
設
定
し
て
い
る
。

　
し
か
も
本
書
が
分
析
の
対
象
と
す
る
の
は
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
小
説
す
べ
て
で

あ
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
こ
う
。
総
数
八
○
篇
を
越
え
る
全
作
品
を
読
破

す
る
と
い
う
徹
底
し
た
著
者
の
姿
勢
に
、
敬
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

　
で
は
前
置
き
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
以
下
、
内
容
の
紹
介
に
入
る
こ
と

と
す
る
。

二
、
本
書
の
構
成
・
内
容
と
意
義

　
本
書
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
巻
末
の
資
料
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
こ
う
。
人
名
・
地
名
・
事
項
索
引
に
加
え
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地

の
地
図
、
文
献
リ
ス
ト
。
さ
ら
に
ヴ
エ
ル
ヌ
の
小
説
索
引
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
全

小
説
…
覧
の
ほ
か
、
主
な
小
説
の
あ
ら
す
じ
が
約
一
一
〇
頁
に
わ
た
っ
て
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
資
料
と
し
て
の
価
値
も
高
い
。

　
本
論
は
大
き
く
三
部
か
ら
成
る
。
第
】
部
「
植
民
地
大
国
再
建
の
衡
勤
」

は
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
が
植
民
地
の
拡
張
を
支
持
し
た
理
由
の
分
析
で
あ
る
。
第
一

章
「
貧
し
き
人
び
と
の
夢
」
で
は
、
植
民
地
進
出
の
動
機
の
な
か
で
、
社
会

帝
国
主
義
（
植
民
地
経
営
か
ら
経
済
的
利
益
を
得
、
そ
れ
に
よ
っ
て
階
級
協

調
を
実
現
す
る
と
い
う
立
場
）
と
、
植
民
地
か
ら
上
が
る
経
済
的
利
益
を
強

調
す
る
立
場
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
が
主
に
経
済
的
側
面
を
重
視
し

た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
作
品
に
色
濃
く
出
て

い
る
の
は
、
第
二
章
「
ひ
る
が
え
る
国
旗
」
で
示
さ
れ
る
愛
国
主
義
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ル
ヌ
は
愛
国
主
義
を
植
民
地
拡
張
に
直
結
さ
せ
る
見
解
を
も
っ
て
い
た
。

と
り
わ
け
普
通
戦
争
敗
北
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ド
イ
ツ
に
奪
わ
れ
た
ア
ル

ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
を
取
り
返
せ
と
い
う
「
対
独
復
讐
熱
」
が
沸
騰
す
る
が
、

ヴ
ェ
ル
ヌ
作
品
に
も
こ
れ
に
基
づ
く
反
ド
イ
ツ
の
愛
国
主
義
が
顕
著
に
読
み

取
れ
る
。
ま
た
当
蒋
は
そ
れ
と
並
行
し
て
、
反
イ
ギ
リ
ス
の
愛
国
主
義
も
広

く
み
ら
れ
た
。
ケ
ル
ト
系
と
い
う
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
出
身
や
英
仏
を
取
り
巻
く
世

界
情
勢
と
の
関
連
で
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
反
英
意
識
は
｝
古
し
た
も
の
で
は
な
い

が
、
作
陶
の
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ヌ
を
愛
読

し
た
国
民
は
、
経
済
的
動
機
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
植
民
地
の
存
在
で
フ
ラ

ン
ス
国
民
と
し
て
の
自
意
識
が
く
す
ぐ
ら
れ
る
政
治
的
・
心
理
的
衡
動
か
ら

植
民
地
を
支
持
し
た
と
、
著
者
は
第
一
部
を
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
帝
国
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
は
、
主
要
な
要
素
と
し
て
「
人
種

主
義
、
自
民
族
中
心
主
義
、
あ
る
い
は
西
洋
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
中
心
主
義
」

な
ど
が
あ
る
。
こ
う
し
た
心
性
に
基
づ
い
て
、
宗
主
国
の
国
民
と
被
植
民
者

の
間
に
差
別
化
が
行
な
わ
れ
る
。
第
二
部
「
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
帝
国
出

自
／
他
を
観
る
眼
」
で
は
、
被
植
民
者
を
蔑
視
す
る
姿
勢
が
フ
ラ
ン
ス
国
民

に
い
か
に
浸
透
し
て
い
た
か
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
言
説
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
「
表
象
の
な
か
の
他
者
一
野
蛮
の
発
見
」
は
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
小

説
に
登
場
す
る
ア
フ
リ
カ
の
黒
人
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
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評’陸
一”

以
外
の
人
び
と
を
め
ぐ
る
記
述
の
分
析
で
あ
る
。
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
は
あ
る

が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
す
で
に
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
的
な
見
方
が
現
れ
て
お
り
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
人
種
差
別
意
識
と
西
洋

中
心
主
義
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
｛
九
世
紀
に
は
人
種
差
別
に

「
科
学
的
な
」
説
明
が
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
顔
面
角
理
論
、
骨
相
学
な

ど
）
が
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
も
そ
う
し
た
傾
向
を
ま
ぬ
が
れ
て
は
い
な
い
。
結
果
と

し
て
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
、
一
般
庶
民
に
差
別
的
な
自
然
人
類
学
理
論
を
通
俗
化
し

て
伝
達
す
る
役
割
を
果
た
し
た
、
と
い
う
。

　
第
二
章
「
自
意
識
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
」
で
は
、
被
植
民
者
を
み
る
ヴ

ェ
ル
ヌ
の
ま
な
ざ
し
の
な
か
に
、
西
洋
人
対
非
西
洋
人
と
い
う
対
立
軸
だ
け

で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
人
指
非
西
洋
人
と
い
う
対
立
軸
も
含
ま
れ
て
い
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
人
を
西
洋
人
の
な
か
で
最
優
秀
と
す

る
立
場
で
も
あ
る
。
ま
た
「
ヒ
ェ
ー
マ
ニ
ス
ト
」
ヴ
ェ
ル
ヌ
に
反
ユ
ダ
ヤ
主

義
的
な
傾
向
が
強
か
っ
た
と
い
う
指
摘
も
、
看
過
で
き
な
い
点
で
あ
ろ
う
。

第
二
部
の
結
論
と
し
て
著
者
は
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
植
民
地
先
住
民
と
そ
の
社
会
、

お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
人
と
そ
の
社
会
と
の
間
に
明
白
な
優
劣
を
つ
け
て
い
る
の

で
あ
り
、
こ
う
し
た
心
性
は
こ
の
時
代
、
読
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
も

深
く
浸
透
し
て
い
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
さ
て
、
第
三
部
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
り
、
検
討
の
軸
と
な
っ
て
い
る
「
文

明
化
の
使
命
」
論
は
、
帝
国
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
」
論

理
で
あ
る
。
植
民
地
拡
張
の
論
理
に
は
、
「
負
の
側
面
」
が
色
濃
く
あ
る
（
宗

主
国
の
利
益
の
主
張
、
人
種
差
別
主
義
な
ど
）
。
そ
れ
を
覆
い
隠
し
て
植
民

地
支
配
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
論
理
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
で
は
文
明
化
と
は
、
何
を
め
ざ
す
も
の
か
。
第
一
章
「
「
文
明
化
の
使

命
」
論
の
三
バ
ー
ジ
ョ
ン
し
で
は
文
明
化
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
穏
健

共
和
主
義
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
・
物
質
文
明
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

そ
れ
ぞ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
基
盤
・
進
歩
し

た
科
学
技
術
、
と
置
き
か
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
ま
ず
こ
の
三
要
素
が
い

か
に
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
転
置
に
表
れ
る
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
ヴ
ェ
ル
ヌ
個

人
の
思
想
や
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
を
世
に
出
し
た
編
集
老
エ
ッ
ツ
ェ
ル
な
ど
と
の
関

係
が
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
主
に
こ
の
章
に
お
い
て
で
あ
る
。
続
く
第
二
章

「「

ｶ
明
」
の
表
象
」
で
は
、
以
上
三
つ
の
要
素
が
「
文
明
化
の
使
命
」
論
と

ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
が
検
討
さ
れ
る
。

　
第
三
章
「
負
の
植
民
地
支
配
を
前
に
し
て
」
で
は
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
が
負
の
部

分
を
も
つ
植
民
地
支
配
を
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
国
に
還
元
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ

る
植
民
地
支
配
の
負
の
側
面
を
批
判
的
に
み
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
著
者
は
、
「
文
明
化
の
使
命
」
意
識
と
フ
ラ
ン
ス
民
族
中
心

主
義
に
妨
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
推
論
し
て
い
る
。
文
明
化
の
使
命
を
遂
行

す
る
に
は
武
力
行
使
す
ら
容
認
し
、
文
明
化
に
よ
る
「
遅
れ
た
」
先
住
民
社

会
の
消
滅
は
進
歩
の
必
然
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
姿
は
、
従
来

の
ヴ
ェ
ル
ヌ
像
に
異
な
る
陰
影
を
つ
け
加
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
全
ヴ
ェ
ル
ヌ
作
品
の
分
析
の
結
論
は
、
冒
頭
に
設
定
し
た
三
つ
の

目
的
に
沿
っ
て
述
べ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
植
民
地
拡
張
論
者
の
主
張
す
る
帝
国

主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
人
種
主
義
・
自
民
族
中
心
主
義
・
西
洋
中
心
主

義
を
基
軸
に
、
民
衆
レ
ベ
ル
に
も
か
な
り
浸
透
し
て
い
た
。
次
に
、
ヒ
ュ
ー

一
こ
｝
ス
ト
で
あ
っ
た
ヴ
ェ
ル
ヌ
が
植
民
地
支
配
の
負
の
部
分
を
疑
問
視
し
な

い
背
景
に
は
、
「
文
明
化
の
使
命
」
論
と
い
う
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
」
正
当
化
の

論
理
が
あ
っ
た
。
最
後
に
、
帝
国
意
識
の
絶
頂
期
は
本
書
が
対
象
と
し
た
帝

国
主
義
の
時
代
で
な
い
と
は
い
え
、
帝
国
意
識
を
構
成
す
る
要
素
の
多
く
は

す
で
に
国
民
の
あ
い
だ
で
共
有
さ
れ
て
い
た
。
第
三
点
は
、
従
来
の
説
を
修

149 （149）



正
す
る
も
の
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
の
よ
う
に
視
点
を
転
換
し
て
み
る
と
、
単
に
冒
険
小
説
家
と
位
置
づ

け
ら
れ
な
い
側
爵
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
ヴ
ェ
ル
ヌ
を
主

に
S
F
作
家
と
し
て
読
ん
で
き
た
わ
れ
わ
れ
日
本
入
に
は
、
異
な
る
ヴ
ェ
ル

ヌ
像
が
ま
ざ
ま
ざ
と
み
せ
つ
け
ら
れ
た
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
評
者
な
り
に
、
本
書
の
意
義
を
二
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
　

に
、
わ
が
国
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
い
く
つ
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
③

優
れ
た
研
究
を
除
け
ば
、
政
治
史
・
経
済
史
か
ら
の
検
証
も
い
ま
だ
十
分
で

あ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
他
方
、
歴
史
学
に
お
い
て
祉
会
史
的
ア
プ
ロ

ー
チ
が
進
む
な
か
で
、
研
究
の
ま
だ
少
な
い
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
研
究
に
、
一

流
全
作
象
の
全
作
品
を
分
析
す
る
と
い
う
手
法
を
用
い
文
化
の
視
座
を
導
入

し
た
こ
と
は
、
植
民
地
研
究
史
の
面
か
ら
も
評
価
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

　
第
二
に
ヴ
ェ
ル
ヌ
研
究
自
体
に
も
、
新
し
い
領
野
を
開
い
た
こ
と
で
あ
る
。

当
然
で
あ
る
が
作
家
と
し
て
の
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
、
こ
れ
ま
で
は
文
学
研
究
の
対

象
と
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
主
に
空
想
科
学
小
説
、
あ
る
い
は
冒
険
小
説

と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
な
か
に
、
近
年
で
は
西
欧
の
自
己
中
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

的
な
視
線
を
見
抜
く
論
者
も
い
る
。
し
か
し
本
書
は
そ
う
し
た
点
を
全
面
的

に
主
題
と
し
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
作
品
群
を
帝
国
史
あ
る
い
は
植
民
地
主
義
の
歴

史
の
舞
台
へ
と
移
し
て
、
言
説
の
背
後
に
あ
る
心
性
を
読
み
取
っ
た
も
の
で

あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ヌ
研
究
に
お
い
て
本
書
が
画
期
的
で
あ
る
所
以
で
あ
る
。

　
な
お
こ
れ
に
付
随
し
て
言
え
ば
、
偏
見
に
満
ち
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
あ

る
い
は
差
別
化
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
ど
の
分
野
で
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。

性
差
別
も
そ
の
　
つ
で
あ
る
。
近
年
、
小
説
を
女
性
の
視
点
か
ら
読
み
直
す

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

作
業
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
文
学
作
品
を
異
な
る
視
覚
か
ら
読
み
替
え
る
と
い

う
点
に
お
い
て
、
本
書
は
そ
う
し
た
女
性
史
の
激
し
い
研
究
動
向
と
軌
を
一

に
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
積
極
的
に
評
価
し
た
い
。

三
、
い
く
つ
か
の
考
察

　
さ
て
、
こ
う
し
た
本
書
の
意
義
と
は
別
に
、
い
く
つ
か
疑
問
点
、
あ
る
い

は
要
望
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
述
べ
る
に
先
立
っ
て
、
誤
り
を
二

つ
指
摘
し
て
お
く
。
地
理
の
説
明
で
「
エ
ジ
プ
ト
支
配
や
、
そ
の
東
方
の
マ

グ
レ
ブ
地
方
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
西
方
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
（
四
五
頁
）
。

ま
た
ド
レ
フ
ユ
ス
事
件
へ
の
対
応
で
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
が
反
ド
レ
フ
ユ
ス
派
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
息
子
の
ミ
シ
ェ
ル
は
ド
レ
フ
ユ
ス
の
冤
罪
を
確
呈
し
て
い

た
と
い
う
が
、
そ
れ
に
続
く
記
述
で
は
「
ミ
シ
ェ
ル
の
よ
う
な
反
ド
レ
フ
ユ

ス
派
で
す
ら
」
と
あ
る
（
一
九
四
頁
）
。
些
細
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
惜
し

ま
れ
る
。

　
で
は
全
体
に
か
か
わ
る
側
面
に
つ
い
て
、
大
き
く
四
点
に
ま
と
め
て
い
き

た
い
。

　
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
研
究
史
に
つ
い
て
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
の
研
究
は
も
ち
ろ
ん
盛
ん
で
、
そ
の
主
な
部
分
は
本
書
巻
末
に

も
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
多
く
の
研
究
の
な
か
に
お
い
て
も
本
書
が

注
目
す
べ
き
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
な
お
若
干
の
整

理
さ
れ
た
雷
及
が
欲
し
か
っ
た
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ン
ド
シ

ナ
研
究
を
代
表
す
る
一
人
に
ジ
ャ
ン
・
シ
ェ
ノ
ー
が
い
る
が
、
彼
に
は
『
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ユ
…
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
を
政
治
か
ら
読
む
』
と
い
う
著
作
が
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ヌ

に
は
イ
ン
ド
シ
ナ
を
舞
台
と
し
た
小
説
が
な
い
の
で
、
本
書
は
分
析
の
対
象

に
イ
ン
ド
シ
ナ
を
入
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
が
取
り
上
げ
な
か

っ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
を
専
門
と
す
る
シ
ェ
ノ
ー
が
い
か
な
る
指
摘
を
し
て
い
る

の
か
、
本
書
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
シ
ェ
ノ
ー
の
分
析
と
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評恥

い
え
ど
も
、
隔
来
の
枠
組
を
抜
け
て
い
な
い
の
か
。
評
者
の
知
り
た
か
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
何
者
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
本
書
で

も
ヴ
ェ
ル
ヌ
個
人
に
つ
い
て
、
と
く
に
第
三
縦
子
一
章
で
描
か
れ
て
い
る
の

は
、
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
読
み
終
わ
っ
て
、
な
ぜ
ヴ
ェ
ル
ヌ
と

い
う
人
物
が
こ
う
し
た
小
説
を
量
産
し
た
の
か
、
と
い
う
点
が
ど
う
し
て
も

残
る
。
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
叙
述
か
ら
は
、
帝
国
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
が
種
々
の

形
態
で
読
み
取
れ
た
（
対
独
・
無
難
の
愛
国
主
義
、
人
種
論
、
文
明
化
の
使

命
、
等
々
）
。
こ
れ
ら
は
学
校
教
育
を
軸
と
し
た
研
究
で
も
す
で
に
現
れ
て

い
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
主
張
も
ま
さ
に
時
代
精
神
に
合
致
し
た

　
　
　
　
　
⑦

も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
が
単
に
時
代
に
追
随
し
て
い
た
と
す

る
の
も
適
蜀
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
帝
国
主
義
の
時
代
に
先

駆
け
て
、
海
外
に
こ
れ
だ
け
飛
翔
し
て
い
く
物
語
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
何
者
か
、
と
い
う
疑
問
は
こ
こ
か
ら
生
じ
る
。
本
書
に
も
ヴ

ェ
ル
ヌ
が
か
つ
て
植
民
地
と
の
砂
糖
貿
易
で
栄
え
た
ナ
ン
ト
の
出
身
で
あ
る

こ
と
は
述
べ
て
あ
る
。
し
か
し
、
母
方
の
父
祖
に
は
船
乗
り
や
船
主
が
い
た

こ
と
や
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
少
年
時
代
の
愛
読
書
が
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ

ー
』
で
あ
っ
た
と
い
う
知
識
を
得
る
こ
と
が
、
な
に
が
し
か
の
手
掛
か
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
る
と
思
う
の
は
、
短
絡
で
あ
ろ
う
か
。
　
｝
作
家
の
思
想
や
人
格
の
形
成
と

な
っ
た
要
因
を
、
家
系
や
家
庭
環
境
に
の
み
還
元
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
避
け

る
べ
き
で
あ
る
し
、
こ
れ
ら
に
あ
え
て
触
れ
な
か
っ
た
著
者
の
意
図
は
別
に

あ
ろ
う
。
と
は
い
え
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
作
品
を
扱
う
以
上
、
作
家
自
身
に
つ
い
て

も
う
少
し
情
報
が
欲
し
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
点
か
ら
す
る
と
、
植
民
地
の
拡
張
に
多
大
の
貢
献
を
し
た
地
理

学
協
会
の
中
央
委
員
を
務
め
た
ヴ
ェ
ル
ヌ
に
つ
い
て
、
同
協
会
に
入
会
し
た

理
由
を
主
に
地
理
上
の
清
報
を
得
る
た
め
だ
と
す
る
見
解
（
八
頁
）
に
は
、

再
考
の
余
地
が
あ
る
よ
・
つ
に
も
思
わ
れ
る
。
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
関
心
を
も
即

ヴ
ェ
ル
ヌ
を
、
は
っ
き
り
と
帝
国
主
義
の
支
持
者
と
み
な
す
研
究
者
も
い
る
。

｝
流
行
作
家
と
は
い
え
、
「
無
意
識
の
う
ち
に
」
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
評
者
だ
け
だ

ろ
う
か
。
な
お
日
本
も
ア
フ
リ
カ
領
有
を
め
ざ
し
海
外
侵
略
の
道
を
歩
む
べ

き
だ
と
す
る
主
張
を
示
唆
す
る
政
治
小
説
が
明
治
期
に
書
か
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
デ
フ
ォ
ー
や
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
小
説
が
立
案
や
構
想
の
面
で
感
化
を
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ぼ
し
た
と
認
め
る
論
考
も
あ
る
こ
と
を
、
指
摘
し
て
お
く
。

　
第
三
に
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
小
説
を
通
し
て
帝
国
意
識
の
漫
透
度
を
読
む
と
い

う
本
書
第
三
の
目
的
に
沿
っ
て
、
い
ま
少
し
考
え
て
お
き
た
い
。
人
種
論
や

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
、
あ
る
い
は
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
」
「
文
明
化
の
使
命
」

論
な
ど
、
個
々
の
心
性
が
一
定
程
度
草
の
根
レ
ベ
ル
に
根
づ
い
て
い
た
こ
と

に
異
議
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
れ
を
前
提
に
、
な
お
二
つ
の
問
題
が

残
る
よ
う
に
思
う
。

　
ま
ず
ヴ
ュ
ル
ヌ
が
ど
う
読
ま
れ
て
い
た
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル

ヌ
の
作
品
が
多
く
の
読
者
を
得
た
の
は
確
か
だ
が
、
個
々
の
作
品
を
み
れ
ば

帝
国
主
義
の
心
性
が
濃
厚
な
も
の
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
、
よ
く
読
ま
れ
た

も
の
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
、
落
差
は
当
然
あ
ろ
う
。
本
書
で
は
そ
う
し

た
「
温
度
差
」
を
捨
象
し
て
、
す
べ
て
を
同
列
に
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、
植

民
地
拡
張
に
関
す
る
記
述
が
ど
う
受
け
取
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

読
者
は
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
小
説
に
、
植
民
地
を
称
揚
す
る
内
容
を
求
め
た
の
で
は

あ
る
ま
い
。
物
語
の
面
白
さ
の
陰
に
、
植
民
地
を
め
ぐ
る
記
述
が
薄
い
印
象

し
か
残
さ
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
「
無
意
識
の
帝
国
意
識
」
が
読
め

る
と
結
論
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
単
に
物
語
の
展
開
そ
の
も
の
を
好
ん
だ
と

151 （151）



み
る
の
か
。
評
者
と
し
て
は
「
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
と
し
て
の
ヴ
ェ
ル
ヌ
像
に

関
心
が
あ
る
が
、
同
じ
人
種
差
別
一
つ
を
取
っ
て
も
、
「
劣
等
人
種
に
汚
染

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

さ
れ
る
」
と
い
う
恐
怖
か
ら
、
植
民
地
化
に
反
対
す
る
主
張
も
あ
っ
た
の
だ
。

以
上
は
小
説
を
素
材
と
す
る
さ
い
に
つ
ね
に
付
随
す
る
性
質
の
問
題
で
あ
ろ

う
が
、
評
者
と
し
て
は
改
め
て
心
性
史
の
微
妙
な
側
颪
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

ら
れ
た
。

　
次
に
帝
国
意
識
と
い
う
言
葉
の
含
む
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
に
触
れ

た
木
畑
氏
の
『
支
配
の
代
償
』
で
は
、
帝
国
意
識
の
一
要
素
と
し
て
「
帝
国

の
一
体
性
」
を
重
視
す
る
姿
勢
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
同
書
、
二
七
五
一
六

頁
）
。
フ
ラ
ン
ス
史
で
は
、
「
帝
国
の
一
体
性
」
は
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
認
識
さ

れ
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
作
品
に
は
そ
れ
が
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
。
広
く
帝

国
主
義
文
化
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
意
図
か
ら
す
れ
ば
細
か
い
こ
と

に
も
思
わ
れ
る
が
、
「
帝
国
」
意
識
と
い
う
以
上
こ
の
点
が
気
に
な
っ
た
。

と
く
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
帝
国
主
義
時
代
の
初
期
は
、
第
三
共
和
政
政
府

が
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
の
「
国
民
意
識
」
の
醸
成
を
図
っ
た
時
期
に
符
合
し

て
い
る
。
裏
を
返
せ
ば
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
は
十
分
な
「
国

民
意
識
」
が
い
ま
だ
欠
如
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の

な
か
で
も
、
す
で
に
植
民
地
の
宣
伝
は
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
を
通
じ
て
行
な
わ

れ
て
い
っ
た
。
い
わ
ば
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
意
識
」
と
「
帝
国
民
意
識
」
が
、

同
時
並
行
的
に
創
設
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
時
代
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
結
果
的
に
は
、
植
民
地
の
現
実
的
な
拡
張
や
国
際
情
勢
の
変
化
を
背
黒

に
「
帝
国
の
一
体
性
」
と
い
う
意
識
は
急
速
に
培
わ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
が

そ
の
「
中
心
」
に
あ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
「
帝
国
意
識
」
の
根
本
的
概
念
が

根
を
お
ろ
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
は
い
え
「
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
帝
国
」
と
い
う
言
葉
自
体
、
一
八
八
○
年

代
以
降
の
急
速
な
領
土
拡
張
の
結
果
、
一
八
九
〇
年
か
ら
使
わ
れ
始
め
る
に

　
　
　
⑫

す
ぎ
な
い
。
言
葉
の
不
在
は
実
態
が
な
い
こ
と
と
同
義
で
は
な
い
が
、
や
は

り
「
帝
国
の
　
体
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
分
析
も
、
帝
国
意
識
の
変
遷
史

を
深
め
る
上
で
要
請
さ
れ
て
い
く
課
題
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
意
昧
か
ら

も
、
必
ず
し
も
年
代
順
に
追
う
こ
と
が
適
切
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
「
フ

ラ
ン
ス
植
民
地
帝
国
」
形
成
以
前
の
…
九
世
紀
半
ば
か
ら
小
説
家
と
し
て
活

躍
し
て
い
た
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
戸
口
㎜
を
す
べ
て
同
じ
重
さ
で
扱
う
こ
と
に
、
や
や

違
和
感
を
覚
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

四
、
日
本
人
と
し
て
ヴ
ェ
ル
ヌ
を
読
む

　
第
四
に
、
本
書
「
お
わ
り
に
」
に
は
「
日
本
人
と
し
て
ヴ
ェ
ル
ヌ
を
読
む
」

と
い
う
副
題
が
あ
る
。
著
者
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
フ
ラ
ン
ス
人
の
差
別
意
識
は
、

日
本
人
と
い
う
帰
属
意
識
を
も
つ
人
間
が
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
に
対
し
て
も

つ
差
別
意
識
と
、
多
く
の
共
通
項
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
三
〇
〇
頁
）
。

フ
ラ
ン
ス
の
「
文
明
化
の
使
命
」
論
は
、
日
本
で
は
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
で

あ
っ
た
（
一
九
八
頁
）
と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
し
こ
う
し
た
タ
イ
ト
ル
を
掲

げ
る
以
上
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
が
日
本
を
ど
う
猫
い
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
日
本
人

が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
小
説
を
受
容
し
て
き
た
か
、
と
い
う

点
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
臼
本
人
の
異
文
化

に
対
す
る
ま
な
ざ
し
、
あ
る
い
は
心
性
を
み
る
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
だ
。

　
と
り
わ
け
注
意
し
た
い
の
は
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
が
日
本
で
も
大
き
な
人
気
を
博

し
た
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
に
表
れ
る
人
種
差
別
主
義
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心

主
義
が
、
あ
る
程
度
は
そ
の
ま
ま
受
容
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
評
者
自
身
の
指
摘
し
た
作
口
㎜
の
読
ま
れ
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評ゼ廷

訓

話
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
と
は
い
え
明
治
以
後
の
日
本
は
、
「
進
歩
し
た
地

域
」
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
目
標
と
し
、
ま
さ
に
脱
亜
入
欧
を
掲
げ
て
「
近

代
化
1
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
化
」
に
一
路
遮
書
し
て
き
た
。
当
時
か
ら
そ
う
し

た
思
想
に
批
判
的
な
人
び
と
は
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
一
方
で
「
進
ん
だ
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
つ
「
遅
れ
た
」
地
域
へ
の
差
別
意
識
や
優
越
意
識
を
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
立
っ
て
共
有
す
る
こ
と
に
さ
し
た
る
疑
問
を

感
じ
な
か
っ
た
日
本
人
も
、
少
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
の
分
析
対
象
は
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
で
あ
り
、
日
本
は
本
書
で
は
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
八
○
日
間
枇
界
一
周
』
に
は
横
浜
が
舞
台
と
し

て
登
場
し
て
い
る
。
ご
く
大
ま
か
に
言
え
ば
、
そ
の
記
述
は
主
に
日
本
の
風

俗
の
紹
介
で
あ
り
、
異
文
化
に
対
す
る
好
奇
心
に
満
ち
た
ま
な
ざ
し
で
あ
る

（
田
辺
貞
之
助
訳
、
集
英
社
、
一
九
六
七
年
夏
、
一
五
二
一
六
五
頁
）
。
そ

れ
は
た
と
え
ば
ア
フ
リ
カ
の
土
地
や
人
へ
の
視
線
と
は
、
基
本
的
に
異
な
っ

て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
は
む
し
ろ
、
資
本
人
読
者
が
自
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

の
立
場
に
立
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
小
説
を
読
む
こ
と
を
容
易
に
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
い
う
な
れ
ば
日
本
人
読
者
の
多
く
は
、
た
や
す
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系

の
登
場
人
物
に
自
己
同
一
化
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
日
本
が
西
欧
の
文
物

を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
「
文
明
開
化
」
を
唱
え
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

「
シ
ナ
や
日
本
と
い
う
途
方
も
な
い
国
を
あ
と
に
し
て
、
文
明
の
世
界
へ
帰

っ
て
行
く
の
だ
」
（
同
、
一
六
五
頁
）
と
い
う
登
揚
人
物
の
言
葉
が
、
日
本
で

必
ず
し
も
侮
蔑
的
に
感
じ
ら
れ
た
と
は
言
え
ま
い
。
そ
れ
は
ひ
い
て
は
「
名

誉
白
人
」
と
い
う
呼
称
を
あ
り
が
た
が
る
日
本
人
の
心
性
に
つ
な
が
る
も
の

で
あ
り
、
そ
う
し
た
姿
勢
こ
そ
が
、
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
人
蔑
視
を
生
み
出

す
土
壌
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
日
本
で
も
ヴ
ェ
ル
ヌ

晶
晶
を
一
面
的
に
し
か
読
ん
で
こ
な
か
っ
た
こ
と
密
体
に
大
き
な
問
題
が
あ

る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
見
落
と
し
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
み

な
ら
ず
、
今
後
日
本
人
の
「
帝
国
意
識
」
を
み
る
上
で
改
め
て
検
討
す
べ
き

課
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
人
と
し
て
ヴ
ェ
ル
ヌ
を
読

む
こ
と
に
は
「
人
の
ふ
り
み
て
我
が
ふ
り
…
…
」
（
三
〇
〇
頁
）
以
上
の
も

の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
書
は
、
全
ヴ
ェ
ル
ヌ
作
品
の
分
析
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
日

本
人
が
無
自
覚
な
ま
ま
に
抱
い
て
い
た
差
別
的
な
ま
な
ざ
し
、
あ
る
い
は
卑

屈
さ
に
注
意
を
促
す
役
割
を
果
た
し
た
。
今
後
の
植
民
地
研
究
に
お
い
て
も
、

本
書
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
な
る
が
、
一
九
九
五
年
一
二
月
一
〇
日
に
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
研
究

会
で
本
書
の
合
評
会
が
あ
っ
た
。
評
者
は
出
席
で
き
な
か
っ
た
上
、
そ
れ
を

ま
と
め
た
も
の
に
も
目
を
通
す
機
会
を
得
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
思
わ
ぬ

読
み
違
い
な
ど
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
い
た
だ
げ
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

①
　
『
フ
ラ
ン
ス
便
り
』
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
、
一
九
九
五
年
五
月
、
二
〇
頁
。

②
　
富
田
仁
『
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
と
日
本
』
林
書
房
、
一
九
入
四
年
、
七
頁
。

③
　
た
と
え
ば
服
部
春
彦
『
フ
ラ
ン
ス
近
代
貿
易
の
生
成
と
展
開
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

　
房
、
一
九
九
二
年
、
二
上
康
男
『
フ
ラ
ン
ス
帝
國
主
義
と
ア
ジ
ア
ー
イ
ソ
ド
シ

　
ナ
銀
行
史
研
究
一
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
な
ど
。

④
　
古
屋
健
三
「
光
と
晴
間
」
『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
九
七
年
、
五
月
号
、
一
〇
五
頁
。

⑤
　
た
と
え
ば
江
種
満
子
・
闘
礼
子
他
『
男
性
作
家
を
読
む
』
新
語
社
、
一
九
九
四

　
年
、
な
ど
。

⑥
甘
雪
0
9
。
。
器
雲
き
q
ミ
恕
偽
、
ミ
軸
営
ミ
喧
ミ
譜
》
N
恥
物
刷
、
ミ
謹
噂
勺
鷺
蟄

　
竃
p
。
。
℃
醇
9
お
謡
．
ま
た
竃
p
ユ
？
自
色
ゆ
コ
①
誕
戸
お
酔
、
卜
、
ミ
亀
。
疑
恥
魯
二
戸
意
図
羽

153 （153）



　
嚢
馬
ミ
ミ
ミ
9
§
籍
＄
”
騎
同
旨
執
防
ミ
隠
。
ミ
ミ
こ
§
辱
匙
塁
藩
§
♪
憎
賃
一
。
・
、
呂
ぎ
9
ρ
a
b

　
お
鳶
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
作
品
に
み
ら
れ
る
国
民
概
念
や
国
晟
性
・
国
民
感

　
情
〔
ナ
シ
コ
ナ
リ
テ
〕
を
、
年
代
順
に
分
析
し
た
研
究
書
も
あ
る
。

⑦
教
育
（
教
科
書
）
に
み
ら
れ
る
植
民
地
問
題
に
つ
い
て
は
、
U
o
巨
巳
ρ
F
δ

　
窪
き
α
q
藍
島
＄
～
卜
強
弓
ミ
男
湯
戚
．
跨
ミ
恥
§
智
沁
愚
さ
、
鳶
§
N
。
。
N
O
よ
ミ
さ
勺
母
β

　
い
⑦
ω
唄
o
o
ヨ
。
器
、
お
お
．
ま
た
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
教
科
磐
に
み
る
植
民
地

　
問
題
」
『
館
田
史
苑
』
第
三
五
号
、
　
九
九
〇
年
二
月
。

⑧
和
市
保
彦
「
夢
想
家
ヴ
ェ
ル
ヌ
ー
t
そ
の
生
涯
と
作
品
」
前
掲
『
ユ
リ
イ
カ
』

　
八
四
頁
。

⑨
≦
三
思
ヨ
ω
．
O
o
冨
P
卜
鴇
≧
。
馬
誘
軋
§
恥
壽
惹
鷺
ミ
§
恥
b
σ
ミ
↓
§
鱒
N
捷
O
I

　
嵩
恥
O
（
耳
監
理
け
O
①
一
、
塁
σ
q
巨
‘
。
）
い
勺
鷲
β
Ω
巴
＝
旨
胃
9
一
り
Q
。
お
℃
．
。
。
①
一
．

⑩
富
田
前
掲
書
、
第
二
部
第
一
章
「
矢
野
龍
渓
『
浮
城
物
語
』
」
。

＠
O
。
ぎ
㌍
§
●
ミ
こ
℃
■
ω
①
O
．

⑫
潤
声
竃
占
奪
触
卜
嚢
耐
§
糺
恥
旨
ミ
§
馴
砺
§
§
智
ミ
精
ミ
肋
♪
雰
膏
悌
o
p
ぎ
N
」

　
お
。
。
Q
。
い
℃
■
一
ま
・

　
　
（
A
5
版
　
四
二
〇
＋
二
六
頁
　
一
九
九
五
年
七
月
　
山
川
出
版
社
　
五
三
〇

　
　
　
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
鈴
麗
国
際
大
学
畿
師
　
名
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