
都
市
に
お
け
る
移
住
者
と
文
化
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t
一
九
世
紀
パ
リ
に
お
け
る
地
方
出
身
者
の
事
例
t

長

井

申イ

仁

門
要
約
】
　
パ
リ
は
一
九
世
紀
に
入
る
と
百
年
で
五
倍
超
と
い
う
急
激
な
人
口
増
を
経
験
す
る
が
、
増
加
の
大
半
は
地
方
か
ら
の
人
口
流
入
に
よ
る
も
の
だ

っ
た
。
入
口
流
入
は
そ
れ
自
体
で
多
く
の
問
題
を
生
み
出
す
が
、
他
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
一
九
世
紀
を
通
じ
て
言
語
的
・
文
化
的
な
多
様
性
を
色
濃
く
残

し
て
お
り
、
そ
れ
は
パ
リ
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
移
住
者
た
ち
が
番
語
的
・
文
化
的
特
性
を
ど
れ
ほ
ど
有
し
て
い
た
の
か
、
そ

の
結
果
パ
リ
が
い
か
な
る
都
市
社
会
で
あ
っ
た
の
か
を
総
体
的
に
測
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
認
識
や
活
動
を
通
じ
て
迫
っ
た
。
研
究
の
結
果
、
パ
リ
大
司
教
座
は
地
方
出
身
者
の
処
遇
や
特
性
に
注
意
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
地
方

出
身
者
を
対
象
と
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
団
体
は
、
困
窮
者
の
扶
助
を
活
動
の
中
心
に
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
地
方
か
ら
の

移
住
者
に
は
目
立
っ
た
特
性
が
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
彼
ら
の
特
性
が
さ
し
て
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
、
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
五
巻
㎜
号
　
二
〇
【
二
年
【
月

第
㎜
章
問
題
の
所
在

現
在
の
世
界
で
は
、
都
市
は
民
族
性
（
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
）
と
本
質
的
に
関
連
す
る
場
で
あ
る
と
い
え
る
。
民
族
性
は
都
市

を
場
と
し
て
発
現
す
る
こ
と
が
多
い
し
、
都
市
問
題
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
し
ば
し
ば
民
族
性
に
か
か
わ
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
歴
史
研
究
に
も
反
映
さ
れ
る
。
都
市
史
研
究
に
と
っ
て
、
異
な
る
出
自
や
特
性
を
持
つ
集
団
が
都
市
に
お
い
て
い
か
に
共
存
し
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て
き
た
の
か
を
み
る
こ
と
は
、
重
要
な
主
題
を
構
成
す
る
。
こ
の
点
を
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
都
市
の
状
況
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
研
究
の
動
向
に
即
し

て
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
都
市
の
都
市
た
る
ゆ
え
ん
は
人
口
の
集
積
に
あ
る
た
め
、
都
市
史
研
究
に
と
っ
て
人
口
動
態
は
つ
ね
に
中
心
的
な
テ
ー
マ
を
な
し
て
き
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
近
現
代
の
都
市
史
研
究
が
イ
ギ
リ
ス
な
ど
に
比
べ
立
ち
後
れ
気
味
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
な
か
で
も
都
市
人
口
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
界
が
歴
史
人
口
学
を
切
り
開
い
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
は
や
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
主
た
る
対
象
の
ひ
と

つ
が
、
首
都
パ
リ
で
あ
る
。

　
パ
リ
は
、
＝
ハ
世
紀
前
半
に
は
す
で
に
二
〇
万
を
超
え
る
人
口
を
擁
し
、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
屈
指
の
規
模
の
都
市
で
あ
っ
た
が
、
一
九
世
紀

に
入
る
と
急
激
な
膨
張
を
経
験
し
た
。
一
八
〇
一
年
に
五
四
・
六
万
だ
っ
た
人
口
は
、
百
年
後
の
一
九
〇
～
年
に
は
じ
つ
に
二
七
　
万
に
達
す

る
。
い
わ
ゆ
る
パ
リ
改
造
に
と
も
な
い
一
八
六
一
年
に
市
域
が
三
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
七
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
へ
と
拡
大
し
た
が
、

以
後
の
四
〇
年
だ
け
で
も
増
加
分
は
～
○
○
万
人
を
超
え
て
い
る
。

　
一
九
世
紀
パ
リ
の
人
口
増
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
ル
イ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
の
古
典
的
研
究
が
い
ま
も
基
礎
文
献
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

急
激
な
膨
張
が
都
市
問
題
や
社
会
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
さ
ま
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
パ
リ
改
造
に
よ
り
都
市
基
盤
が
あ

る
程
度
整
備
さ
れ
る
ま
で
は
、
問
題
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
一
八
四
〇
年
前
後
を
中
心
に
、
多
く
の
医
師
や
公
衆
衛
生
の
専
門
家
が
、
貧
困
、
不

衛
生
、
飲
酒
、
犯
罪
な
ど
工
業
化
や
都
市
化
と
軌
を
一
に
し
て
生
ま
れ
る
諸
問
題
に
強
い
関
心
を
寄
せ
、
詳
細
な
観
察
記
録
を
作
成
、
公
表
し

た
。
彼
ら
「
社
会
観
察
者
」
は
、
身
体
お
よ
び
環
境
上
の
清
潔
・
不
清
潔
さ
と
、
道
徳
的
な
意
味
で
の
健
全
・
不
健
全
さ
と
を
結
び
つ
け
て
考

え
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
民
衆
層
に
属
す
る
人
び
と
は
、
と
も
す
れ
ば
「
危
険
な
階
級
」
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
人
口
増
が
都
市
問
題
や
社
会
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
構
成
を
考
慮
す
れ

ば
、
別
の
問
題
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
、
異
な
る
出
自
や
特
性
を

持
つ
集
団
の
共
生
に
か
か
わ
る
も
の
で
も
あ
る
。
以
下
に
、
こ
の
点
を
説
明
し
て
お
く
。
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一
九
世
紀
の
パ
リ
が
経
験
し
た
人
口
増
は
、
そ
の
大
半
が
域
外
か
ら
の
人
口
流
入
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
一
八
一
ニ
ー
一
八
九
〇
年
の
人
口

増
の
内
訳
は
、
自
然
増
す
な
わ
ち
出
生
に
よ
る
も
の
が
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
社
会
増
す
な
わ
ち
人
口
流
入
に
よ
る
も
の
が
六
四
パ
ー
セ
ン
ト
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

市
域
拡
大
に
よ
る
も
の
が
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
後
半
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
自
然
増
が
八
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
圧
倒
的
な
割
合

を
占
め
て
い
た
か
ら
、
パ
リ
で
は
人
口
流
入
が
い
か
に
顕
著
だ
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
。

　
パ
リ
へ
の
移
住
者
に
は
外
国
人
も
い
た
が
、
大
部
分
を
占
め
て
い
た
の
は
地
方
か
ら
上
京
し
て
き
た
人
び
と
で
あ
っ
た
。
パ
リ
の
住
民
の
う

ち
、
セ
ー
ヌ
県
（
パ
リ
を
含
む
県
）
を
除
く
諸
県
出
身
者
　
　
本
稿
で
は
、
同
時
代
の
呼
称
で
も
あ
っ
た
「
地
方
出
身
者
罎
。
＜
β
o
富
黄
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

う
語
を
用
い
る
　
　
は
、
　
～
八
三
三
年
時
点
で
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
　
一
八
九
六
年
に
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
た
。

　
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
、
地
方
出
身
者
の
こ
の
よ
う
な
多
さ
は
、
た
ん
に
中
央
の
対
称
と
し
て
の
地
方
、
あ
る
い
は
都
市
部
の
反

対
と
し
て
の
農
村
部
が
、
パ
リ
社
会
に
多
く
代
表
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

　
周
知
の
通
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
的
な
い
し
文
化
的
な
多
様
性
は
、
ほ
ぼ
一
九
世
紀
を
通
じ
て
き
わ
め
て
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で

数
少
な
い
公
式
調
査
の
ひ
と
つ
、
　
八
六
三
年
に
公
教
育
相
デ
ュ
リ
ュ
イ
が
お
こ
な
わ
せ
た
一
蕎
語
調
査
に
よ
れ
ば
、
南
仏
の
多
く
の
県
で
は
、

人
口
の
大
半
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
さ
ず
、
ア
リ
エ
ー
ジ
ュ
県
で
は
そ
の
割
合
が
九
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
ア
ヴ
ェ
ロ
ン
、
ジ
ェ
ル
ス
、
ヴ
ァ
ー
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

各
県
で
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
県
で
は
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
や
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
語
な
ど
、
総
じ
て
オ
ッ
ク
語
と

よ
ば
れ
る
言
語
が
日
常
語
で
あ
っ
た
。
オ
ッ
ク
語
は
、
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
語
が
属
す
る
オ
イ
ル
語
と
同
じ
く
、
西
ロ
マ
ン
ス
語
群
に
区
分
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

れ
る
も
の
の
、
オ
イ
ル
語
ひ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
語
と
は
異
な
る
言
語
で
あ
る
。

　
そ
の
オ
ッ
ク
語
圏
で
は
、
一
九
世
紀
半
ば
、
タ
ル
ン
県
の
視
学
官
の
報
告
に
「
判
事
に
と
っ
て
は
証
言
を
集
め
る
に
も
尋
問
を
す
る
に
も
、

　
　
　
　
　
　
バ
ト
ワ

悲
し
い
こ
と
に
方
言
が
必
要
だ
。
ま
た
、
神
父
様
方
も
、
方
言
で
説
教
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
に
寛
容
に
思
え
る
。
〔
鵜
島
ア
ル
ビ
の
〕
壮
麗
な
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ン
ト
ー
ー
セ
シ
ル
司
教
座
聖
堂
で
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
ミ
サ
で
さ
え
、
方
言
の
場
合
が
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
い
っ
ぽ
う
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
フ
ィ
ニ
ス
テ
ー
ル
県
で
は
、
ケ
ル
ト
系
の
ブ
ル
ト
ン
語
が
日
常
語
で
あ
り
、
二
〇
世
紀
初
頭
で
も
、
す
な
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わ
ち
初
等
教
育
を
義
務
化
し
た
フ
ェ
リ
ー
法
制
定
か
ら
二
〇
年
を
経
て
も
、
成
年
の
半
数
以
上
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
基
本
的
な
表
現
さ
え
わ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ず
、
子
ど
も
の
多
く
は
小
学
校
入
学
時
点
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
い
っ
さ
い
知
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
薗
－
参
照
】
。

　
フ
ラ
ン
ス
が
ほ
ぼ
一
九
世
紀
を
通
じ
て
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
人
ロ
増
加
分
の
ほ
と
ん
ど
を
地
方
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た

パ
リ
が
、
均
質
な
都
市
社
会
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
あ
る
い
は
、
パ
リ
が
か
り
に
「
増
渦
」
と
し
て
、
人
び
と
の
文
化
的
な
差
異
を
し
だ

い
に
消
し
て
い
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
進
行
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
。

　
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
十
分
に
注
目
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
が
た
い
。

　
そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
学
界
で
は
、
都
市
に
お
け
る
移
住
者
の
研
究
は
多
い
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
九
九
八
年
に
刊
行
さ
れ

た
バ
ク
ー
シ
ュ
編
『
フ
ラ
ン
ス
都
市
史
（
中
世
～
二
〇
世
紀
）
　
　
文
献
～
覧
、
一
九
六
五
～
一
九
九
六
　
　
』
は
、
計
三
一
六
七
の
文
献
を
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

げ
て
い
る
が
、
近
世
末
期
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
都
市
に
お
け
る
移
住
者
を
扱
っ
た
研
究
は
、
多
く
見
積
も
っ
て
も
七
〇
に
満
た
な
い
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
、
一
九
世
紀
パ
リ
史
研
究
を
牽
引
す
る
フ
ォ
ー
ル
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
多
く
の
地
方
出
身
者
や
外
国
人
が
、
食
習
慣
、
信

仰
、
ふ
る
ま
い
な
ど
生
ま
れ
持
っ
た
文
化
の
～
部
を
保
ち
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
か
ん
す
る
わ
れ
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ト
ワ

の
知
識
は
ま
だ
少
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
パ
リ
に
お
け
る
地
域
雪
語
、
す
な
わ
ち
『
方
雷
』
の
使
用
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
何
も
わ
か
っ
て

　
　
⑩

い
な
い
。
」

　
実
際
に
は
、
地
方
出
身
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
は
、
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
「
地
方
文
化
」
を
称
揚
す

る
時
代
の
風
潮
も
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
地
方
出
身
者
の
共
同
体
や
共
同
性
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
パ
リ
へ
の
移
住
者
の
歴
史
に
つ
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

比
較
的
さ
か
ん
に
研
究
が
な
さ
れ
た
。
だ
が
、
フ
ォ
ー
ル
も
述
べ
る
と
お
り
、
そ
れ
ら
の
研
究
で
は
言
語
の
使
用
は
ほ
と
ん
ど
対
象
に
な
っ
て

い
な
晦
・
し
か
も
・
基
本
的
に
は
個
別
事
例
の
研
究
で
あ
り
・
論
証
の
過
程
や
結
論
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
さ
ま
ざ
ま
に
し
て
も
・
結
局
は
移
住
者

の
個
性
を
強
調
し
て
終
わ
り
が
ち
で
あ
る
。
特
定
の
集
団
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
内
在
的
に
理
解
を
深
め
て
い
け
ば
、
お
の
ず
と
特
殊

性
が
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
全
体
の
な
か
で
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
は
解
決
し
な
い
。
個
別
事
例
の
集
積
を
具
体
的
な
歴
史
像

181 （181）



e

織。．瀞

撫

■フランス語が日常的に話されない市町村がすべて，もしくは

　　大半を占める。

圓フランス語が日常的に話されない市町村が半数を超える。

ロフランス語が日常的に話されない市町村が相当ある。

囮フランス語が日常的に話されない市町村がまとまって存在する。

團方言の存在が指摘されている。

蟹明確に判断できない。

　　図1　フランス語以外の言語が日常的に用いられている県（1863年）

出典：谷川稔・渡辺和行編『近代フランスの歴史』ミネルヴァ書房、2006年、157頁。
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に
結
び
つ
け
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
未
だ
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
総
体
的
把
握
の
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
注
目
し
、
そ
の
認
識
と
活
動
を
調
査
す
る
も
の
で
あ

る
。
教
会
に
注
目
す
る
の
は
、
そ
れ
が
近
代
フ
ラ
ン
ス
史
に
お
い
て
は
言
語
的
・
文
化
的
多
様
性
の
擁
護
者
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　
近
代
フ
ラ
ン
ス
史
を
貫
く
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
軸
の
ひ
と
つ
に
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
共
和
主
義
の
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
、
谷
川
稔
の
著
作
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

っ
て
、
い
ま
や
歴
史
像
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
革
命
は
普
遍
性
を
志
向
し
、
そ
の
な
か
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
「
理
性
の
常
語
」
と
し
て
広
め
よ

う
と
し
た
が
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
「
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
雷
語
漏
と
も
よ
ば
れ
た
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
と
っ
て
は
革
命
と
結
び
つ

い
た
存
在
で
あ
っ
た
。
地
域
や
教
区
に
よ
る
差
異
は
あ
る
し
、
司
教
と
教
区
司
祭
と
で
対
応
は
異
な
る
に
し
て
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

九
世
紀
半
ば
、
民
衆
の
宗
教
性
を
取
り
込
も
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
地
域
語
や
地
域
文
化
の
側
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
認
識
や
活
動
は
、
地
方
出
身
者
の
特
性
を
検
知
す
る
視
点
に
な
り
う
る
。
さ
ら
に
、
教
会
が
移
住
者
の
「
受

け
皿
」
と
し
て
い
か
に
機
能
し
、
彼
ら
の
都
市
社
会
へ
の
統
合
を
い
か
に
助
け
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
も
、
都
市
史
研
究
に
と
っ
て
大
き
な

意
味
を
持
つ
と
い
え
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
お
よ
び
視
点
か
ら
の
研
究
は
少
な
い
。
都
市
史
研
究
は
、
近
代
に
つ
い
て
は
宗
教
や
教
会
を
主
た
る
対
象
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

す
る
こ
と
が
ま
れ
で
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
宗
教
史
砥
究
の
側
で
は
、
近
代
都
市
へ
の
関
心
は
伝
統
的
に
強
い
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
近
年

で
は
、
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
司
教
区
に
つ
い
て
包
括
的
な
研
究
を
お
こ
な
っ
た
ブ
ド
ン
の
著
作
の
ほ
か
、
都
市
と
宗
教
の
関
係
を
問
う
論
集
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
く
つ
か
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
移
住
や
移
住
者
を
め
ぐ
る
教
会
の
姿
勢
や
活
動
に
光
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ

ま
で
の
研
究
は
多
く
の
場
合
、
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
団
体
に
つ
い
て
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
い
う
形
を
と
り
、
し
か
も
言
語
の
問
題
を
正
面
か

ら
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
少
な
い
。

　
以
下
の
本
稿
で
は
、
関
連
す
る
研
究
の
成
果
の
ほ
か
、
同
時
代
の
証
言
、
パ
リ
大
司
教
座
文
書
館
所
蔵
の
文
書
な
ど
を
も
と
に
し
て
、
で
き
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る
限
り
パ
リ
全
体
を
視
野
に
収
め
つ
つ
論
を
進
め
た
い
。
そ
の
際
、
と
く
に
注
目
す
る
の
が
、
地
方
出
身
者
な
ど
移
住
者
に
対
す
る
援
助
や
、

彼
ら
の
交
流
を
目
的
と
し
た
諸
団
体
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
総
じ
て
「
同
郷
会
」
と
よ
ぶ
。
構
成
と
し
て
は
、
つ
づ
く
第
二
章
で
パ
リ
へ

の
移
住
者
に
つ
い
て
概
観
し
た
の
ち
、
第
三
章
で
同
郷
会
の
全
体
像
を
提
示
し
、
第
四
章
で
、
同
郷
会
の
う
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
関
係
し
て

い
た
団
体
の
事
例
を
検
討
す
る
。
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①
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卜
織
O
ミ
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ミ
鴨

　
ミ
ミ
俺
磧
、
器
欝
織
鴨
象
謡
物
ミ
へ
議
鴇
§
、
魯
℃
鴛
す
く
籠
①
α
①
℃
鋤
ユ
ω
¶
6
刈
①
一

　
肉
㌧
、
ミ
o
N
誌
皆
誉
M
竜
ミ
器
¶
く
。
門
δ
．
路
。
．
b
o
旧
H
O
O
o
ρ
5
⊆
ヨ
Φ
同
。
。
。
O
σ
四
目
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勺
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。
＜
ぎ
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一
p
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郁
×

　
簿
0
8
＜
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ω
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貿
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穐
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墜
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題
恥
8
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融
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職
、
ミ
岱
§
ミ
ミ
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S
へ
ト
帖
ミ
。
器
ミ
豪
語
～
爲
↓
さ
鋳
隷
ミ
“
勘
愚
N
ヘ
ミ
ミ
鮎
へ
魯
記
田
。
α
q
①
ω
喝
℃
¢
U
同
竃
、
ω
．
α
．
（
ρ

　
H
8
0
）
．

⑫
オ
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
出
身
者
に
つ
い
て
詳
細
な
著
書
を
残
し
た
レ
ゾ
ン
随
ジ
ユ

　
ル
ド
も
、
カ
ン
タ
ル
県
出
身
の
水
運
び
人
は
フ
ラ
ン
ス
譜
を
学
ぶ
だ
け
で
数
ヶ
月

第
二
章
パ
リ
へ
の
移
住
者

　
を
費
や
す
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
点
を
ほ
と
ん
ど
考
察
せ
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
。

　
渕
鉱
ω
o
ロ
山
。
己
乙
ρ
9
．
9
外
噂
b
」
ω
．

⑬
谷
川
稔
『
十
字
架
と
三
色
旗

も
う
ひ
と
つ
の
近
代
フ
ラ
ン
ス
　
』
山
辮

　
出
版
社
、
～
九
九
七
年
。

⑭
9
0
ぞ
団
（
Ω
曾
胃
α
）
噂
動
農
一
〇
墨
｝
す
ヨ
Φ
卑
号
お
⑩
＄
9
0
一
δ
話
窪
×
H
×
。

　
ω
δ
甑
①
》
礼
ミ
O
鑓
ω
＼
鳳
く
Φ
戸
山
r
魯
．
姦
臣
℃
唱
」
Q
◎
刈
l
N
O
ご
い
騨
鐸
冨
節
《
（
ζ
震
。
鉱
）
¶

　
卜
偽
b
σ
§
》
誌
壁
鴨
．
卜
驚
気
偽
黛
謎
ヘ
ミ
、
§
へ
霞
℃
魯
、
鴨
．
℃
錠
ジ
》
¢
σ
δ
「
．
一
㊤
○
。
①
．
ほ

　
か
、
ピ
曽
げ
q
み
Φ
（
ζ
同
房
巴
．
島
罫
卜
霧
寒
、
隷
誌
栽
軸
貯
誉
匹
首
魁
喧
§
Q
こ
§
お
、
へ
携

　
＼
甜
ご
ミ
ミ
題
．
勾
㊦
5
昌
①
ω
・
℃
¢
力
甲
一
〇
㊤
仰

⑮
先
に
挙
げ
た
バ
ク
ー
シ
ュ
に
よ
る
文
献
纈
録
で
は
、
宗
教
は
独
立
し
た
項
目
で

　
は
な
く
「
日
常
生
活
」
と
ひ
と
ま
と
め
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
革
命
期
以
降
の

　
都
市
と
宗
教
に
か
か
わ
る
研
究
は
、
多
く
見
積
も
っ
て
も
こ
〇
繭
後
し
か
な
い
。

⑯
じ
d
。
＆
8
（
冨
8
ロ
Φ
ω
・
9
賢
く
鐸
）
甲
詮
｝
。
§
§
冷
越
N
愚
身
題
§
へ
之
鴨
即
8
ミ
職

　
肉
ミ
驚
誌
’
℃
鴛
圃
ω
．
O
Φ
昼
ト
こ
O
母
一
b
σ
o
無
蔓
（
℃
臨
口
℃
O
①
）
＼
国
コ
。
話
〈
Φ
（
〉
⇔
曾
Φ
）
曜

　
象
野
卜
自
沁
ミ
耐
ご
嵩
§
諺
貯
噂
ミ
魯
b
づ
o
a
鶏
螺
×
．
問
診
自
。
臣
。
。
b
σ
δ
N
ρ
箇
O
O
ω
一

　
じ
σ
o
q
q
o
口
（
冒
B
器
ω
6
露
≦
Φ
N
）
＼
日
冨
冨
ヨ
○
ロ
（
明
奏
9
0
δ
Φ
）
’
α
｝
「
■
■
い
覇

　
G
隷
誌
職
ミ
嵩
織
ミ
窮
貯
覧
鳶
口
．
ζ
○
曇
由
霧
雪
－
〉
蒔
胴
金
’
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瓢
げ
罵
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帥
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コ
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島
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ω
儒
巳
く
興
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ω
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ω
α
Φ
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⊆
Φ
諮
9
α
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餌
く
「
ρ
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①
「
O
露
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。
コ
。
・
（
じ
d
巨
口
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）
＼
霞
。
霞
ω

　
（
じ
d
Φ
讐
国
巳
）
．
9
r
ミ
ミ
笥
肺
竃
N
耐
㌧
§
§
肉
ミ
愚
鴨
ミ
へ
※
§
§
強
鴇
野
ミ

　
ト
黛
9
融
誌
ミ
、
ら
瀞
§
、
融
魯
O
捲
5
0
σ
δ
噂
℃
器
ω
。
。
Φ
ω
口
遅
く
Φ
諺
澤
p
⊃
一
溝
。
ウ
血
Φ
O
N
①
鐸
O
巨
ρ

　
鱒
O
δ
．

本
章
で
は
、
一
九
世
紀
の
パ
リ
に
お
け
る
移
住
者
に
つ
い
て
、
そ
の
数
、
出
自
、
市
内
で
の
居
住
状
況
な
ど
を
確
認
す
る
。
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（一

j
　
移
住
者
の
割
合
と
内
訳

　
パ
リ
へ
の
移
住
者
を
研
究
す
る
際
、
一
九
世
紀
前
半
と
後
半
と
で
は
史
料
の
状
況
が
大
き
く
異
な
る
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
住
民
票
に

相
当
す
る
公
的
記
録
が
な
い
た
め
、
人
口
移
動
に
つ
い
て
は
民
事
籍
簿
お
o
q
鯵
お
の
α
．
Φ
け
讐
9
＜
ロ
、
選
挙
の
有
権
者
名
簿
房
掃
ω
②
Φ
0
8
同
等
Φ
ω
、

国
勢
調
査
屋
。
曾
ω
Φ
ヨ
①
簿
ω
を
史
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
な
る
。
民
事
籍
簿
は
、
個
人
の
出
生
、
婚
姻
、
死
亡
を
記
録
す
る
が
、
そ
の
三
つ

が
別
の
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
同
一
人
物
に
つ
い
て
三
つ
の
関
連
を
調
べ
て
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
は

な
い
。
有
権
者
名
簿
は
、
生
年
月
日
・
出
生
地
な
ど
の
ほ
か
転
出
入
な
ど
も
記
録
し
て
い
る
点
で
貴
重
で
あ
る
が
、
男
性
普
通
選
挙
が
導
入
さ

れ
る
一
八
四
八
年
以
前
の
も
の
は
、
人
口
移
動
の
史
料
と
し
て
は
利
用
で
き
な
い
。
国
勢
調
査
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
八
〇
一
年
か
ら
ほ
ぼ
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

年
ご
と
に
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
県
外
出
身
者
の
統
計
が
公
表
さ
れ
る
の
は
一
八
六
一
年
以
降
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
し
か
も
、
本
稿
が
対
象

と
す
る
パ
リ
に
つ
い
て
は
、
一
八
七
一
年
の
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
火
災
に
よ
っ
て
民
事
籍
簿
の
多
く
が
焼
失
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
世

紀
前
半
の
史
料
は
極
端
に
少
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
統
計
学
者
ベ
ル
チ
ヨ
ン
が
お
こ
な
っ
た
推
計
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
移
住
者
に
つ
い
て
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
い

る
。
彼
は
、
一
八
三
三
年
に
パ
リ
で
死
亡
し
た
二
四
、
八
四
二
名
に
つ
い
て
調
査
を
お
こ
な
い
、
こ
の
う
ち
パ
リ
生
ま
れ
が
一
二
、
三
一
八
名

（
四
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
郊
外
生
ま
れ
が
六
＝
一
名
（
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
こ
こ
で
い
う
郊
外
は
パ
リ
市
を
の
ぞ
く
セ
ー
ヌ
県
）
、
そ
れ
以
外
の
フ
ラ

ン
ス
諸
県
が
一
〇
、
二
一
六
名
（
四
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
算
出
し
た
。
出
身
県
の
分
布
を
み
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
北
部
お
よ
び
東
部
が
相
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

的
に
多
く
、
ほ
か
、
中
央
山
塊
の
リ
ム
ー
ザ
ン
地
方
お
よ
び
オ
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
の
一
部
が
目
立
つ
。
薗
2
】

　
世
紀
後
半
に
つ
い
て
、
一
八
九
一
年
の
国
勢
調
査
の
事
例
を
み
る
と
、
入
口
二
、
四
二
四
、
七
〇
五
睡
中
、
パ
リ
生
ま
れ
が
八
八
三
、
〇
六

〇
名
（
三
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
郊
外
生
ま
れ
が
六
三
、
○
〇
七
丁
目
一
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
地
方
諸
県
生
ま
れ
が
一
、
一
二
九
、
四
六
七
名
（
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

○
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
な
っ
て
お
り
、
パ
リ
生
ま
れ
と
地
方
生
ま
れ
の
比
率
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
出
身
県
は
あ
い
か
わ
ら
ず
北
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　　　　　　　　　　　　　図2　パリの住民の出身県（1833年）

注1数値はパリ住民1．000人あたりの出身者。
出典：Vigier（Philippe），　Paris　pendant　la　Monarchie　de　Juillet，　Paris，　Hachette，　1991，　p．253．

部
・
東
部
が
多
い
も
の
の
、
一
八
三
一
二
年
時
点
に
比

べ
、
中
央
山
塊
お
よ
び
西
部
に
向
け
て
広
が
っ
て
い

る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
【
図
3
】

　
地
方
出
身
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
な
か
で
ど
の

よ
う
な
環
境
に
出
自
を
有
し
て
い
た
の
か
は
、
　
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

世
紀
の
国
勢
調
査
で
は
判
明
し
な
い
。
た
だ
し
、
パ

リ
市
内
北
東
部
の
ベ
ル
ヴ
ィ
ル
地
区
に
つ
い
て
詳
細

な
個
別
研
究
を
残
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
メ
に
よ
れ
ば
、
同

地
区
に
住
む
地
方
出
身
者
の
う
ち
「
農
村
部
自
治

体
」
（
フ
ラ
ン
ス
の
統
計
用
語
で
は
集
住
地
人
口
が
二
千

人
以
下
の
自
治
体
を
指
す
）
に
生
ま
れ
た
者
の
割
合
は
、

一
八
七
二
年
で
三
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
一
〇
年

で
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
フ
ォ
ー
ル

に
よ
れ
ば
、
市
内
北
東
部
の
煉
瓦
工
場
で
は
そ
の
割

合
は
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
西
部
郊
外
ピ
ュ
ト
ー
市
の

自
動
車
工
場
で
は
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
印
刷
工
場
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
。
よ
り
近
年

の
研
究
と
し
て
、
ラ
ト
ク
リ
フ
と
ピ
エ
ッ
ト
に
よ
れ

ば
、
出
身
県
の
人
口
構
成
に
比
べ
て
パ
リ
へ
の
移
住
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注：数値はパリ住民1，000人あたりの出身者（フランス人のみ）。
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者
に
は
都
市
部
出
身
者
が
多
い
傾
向
が
見
ら
れ

　
　
　
⑥

る
と
い
う
。

　
移
住
者
の
性
別
に
関
し
て
は
、
パ
リ
人
口
全

体
に
お
け
る
男
女
比
か
ら
あ
る
程
度
は
推
測
で

き
る
。
パ
リ
の
人
口
に
お
い
て
、
男
性
一
〇
〇

人
に
対
す
る
女
性
の
数
を
み
る
と
、
一
八
三
　

年
に
一
〇
二
・
七
四
だ
っ
た
の
が
、
一
八
四
六

年
に
は
九
三
・
六
一
へ
と
減
少
す
る
が
、
そ
れ

か
ら
一
〇
年
回
の
一
八
五
六
年
に
は
九
九
・
〇

三
に
戻
り
、
一
八
八
六
年
に
は
一
〇
四
・
二
と

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

男
性
を
逆
転
し
て
い
る
。
こ
の
増
減
の
か
な
り

の
部
分
は
移
住
者
の
性
別
を
反
映
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
世
紀
前
半
は

男
性
の
割
合
が
優
勢
で
あ
り
、
後
半
に
な
る
と

逆
に
女
性
の
割
合
が
増
加
傾
向
に
向
か
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
世
紀
後
半
に
住
み
込
み
の
家

政
婦
が
増
え
た
こ
と
も
、
こ
の
傾
向
に
合
致
し

て
い
る
。

188 （188）



都市における移佐者と文化（長井〉

（
二
）
　
パ
リ
市
内
で
の
分
布

　
つ
づ
い
て
、
移
住
者
の
帯
内
で
の
あ
り
方
を
見
て
み
た
い
。

　
ラ
ト
ク
リ
フ
と
ピ
エ
ッ
ト
の
研
究
は
、
　
九
世
紀
前
半
の
パ
リ
で
は
移
住
者
は
お
お
む
ね
市
内
各
所
に
散
住
し
て
お
り
、
出
身
地
に
よ
る
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

住
と
よ
び
う
る
現
象
は
ま
れ
だ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
同
郷
人
ど
う
し
の
結
婚
も
少
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
一
九
世
紀
後

半
か
ら
世
紀
転
換
期
に
か
け
て
の
パ
リ
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ル
シ
と
フ
ォ
ー
ル
を
中
心
と
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
が
徴
兵
文
書
を
体
系
的
に
利
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
た
大
規
模
調
査
を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
も
、
パ
リ
へ
の
移
住
者
の
散
住
お
よ
び
非
同
郷
婚
と
い
う
傾
向
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
他
方
で
、
市
の
内
部
で
も
移
住
が
頻
繁
だ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
世
紀
後
半
に
つ
い
て
は
、
フ
ォ
ー
ル
が
詳
細
な
研

究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
一
八
九
一
年
の
パ
リ
の
有
権
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
約
四
七
万
人
の
う
ち
、
約
八
・
三
万
人
（
一
七
・
七
パ
ー
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ン
ト
）
は
翌
年
に
は
街
区
の
外
に
転
居
し
て
い
た
。
ま
た
、
市
内
南
東
部
の
ナ
シ
オ
ナ
ル
街
に
皿
八
九
六
年
時
点
で
住
ん
で
い
た
七
一
五
人
の

う
ち
、
四
六
九
人
は
　
○
年
以
内
に
区
外
に
、
＝
ハ
七
人
は
区
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
転
居
し
て
い
た
。
十
年
間
い
ち
ど
も
引
っ
越
さ
な
か
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
七
九
人
の
み
だ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
空
間
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
限
り
、
近
代
の
パ
リ
は
、
絶
え
ざ
る
人
口
流
入
に
さ
ら
さ
れ
つ
つ
も
、
モ
ザ
イ
ク
状
の
社
会
に

は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
な
ら
ば
、
移
住
者
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
性
を
捨
て
て
パ
リ
と
い
う
増
渦
に
溶
け
込
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
移
住
者
が
言
語
を
は
じ
め
文
化
的
に
ど
の
よ
う
な
特
性
を
有
し
て
い
た
の
か
は
、
国
勢
調
査
な
ど
の
公
式
調
査
か
ら
は
判

断
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
文
化
的
多
様
性
を
公
式
に
は
認
め
な
い
と
い
う
、
革
命
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
国
家
の
姿
勢
に
よ
る
。
先
に
挙
げ
た
一
八

六
三
年
の
調
査
は
き
わ
め
て
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ン
ス
語
以
外
の
言
語
を
母
語
と
す
る
移
住
者
が
、
移
住
地
で
も
そ
の
特
性
を
維
持
し
た
と
い
う
事
例
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
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ナ
ポ
レ
オ
ン
期
パ
リ
の
地
方
出
身
者
に
つ
い
て
、
作
家
ア
ン
リ
オ
ン
は
次
の
よ
う
な
描
写
を
残
し
て
い
る
。
コ
県
名
か
二
〇
名
ほ
ど
で
徒
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
組
み
、
布
鞄
を
脇
に
抱
え
、
リ
ム
ー
ザ
ン
語
か
オ
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
語
ら
し
き
言
葉
を
話
し
て
い
る
」
。
七
月
王
政
期
、
作
家
ラ
・
ベ
ド
リ
エ
ー

ル
の
記
述
に
は
、
地
方
出
身
者
と
外
国
人
は
同
じ
範
躊
で
認
識
さ
れ
て
い
る
。
「
建
築
労
働
者
は
あ
ら
ゆ
る
地
方
か
ら
や
っ
て
く
る
。
休
み
時

間
に
な
る
と
あ
ら
ゆ
る
方
雷
が
飛
び
交
い
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
の
強
い
ア
ク
セ
ン
ト
、
ロ
レ
ー
ヌ
語
の
引
き
ず
る
よ
う
な
発
音
、
ア
ル
ザ
ス
語

の
耳
障
り
な
言
葉
な
ど
が
聞
こ
え
て
く
る
。
ご
く
最
近
の
こ
と
だ
が
、
ビ
ー
ル
が
好
み
の
味
で
は
な
い
か
ら
と
い
っ
て
パ
リ
の
市
単
工
事
を
辞

め
て
し
ま
っ
た
左
官
が
い
た
（
フ
ラ
ン
ド
ル
人
だ
っ
た
）
。
い
っ
ぽ
う
、
人
夫
の
う
ち
か
な
り
の
者
は
ド
イ
ツ
出
身
だ
。
彼
ら
が
来
て
か
ら
あ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

り
に
も
間
が
な
い
の
で
、
も
っ
と
も
無
知
で
な
い
者
が
工
事
現
場
で
仲
問
の
通
訳
を
務
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
世
紀
後
半
に
な
っ
て
も
、
同
様

の
事
態
は
継
続
七
て
い
た
。
「
（
第
一
三
区
）
ガ
ー
ル
街
区
の
救
貧
周
に
勤
務
す
る
医
師
た
ち
は
、
親
た
ち
が
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
に
子
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

も
に
訳
を
手
伝
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
」

　
し
か
し
な
が
ら
、
移
住
者
た
ち
の
特
性
が
は
た
し
て
ど
の
程
度
存
在
し
、
そ
れ
が
彼
ら
の
パ
リ
社
会
へ
の
統
合
に
い
か
に
影
響
し
て
い
た
の

か
を
定
量
的
に
測
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
注
目
す
る
の
は
、
こ
の
問
題
を
で

き
る
だ
け
包
括
的
に
検
討
す
る
た
め
で
あ
る
。
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都市における移住者と文化（長井）

第
三
章
　
パ
リ
に
お
け
る
岡
郷
会

　
本
章
で
は
、
パ
リ
に
お
け
る
移
住
者
の
あ
り
方
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
同
郷
会
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
概
略
を
提
示
す

る
。　

本
稿
で
い
う
同
郷
会
の
o
q
簿
Φ
の
鳥
．
o
甑
σ
q
ヨ
眩
冨
ω
は
、
字
義
通
り
同
郷
出
身
者
の
組
織
で
あ
る
が
、
そ
の
点
と
、
非
営
利
夏
道
の
民
間
団
体
で

あ
る
と
い
う
点
を
除
け
ば
、
目
的
や
形
態
に
は
幅
が
あ
る
。
行
政
に
認
可
申
請
を
お
こ
な
っ
て
法
人
格
を
取
得
し
た
り
、
公
益
性
9
霞
融

窟
σ
言
器
を
認
定
さ
れ
る
団
体
が
あ
る
一
方
で
、
明
文
化
さ
れ
た
規
約
を
持
た
ず
、
も
っ
ぱ
ら
会
員
同
士
の
親
睦
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

す
る
団
体
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
郷
会
の
数
や
規
模
、
さ
ら
に
は
活
動
を
網
羅
的
に
示
す
よ
う
な
史
料
は
、
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
。
こ
こ
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で
は
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
の
ほ
か
、
同
時
代
の
証
言
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
の
粗
描
を
試
み
る
。

　
同
郷
会
が
明
確
な
か
た
ち
で
現
わ
れ
る
の
は
、
一
九
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
前
に
も
パ
リ
の
よ
う
な
都
市
に
は
域
外
か

ら
恒
常
的
に
人
口
流
入
が
起
っ
て
い
た
。
だ
が
、
移
住
者
た
ち
を
結
び
つ
け
る
要
素
に
お
い
て
、
同
郷
性
は
決
定
的
で
は
な
か
っ
た
。
前
近
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
パ
ニ
ョ
ナ
ヒ
ジ
ュ

に
お
け
る
移
住
者
た
ち
の
団
体
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
職
人
組
合
で
あ
る
。
職
人
組
合
は
、
巡
歴
修
養
を
お
こ
な
う
職
人
た
ち
の
互
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

組
織
で
あ
り
、
そ
の
起
源
は
少
な
く
と
も
中
世
末
に
さ
か
の
ぼ
る
。
こ
の
組
合
に
は
、
リ
ム
ー
ザ
ン
地
方
出
身
者
が
多
か
っ
た
石
工
の
組
合
の

よ
う
に
、
特
定
地
方
出
身
者
の
互
助
会
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
も
あ
っ
た
が
、
基
軸
は
職
業
上
の
結
合
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
工

業
化
の
は
じ
ま
り
を
経
て
徒
弟
制
や
職
人
の
共
同
性
が
揺
ら
ぐ
よ
う
に
な
る
と
、
職
人
組
合
は
衰
退
に
向
か
う
。
そ
れ
と
入
れ
代
わ
る
よ
う
に

出
現
す
る
の
が
、
同
郷
会
で
あ
る
。

　
パ
リ
で
の
最
初
の
同
郷
会
は
、
一
八
二
五
年
に
設
立
さ
れ
た
北
部
出
身
者
の
会
、
「
ノ
ー
ル
の
子
の
会
図
曾
巳
8
傷
Φ
ω
国
憲
き
什
ω
9
乞
。
周
α
」

だ
と
い
わ
る
。
提
唱
者
は
、
い
ず
れ
も
俳
優
で
あ
る
F
・
タ
ル
マ
と
J
・
デ
ュ
シ
ェ
ノ
ワ
、
そ
し
て
作
家
デ
ボ
ル
ド
ロ
ヴ
ァ
ル
モ
ル
夫
人
の
単

名
で
あ
っ
た
。
タ
ル
マ
は
、
自
身
は
パ
リ
生
ま
れ
だ
っ
た
が
、
父
親
が
北
部
地
方
の
出
身
で
あ
り
、
ほ
か
の
二
名
は
現
在
の
ノ
ー
ル
県
に
生
ま

れ
て
い
た
。
初
代
の
会
長
は
、
革
命
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
期
の
軍
人
で
あ
り
、
七
月
王
政
期
に
は
一
時
半
首
相
を
務
め
る
モ
ル
チ
壬
兀
帥
で
、
彼
も

ま
た
北
部
は
カ
ト
ー
H
カ
ン
プ
レ
ジ
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た
。
同
会
に
つ
い
て
は
、
一
八
九
〇
年
代
ま
で
存
続
し
た
こ
と
を
の
ぞ
き
活
動
の
詳
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
不
明
で
あ
る
が
、
提
唱
者
の
顔
ぶ
れ
を
見
る
か
ぎ
り
職
人
組
合
と
は
異
質
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
つ
づ
い
て
、
｝
八
三
〇
年
代
に
は
、
当
時
は
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
国
の
一
部
で
あ
っ
た
サ
ヴ
ォ
ワ
の
出
身
者
の
た
め
「
サ
ヴ
ォ
ワ
博
愛
協
会

ω
o
α
曾
ひ
。
叢
蒔
け
ξ
○
嘗
ρ
話
ω
碧
。
巨
Φ
暮
Φ
」
お
よ
び
「
サ
ヴ
ォ
ワ
連
合
d
巳
。
⇒
沼
く
。
帥
ω
δ
毒
Φ
」
が
設
立
さ
れ
た
。
一
八
四
四
年
に
は
、
ブ
ル

タ
ー
ニ
ュ
地
方
出
身
者
の
た
め
の
「
コ
ー
ト
胴
デ
ュ
”
ノ
ー
ル
協
会
し
o
o
q
Φ
審
α
Φ
ω
O
O
8
ω
－
α
亭
宏
。
凌
」
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
一
九
一
〇
年
時
点
で
も
存
在
し
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
地
方
で
話
さ
れ
る
言
語
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
北
部
で
は
、
現
在
の
ノ
ー
ル
県
の
さ
ら
に
北
部
に
あ
る
ダ
ン
ケ
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ル
ク
市
一
帯
で
、
オ
ラ
ン
ダ
語
に
近
い
フ
ラ
ン
デ
レ
ン
語
が
話
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
ほ
か
は
、
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
語
が
属
す
る
オ
イ
ル
語

が
日
常
語
で
あ
っ
た
。
サ
ヴ
ォ
ワ
の
場
合
は
、
地
元
の
言
語
と
し
て
西
ロ
マ
ン
ス
語
群
に
属
す
る
サ
ヴ
ォ
ワ
語
が
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

近
世
以
来
定
着
し
て
い
て
、
住
民
は
両
言
語
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
わ
れ
る
。
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
で
は
、
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う

に
ブ
ル
ト
ン
語
が
存
在
す
る
が
、
コ
ー
ト
”
デ
ユ
質
ノ
ー
ル
県
で
は
西
部
で
ブ
ル
ト
ン
語
が
日
常
語
で
あ
っ
た
。

　
活
動
に
関
し
て
は
、
サ
ヴ
ォ
ワ
博
愛
協
会
の
も
の
が
あ
る
程
度
判
明
し
て
い
る
。
こ
の
協
会
は
、
み
ず
か
ら
の
目
的
を
、
「
パ
リ
に
い
る
サ

ヴ
ォ
ワ
出
身
者
を
互
い
に
近
づ
け
る
こ
と
、
職
や
仕
事
が
不
足
す
る
場
合
に
は
そ
れ
を
斡
旋
す
る
こ
と
、
欠
乏
状
態
に
あ
る
人
を
助
け
る
こ
と
、

同
郷
人
が
病
床
に
あ
る
と
き
に
は
治
療
す
る
こ
と
、
不
幸
な
状
態
に
陥
っ
た
り
、
病
身
に
な
っ
た
者
が
い
れ
ば
、
会
員
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
、
彼
が
帰
郷
で
き
る
よ
う
取
り
は
か
ら
う
こ
と
」
と
規
定
し
て
い
た
。

　
つ
づ
い
て
一
八
六
〇
年
代
に
な
る
と
、
中
央
山
塊
地
方
出
身
者
の
た
め
の
「
ア
ヴ
ェ
ロ
ン
連
合
O
巳
8
9
。
＜
①
旨
。
暮
9
。
置
①
」
と
「
カ
ン
タ
ル

連
合
d
巳
。
づ
。
弩
け
巴
陣
①
嘗
Φ
」
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
枠
組
み
と
な
っ
た
ア
ヴ
ェ
ロ
ン
県
と
カ
ン
タ
ル
県
は
、
言
語
で
は
い
ず
れ
も
オ
ッ
ク
語

圏
に
入
る
。
ア
ヴ
ェ
ロ
ン
連
合
は
、
同
県
出
身
で
、
パ
リ
で
実
業
家
と
し
て
成
功
を
収
め
、
の
ち
に
保
守
派
の
上
院
議
員
と
な
る
メ
ラ
ン
の
提

唱
で
設
立
さ
れ
た
。
実
際
の
活
動
は
、
ア
ヴ
ェ
ロ
ン
の
県
都
ロ
デ
ズ
の
司
教
総
代
理
ト
ゥ
ゼ
リ
が
、
ア
ヴ
ェ
ロ
ン
出
身
の
聖
職
者
た
ち
の
協
力

を
得
つ
つ
取
り
仕
切
っ
て
お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
協
会
で
あ
っ
た
（
次
章
で
述
べ
る
「
事
業
」
に
あ
た
る
）
。
お
も
な
活
動
と
し
て
は
、
病
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

看
護
、
困
窮
者
へ
の
食
料
や
物
資
の
配
布
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
カ
ン
タ
ル
連
合
も
、
活
動
の
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
一
八
七
〇
年
設
立
の
「
コ
レ
ー
ズ
協
会
〉
ω
ω
O
o
聾
δ
詳
8
建
σ
N
δ
毒
Φ
」
は
、
リ
ム
ー
ザ
ン
地
方
の
オ
ッ
ク
語
圏
地
域
、
コ
レ
！
ズ
県
の
出
身

者
の
団
体
で
あ
る
。
協
会
の
設
立
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
普
仏
戦
争
で
あ
っ
た
。
提
唱
者
は
、
も
と
税
務
官
吏
で
文
筆
家
の
ヴ
ァ
リ
ア
ル
・

ド
・
ラ
メ
イ
エ
ル
と
、
同
県
選
出
の
正
統
王
朝
派
下
院
議
員
レ
オ
ン
・
ド
・
ジ
ュ
ヴ
ネ
ル
の
二
人
で
あ
っ
た
。
お
よ
そ
二
〇
〇
名
が
出
席
し
て

い
た
設
立
総
会
で
は
、
コ
レ
ー
ズ
県
出
身
兵
の
疾
病
や
負
傷
に
際
し
て
手
当
を
お
こ
な
う
こ
と
、
同
県
の
住
民
に
向
け
て
「
フ
ラ
ン
ス
全
県
が

193　（193）



首
都
防
衛
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
の
絶
対
的
必
要
性
」
を
示
す
こ
と
、
の
二
つ
を
使
命
と
し
て
採
択
し
た
。
普
仏
戦
争
の
休
戦
協
定
が
結
ば
れ

た
後
も
、
協
会
は
存
続
す
る
こ
と
を
決
め
、
上
京
後
に
生
活
苦
に
陥
っ
て
い
る
同
県
出
身
者
を
助
け
る
こ
と
、
と
り
わ
け
彼
ら
の
帰
郷
を
促
す

こ
と
を
目
指
し
た
。
二
〇
世
紀
初
頭
の
数
値
で
あ
る
が
、
～
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
＝
一
年
の
間
に
協
会
が
帰
郷
さ
せ
た
県
人
は
九
〇
一
名
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

期
間
に
県
人
に
配
布
さ
れ
た
物
資
は
計
一
五
万
フ
ラ
ン
に
の
ぼ
る
。

　
第
三
共
和
半
期
で
も
同
郷
会
の
設
立
は
つ
づ
き
、
か
つ
増
え
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
～
八
八
○
年
に
は
、
野
壷
ー
ル
県
選
出
上
院

議
員
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ル
セ
ル
に
よ
っ
て
「
ロ
ゼ
！
ル
協
会
》
ω
ω
o
o
冨
菖
○
⇒
δ
N
爾
δ
目
①
」
が
設
立
さ
れ
た
。
同
県
は
、
カ
ン
タ
ル
や
ア
ヴ
ェ
ロ

ン
と
同
じ
く
中
央
山
塊
地
方
の
県
で
あ
り
、
オ
ッ
ク
語
圏
に
属
し
て
い
た
。
協
会
の
目
的
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
の
は
、
（
一
）
郷
土
愛
に
も
と

つ
く
親
睦
、
（
二
）
生
き
て
ゆ
く
う
え
で
の
互
助
、
（
三
）
悪
弊
か
ら
の
防
衛
、
（
四
）
郷
土
の
利
益
の
擁
護
、
（
五
）
同
郷
者
に
よ
る
同
業
組
合

や
文
芸
協
会
の
設
立
で
あ
っ
た
。
ロ
ゼ
ー
ル
協
会
は
当
時
に
あ
っ
て
世
俗
共
和
男
色
が
強
か
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
側
は
、
遅
れ
て
一
九
〇
｝
年
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

対
抗
し
て
「
ロ
ゼ
ー
ル
連
合
¢
臣
。
⇒
δ
溶
村
δ
暮
Φ
」
を
設
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
、
同
郷
会
の
事
例
を
み
た
が
、
個
々
の
事
例
を
超
え
て
重
要
な
の
は
、
全
体
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
数
や
規
模
の
団
体
が
、
い
か
な
る
活

動
を
展
開
し
て
い
た
の
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
管
見
の
か
ぎ
り
も
っ
と
も
網
羅
的
な
記
録
が
、
一
九
一
〇
年
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
隔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

週
刊
誌
『
通
信
員
卜
軸
G
ミ
蕊
愚
§
駄
§
畠
に
ダ
ル
伯
が
掲
載
し
た
論
考
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
記
述
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
ダ
ル
に
よ
れ
ば
、
文
芸
や
政
治
に
鐘
化
し
た
団
体
、
親
睦
の
機
会
を
与
え
る
だ
け
の
団
体
な
ど
、
「
慈
善
瓢
①
無
巴
ω
⇔
o
o
①
」
を
お
こ
な
わ
な

い
も
の
を
除
け
ば
、
当
時
の
パ
リ
で
は
三
一
〇
の
岡
郷
会
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ダ
ル
は
そ
れ
を
、
形
態
に
よ
っ
て
相
互
扶
助
会
（
な
い
し
共
済

組
合
、
ω
8
馨
Φ
ω
号
ω
0
8
霞
ω
ヨ
ニ
鐙
⑩
包
と
協
会
器
ω
o
q
9
口
。
⇒
ω
の
二
種
類
に
分
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
フ
レ
リ
ま

　
相
互
扶
助
会
は
、
職
人
や
労
働
者
が
組
織
し
た
一
種
の
「
講
」
で
あ
り
、
中
世
以
来
の
信
心
会
の
流
れ
を
く
む
。
社
会
保
障
が
未
整
備
な
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

か
、
一
九
世
紀
前
半
に
設
立
が
盛
ん
に
な
り
、
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
法
的
な
位
置
づ
け
も
な
さ
れ
た
。
地
方
出
身
者
を
主
た
る
会
員

と
す
る
会
は
、
ダ
ル
に
よ
れ
ば
七
六
存
在
し
、
会
員
合
計
は
二
万
五
千
か
ら
三
富
ほ
ど
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。
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協
会
に
つ
い
て
、
ダ
ル
は
こ
れ
を
さ
ら
に
親
睦
会
p
ω
ω
0
9
豊
。
話
鋤
匿
。
巴
Φ
ω
と
慈
善
協
会
器
ω
0
9
9
。
9
器
α
Φ
ぼ
Φ
艮
鋤
一
ω
き
。
Φ
と
に
区
別
す
る
。

前
者
は
親
睦
が
主
で
困
窮
の
際
の
扶
助
が
従
、
後
者
は
そ
の
反
対
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
力
点
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
数
の
上
で

は
、
ダ
ル
の
試
算
で
は
親
睦
会
が
二
〇
〇
、
慈
善
協
会
は
三
四
と
、
前
者
が
多
い
。
慈
善
協
会
の
う
ち
、
二
一
は
カ
ト
リ
ッ
ク
系
、
＝
二
が
世

俗
系
で
あ
っ
た
。
会
員
数
に
つ
い
て
は
、
ダ
ル
自
身
も
概
数
で
あ
る
と
断
り
つ
つ
、
親
睦
会
の
会
員
が
七
万
な
い
し
八
尋
、
慈
善
協
会
の
協
力

者
ω
o
郎
ω
o
隊
讐
Φ
舞
ω
が
三
万
五
千
以
上
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
同
郷
会
の
組
織
単
位
は
、
県
単
位
の
会
が
も
っ
と
も
多
く
一
五
二
、
つ
い
で
県
を
超
え
る
単
位
で
組
織
さ
れ
て
い
る
会
が
八
七
、
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

よ
り
小
さ
い
単
位
の
も
の
が
七
一
で
あ
っ
た
。
【
表
1
】

　
同
郷
会
の
活
動
は
、
先
行
研
究
な
ど
に
よ
れ
ば
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
ま
ず
、
定
例
集
会
と
し
て
、
月
な
い
し
週
に
一
度
の
集
会
を
お
こ
な
う
。
た
い
て
い
は
土
曜
か
日
曜
で
、
場
所
は
同
郷
人
が
経
営
す
る
カ
ブ

贈
一
　
葉
鞘
恥
㊦
蚤
聚
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藤
　
　
　
距

φ
懲

諮
団
灘
潭
蛉

難
航
距

跨
窮
顎
嚇
墜
蟄
恥

尋
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エ
も
し
く
は
居
酒
屋
か
、
あ
る
い
は
部
屋
を
借
り
る
か
す
る
。
ま
た
、
定
例
集
会
の
ほ
か
、
年
に
一
度
か
二
度
、
祭
り
を
実
施
す
る
。
そ
こ
に

は
会
員
の
ほ
か
、
そ
の
家
族
も
参
加
で
き
る
。

　
会
合
と
は
別
に
、
困
難
な
状
況
に
あ
る
同
郷
人
に
対
し
て
、
就
職
斡
旋
、
衣
服
や
食
料
の
支
給
、
病
気
の
際
の
看
護
を
お
こ
な
う
。
と
く
に
、

就
職
の
斡
旋
は
重
要
な
繁
々
を
占
め
て
お
り
、
同
郷
会
の
機
関
誌
は
し
ば
し
ば
求
人
広
告
を
掲
載
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ヴ
ォ
ー
ジ
ュ
県
の

協
会
は
、
会
員
の
な
か
に
パ
リ
の
公
共
事
業
の
大
口
請
負
業
者
が
い
て
、
そ
の
業
者
と
協
定
を
結
ん
で
い
た
。
業
者
は
団
体
が
推
薦
す
る
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

者
を
雇
用
し
、
も
し
労
働
者
の
働
き
ぶ
り
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
協
会
は
業
者
に
金
銭
的
な
補
償
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ほ
か
、
帰
郷
や
国
外

移
住
の
援
助
も
お
こ
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
団
体
の
実
質
的
な
活
動
の
中
心
は
互
助
で
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
本
稿
の
問
題
提
起
に
関
連
し
て
重
要
な
の
は
、
同
郷
会
の

活
動
の
う
ち
痴
女
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
が
閲
覧
で
き
た
史
料
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
活
動
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
目
立
た
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
挙
げ
た
団
体
の
ほ
か
に
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
文
芸
を
活
動
の
中
心
と
す
る
団
体
が
存
在
し
て
、
言
語

や
文
化
に
か
か
わ
る
活
動
を
中
心
に
据
え
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
文
筆
活
動
や
講
演
会
の
組
織
に
終
始
す
る
エ
リ
ー
ト
の
サ
ー
ク
ル
で
あ

り
、
民
衆
層
に
は
基
本
的
に
関
与
せ
ず
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
と
っ
て
も
さ
ほ
ど
意
味
を
持
た
な
い
。
民
衆
層
を
対
象
と
し
た
と
思
わ
れ
る
団

体
に
と
っ
て
、
言
語
や
習
慣
の
差
異
を
埋
め
よ
う
、
そ
れ
を
通
じ
て
移
住
者
の
受
け
皿
と
な
り
都
市
社
会
へ
の
統
合
を
促
そ
う
と
い
う
姿
勢
は
、

ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
、
ま
ず
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
世
紀
転
換
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
地
域
主
義
が
隆
盛
を
見
、
ま
た
パ
リ
で
も
同
郷
会
が
百
花
績
乱
の
様
相
を
呈
し
た
の
だ
が
、
そ
の
基
盤
に

文
化
的
差
異
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
郷
会
の
隆
盛
の
理
由
や
背
景
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
重
要
な

問
題
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

①
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
諸
団
体
に
つ
い
て
は
、
高
村
学
人
『
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
へ
の

　
自
由
一
〈
共
和
国
〉
の
論
理
…
㎞
野
草
書
房
、
二
〇
〇
七
年
を
参
照
。

②
職
人
組
合
に
つ
い
て
は
、
谷
川
稔
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
運
動
史
ー
ア
ソ
シ
ア
シ

　
オ
ン
と
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
…
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
三
年
、
第
一
章
。
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共
和
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第
四
章
　
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
都
市
移
住
者

　
児
璽
保
護
政
策
に
お
い
て
重
要
な
役
翻
を
果
た
し
た
人
物
で
あ
る
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詳
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く
は
、
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別
冊
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と
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て
、
同
郷
会
の
一
覧
な
ど
を

　
新
た
に
加
え
て
刊
行
さ
れ
た
。
以
下
の
参
照
は
こ
の
冊
子
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
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都
宙
労
働

　
大
衆
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ア
ソ
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ア
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」
綾
部
恒
雄
（
監
修
）
、
福
井
憲
彦
（
編
）
噌
ア
ソ
シ
ア

　
シ
オ
ン
で
読
み
解
く
フ
ラ
ン
ス
史
睡
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
　
三
〇
1
～

　
四
三
頁
。
喜
安
朗
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
民
衆
の
〈
個
と
共
同
性
〉
甑
平
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社
、
一
九

　
九
四
年
、
　
一
山
ハ
四
－
一
八
四
胃
貝
。

⑫
な
お
、
ダ
ル
は
地
理
的
分
布
に
つ
い
て
も
分
析
を
試
み
、
同
郷
会
を
県
単
位
で

　
プ
ロ
ッ
ト
し
た
全
国
地
図
を
添
付
し
て
い
る
。
だ
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
組
織

　
単
位
は
多
様
で
あ
り
、
そ
の
正
確
さ
に
は
疑
闘
符
が
つ
く
の
で
、
本
稿
で
は
紹
介
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控
え
る
。
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本
章
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
地
方
か
ら
の
移
住
者
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
お
こ
な
っ
た
の
か
を
、
大
司
教
座
の
　
柳



姿
勢
、
教
会
関
連
組
織
の
活
動
の
一
一
面
か
ら
検
討
す
る
。

（一

j
　
大
司
教
座
の
姿
勢

　
本
稿
で
は
、
大
司
教
座
の
認
識
を
知
る
べ
く
、
『
パ
リ
宗
教
週
報
い
。
ω
①
ヨ
蝕
p
①
『
窪
o
q
δ
郵
ω
Φ
α
Φ
勺
輿
一
ω
』
を
調
査
し
た
。
『
宗
教
週
報
』
は

パ
リ
の
ほ
か
多
く
の
司
教
区
で
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
司
教
座
の
関
与
の
程
度
に
は
幅
が
あ
る
が
、
教
会
の
公
報
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
パ

リ
の
そ
れ
は
、
一
八
五
三
年
に
創
刊
さ
れ
た
が
、
提
唱
者
は
信
徒
で
あ
り
、
司
教
区
が
そ
れ
に
お
墨
付
き
を
与
え
る
か
た
ち
を
と
っ
た
。
読
者

と
し
て
は
聖
職
者
の
ほ
か
～
般
信
徒
も
想
定
さ
れ
て
お
り
、
発
行
部
数
は
当
初
五
千
で
、
一
八
六
一
年
に
は
一
万
五
千
に
達
し
て
い
た
。
記
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
内
容
は
、
司
教
区
の
指
針
、
人
事
異
動
、
各
教
区
の
彙
報
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
、
さ
ら
に
は
教
皇
庁
の
動
静
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　
『
パ
リ
宗
教
週
報
』
を
見
る
か
ぎ
り
、
お
お
む
ね
一
九
世
紀
の
あ
い
だ
は
、
移
住
者
へ
の
言
及
は
、
地
方
出
身
者
、
外
国
人
い
ず
れ
に
関
し

て
も
多
く
な
い
。
と
り
わ
け
、
彼
ら
の
言
語
的
な
い
し
文
化
的
な
特
性
に
つ
い
て
の
雷
及
は
ま
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
分
野
で
教
会
が

活
動
す
る
必
要
性
も
、
～
九
世
紀
の
あ
い
だ
は
目
立
っ
て
は
主
張
さ
れ
な
い
。

　
『
週
報
』
で
は
、
同
郷
出
身
者
が
復
活
祭
な
ど
教
会
暦
の
節
目
に
特
定
の
聖
堂
に
集
ま
る
さ
ま
が
報
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
、
記
事

は
そ
の
よ
う
な
集
ま
り
を
外
在
的
に
描
く
に
と
ど
ま
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
〇
二
年
六
月
二
八
日
号
で
は
、
パ
リ
・
モ
ン
マ
ル
ト
ル
で
ブ
ル

タ
ー
ニ
ュ
出
身
者
た
ち
が
お
こ
な
っ
た
大
規
模
な
巡
礼
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。
記
事
に
よ
れ
ば
、
パ
リ
大
司
教
の
司
式
の
も
と
、
参
加
者
は
約

四
千
人
で
、
「
巨
大
な
バ
シ
リ
カ
聖
堂
は
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
出
身
の
男
女
で
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
な
か
に
は
民
族
衣
装
を
着
て
い
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
も
い
た
。
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
五
県
の
代
表
た
ち
が
三
色
旗
を
掲
げ
る
真
ん
な
か
に
、
ア
ル
モ
リ
カ
の
伝
統
の
幟
が
は
た
め
い
て
い
た
」
。
一
九

〇
三
年
一
一
月
一
四
日
の
記
事
は
、
同
じ
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
サ
ク
レ
目
ク
ー
ル
聖
堂
に
八
千
人
も
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
出
身
者
た
ち
が
巡
礼
に
向

か
っ
た
と
報
じ
て
い
る
。
彼
ら
の
多
く
は
、
市
内
北
東
部
の
ノ
ー
ト
ル
H
ダ
ム
擁
ド
“
ラ
u
ク
ロ
ワ
目
ド
・
メ
ニ
ル
モ
ン
タ
ン
教
区
、
南
東
部

の
ノ
ー
ト
ル
u
ダ
ム
目
ド
・
ラ
鐸
ガ
ー
ル
教
区
や
、
北
西
郊
外
の
ア
山
門
ー
ル
教
区
な
ど
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
出
身
者
を
多
く
抱
え
る
教
区
か
ら
来
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③

て
お
り
、
巡
礼
の
際
に
は
ブ
ル
ト
ン
語
で
歌
っ
て
い
た
と
い
う
。
「
そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
、
生
ま
れ
故
郷
の
復
活
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
」
。

　
だ
が
『
パ
リ
宗
教
週
報
輪
で
は
、
言
語
へ
の
言
及
は
こ
の
程
度
で
、
頻
度
も
き
わ
め
て
低
い
。
ま
た
、
移
住
者
が
仲
間
内
で
連
帯
す
る
こ
と

は
自
明
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
何
が
そ
の
連
帯
を
作
り
だ
し
て
い
る
の
か
、
ど
こ
ま
で
必
然
性
が
あ
る
こ
と
な
の
か
に
つ

い
て
は
、
『
週
報
』
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
な
い
。

　
も
と
よ
り
、
大
都
市
へ
の
移
住
と
い
う
選
択
に
対
し
て
、
教
会
は
お
お
む
ね
否
定
的
だ
っ
た
。
紐
帯
を
失
っ
た
移
住
果
た
ち
が
、
信
仰
を
は

じ
め
伝
統
的
な
価
値
か
ら
離
脱
し
、
都
市
の
悪
弊
に
染
ま
っ
て
い
く
と
い
う
懸
念
を
強
く
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
直
前
に
書

か
れ
た
、
「
パ
リ
の
福
音
伝
道
と
移
住
者
」
と
題
さ
れ
た
匿
名
の
論
説
に
も
、
そ
の
よ
う
な
認
識
は
う
か
が
え
る
。

　
そ
れ
ら
の
人
び
と
〔
パ
リ
に
生
き
る
地
方
出
身
者
〕
は
、
人
生
の
も
っ
と
も
活
動
的
か
つ
も
っ
と
も
長
い
期
間
を
、
異
質
な
環
境
の
な
か
で
過
ご
す
。
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ラ
シ
ネ

わ
ば
、
ほ
ん
ら
い
の
環
境
の
外
に
い
る
だ
け
に
、
根
の
な
い
状
態
に
な
り
、
だ
か
ら
こ
そ
地
元
の
伝
統
の
ど
れ
か
に
再
び
つ
な
が
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

〔
中
略
〕
彼
ら
に
は
信
仰
心
も
な
く
、
侵
略
者
の
ご
と
く
パ
リ
に
押
し
寄
せ
、
パ
リ
人
を
つ
ね
に
数
で
凌
駕
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
を
抑
止
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
か
ぎ
り
、
布
教
の
努
力
は
埋
没
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

者阿〒における移住者と文化（長井）

こ
の
よ
う
に
、
移
住
と
い
う
現
象
を
否
定
的
に
評
価
し
た
後
、
同
じ
論
説
は
移
住
者
へ
の
対
処
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

〔
中
略
〕
祭
り
は
、
故
郷
の
思
い
出
を
心
の
な
か
、
記
憶
の
な
か
に
蘇
ら
せ
る
。
服
装
、
歌
、
地
元
の
習
慣
。
扶
助
事
業
は
、
病
人
の
救
済
、
貧
者
の
救
済
、

就
業
斡
旋
、
帰
郷
な
ど
、
多
く
の
優
れ
た
貢
献
を
な
し
て
い
る
。
〔
省
略
〕
地
方
出
身
者
の
協
会
は
、
病
人
や
困
窮
者
や
障
碍
者
を
助
け
て
い
る
が
、
そ
れ

と
同
時
に
、
健
常
な
人
、
ま
じ
め
で
活
力
あ
る
労
働
者
の
方
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
反
宗
教
的
、
革
命
的
な
集
団
の
よ
う
な
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
行
か
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
、
経
済
的
、
社
会
的
な
諸
組
織
を
提
供
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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た
し
か
に
、
地
方
出
身
者
の
文
化
的
特
性
へ
の
雷
及
は
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
主
た
る
関
心
は
彼
ら
の
信
仰
心
の
維
持
で
あ
り
、
ま
た
、
彼

ら
を
疾
病
や
貧
困
か
ら
救
い
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
引
用
箇
所
の
最
後
で
は
、
困
窮
者
の
扶
助
に
専
心
す
る
現
状
か
ら
脱
す
る
必
要
性
が
説
か

れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
現
実
が
何
で
あ
っ
た
か
を
如
実
に
示
し
て
も
い
る
。
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（
二
）
　
事

業

　
一
般
的
に
い
っ
て
、
教
会
の
活
動
は
司
教
座
の
認
識
に
必
ず
し
も
沿
う
わ
け
で
は
な
い
。
本
節
で
は
、
「
事
業
8
g
＜
お
ω
」
の
う
ち
地
方
出

身
者
を
対
象
と
し
て
い
た
も
の
を
検
討
す
る
。
事
業
と
は
、
信
徒
や
末
端
の
教
区
な
ど
の
提
唱
で
作
ら
れ
、
教
会
が
承
認
し
た
組
織
を
指
す
。

慈
善
を
お
こ
な
う
も
の
が
多
い
が
、
「
慈
善
事
業
8
薯
お
ω
傷
Φ
ぼ
窪
逗
ω
磐
8
」
と
い
う
呼
称
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
地
方
出
身
者
向
け
の
事
業
は
、
前
章
で
述
べ
た
同
郷
会
に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
第
一
章
で
も
紹
介
し
た
、
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
司
教
区
を
研
究
し
た
ブ
ド
ン
は
、
移
住
者
と
教
会
の
関
わ
り
も
取
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
ブ

ド
ン
に
よ
れ
ば
、
移
住
者
事
業
の
う
ち
組
織
化
が
早
か
っ
た
の
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
向
け
事
業
で
あ
っ
た
。
七
月
王
政
期
の
一
八
四
二
年
に
は
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
亡
命
貴
族
の
受
け
入
れ
組
織
が
設
立
さ
れ
、
市
中
心
部
サ
ン
目
ロ
ッ
ク
教
区
を
拠
点
に
活
動
を
は
じ
め
た
。
第
二
帝
政
期
に
な

る
と
、
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
事
業
臼
¢
〈
お
℃
O
δ
⇔
巴
ω
①
」
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
カ
ト
リ
ッ
ク
事
業
Q
旨
く
お
9
0
鋤
昏
畠
9
ω
B
①
①
降
℃
O
δ
⑰
Q
⇔
①
」
が
相
次
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
組
織
さ
れ
、
今
度
は
貧
困
層
の
扶
助
に
重
点
を
置
い
て
活
動
を
展
開
し
た
。

　
ド
イ
ツ
人
に
つ
い
て
は
、
移
住
者
の
増
加
を
目
の
当
た
り
に
し
た
パ
リ
大
司
教
ア
フ
ル
み
ず
か
ら
事
業
の
設
立
を
呼
び
か
け
、
五
〇
年
代
半

ば
、
ド
イ
ツ
の
司
教
の
助
力
も
あ
っ
て
、
具
体
化
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
ド
イ
ツ
人
」
は
広
義
に
理
解
さ
れ
て
お
り
、
対
象
に
は
当
時
フ
ラ
ン

ス
の
｝
部
だ
っ
た
ア
ル
ザ
ス
日
ロ
レ
ー
ヌ
の
出
身
者
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
学
校
に
は
パ
リ
市
や
公
教
育
省
の
ほ
か
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

帝
か
ら
も
財
政
的
支
援
が
あ
っ
た
。
ほ
か
、
ベ
ル
ギ
ー
人
（
フ
ラ
ン
デ
レ
ン
語
圏
出
身
）
や
イ
タ
リ
ア
人
の
た
め
の
活
動
も
、
第
二
帝
政
下
に
は

存
在
し
た
。



　
こ
れ
ら
団
体
の
設
立
提
唱
者
は
、
個
人
で
あ
っ
た
り
出
身
地
の
聖
職
者
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
パ
リ
司
教
区
の
側
は
、
一
部
の
例
外
を
除
い

て
消
極
的
で
、
司
教
区
全
体
の
指
針
も
定
め
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
雷
語
に
関
し
て
は
、
既
存
の
教
区
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
使
用
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
地
方
出
身
者
を
対
象
と
し
た
事
業
も
、
こ
の
第
二
帝
政
期
が
黎
明
期
で
あ
っ
た
。
前
章
で
述
べ
た
ア
ヴ
ェ
ロ
ン
連
合
、
カ
ン
タ
ル
連
合
の
ほ

か
、
「
サ
ヴ
ォ
ワ
事
業
禽
¢
≦
Φ
ω
鋤
く
9
ω
δ
⇒
口
①
」
「
パ
リ
・
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
人
事
業
臼
q
く
お
島
Φ
ω
し
d
冨
8
⇒
ω
α
Φ
℃
蝉
画
角
「
リ
ム
ー
ザ
ン
人
の
た

め
の
事
業
㊧
薯
お
窪
寒
く
Φ
霞
α
Φ
ω
い
冒
。
郎
絵
器
」
が
、
い
ず
れ
も
一
八
六
〇
年
代
に
設
立
さ
れ
た
。
サ
ヴ
ォ
ワ
事
業
の
設
立
を
求
め
た
一
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ト
ワ

祭
は
、
「
サ
ヴ
ォ
ワ
か
ら
出
る
人
び
と
は
つ
ね
に
多
数
い
る
が
、
田
舎
か
ら
来
た
若
者
が
多
い
。
彼
ら
は
サ
ヴ
ォ
ワ
で
は
方
言
で
話
す
の
に
慣

れ
て
い
る
た
め
、
パ
リ
で
な
さ
れ
る
高
尚
な
説
教
を
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
し
、
出
席
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
彼
ら
に
夕
方
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

簡
単
で
よ
い
か
ら
教
育
を
施
す
こ
と
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
方
言
を
理
解
で
き
る
司
祭
を
置
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
し
か
し
な
が
ら
、
実
際

の
活
動
の
段
に
な
る
と
、
宗
教
教
育
の
ほ
か
は
就
業
斡
旋
が
中
心
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
当
時
、
地
方
出
身
者
と
外
国
人
を
同
列
に
扱
う
傾
向
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
市
内
東
部
の
サ
ン
ト
“
マ
ル
グ
リ

ッ
ト
教
区
の
司
祭
は
、
移
住
者
向
け
事
業
に
否
定
的
な
彼
自
身
の
見
解
を
、
次
の
よ
う
に
表
し
て
い
る
。

都市における移住者と文化（長井）

ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
人
は
フ
ラ
ン
ド
ル
人
よ
り
も
多
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

人
や
オ
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
人
に
も
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

い
ま
に
そ
の
ブ
ル
タ
…
ニ
ュ
人
の
た
め
に
礼
拝
堂
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
イ
タ
リ
ア

　
地
方
出
身
者
向
け
事
業
も
、
同
郷
会
が
全
体
と
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
　
八
八
○
年
代
か
ら
設
立
が
増
え
る
。
｝
九
一
〇
年
代
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
と
思
わ
れ
る
一
史
料
に
は
、
パ
リ
に
～
＝
の
地
方
出
身
者
向
け
事
業
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
三
章
で
引
用
し
た
ダ
ル
が
カ
ト

リ
ッ
ク
系
慈
善
協
会
と
し
て
挙
げ
た
も
の
と
同
数
で
あ
る
が
、
両
者
に
共
通
す
る
の
は
｝
五
団
体
で
、
六
団
体
が
い
ず
れ
か
に
し
か
記
載
さ
れ
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て
い
な
晦
・
こ
こ
で
は
・
先
行
研
究
が
あ
咳
史
料
も
比
較
的
残
さ
れ
て
い
る
ブ
ル
タ
ー
三
地
方
出
身
者
向
け
妻
の
例
を
見
て
お
き
た
い
・

　
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
は
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
政
治
的
・
社
会
的
影
響
力
が
強
か
っ
た
地
域
で
あ
る
一
方
、
ケ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

系
の
ブ
ル
ト
ン
語
（
プ
レ
イ
ス
語
）
話
者
を
西
部
に
多
数
抱
え
て
も
い
た
。
二
〇
世
紀
初
頭
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
説
教
を
理
解
で
き
る
信
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
数
十
名
に
一
人
し
か
い
な
か
っ
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
。
一
八
九
〇
年
、
宗
教
相
フ
ァ
リ
エ
ー
ル
は
ブ
ル
ト
ン
語
で
の
説
教
を
禁
止
し
よ
う

と
し
た
し
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
厳
し
い
反
教
権
主
義
的
政
策
を
展
開
し
た
コ
ン
ブ
内
閣
も
ブ
ル
ト
ン
語
で
の
説
教
や
宗
教
教
育
を
禁
止
し
、
背

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

い
た
司
祭
の
俸
給
を
停
止
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　
世
紀
転
換
期
の
パ
リ
で
は
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
出
身
者
を
対
象
と
し
た
事
業
に
は
、
大
き
く
二
団
体
が
存
在
し
た
。
ひ
と
つ
は
「
ラ
・

ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
」
、
も
う
一
つ
は
「
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
教
区
ピ
鋤
℃
鎚
。
誇
Φ
σ
お
8
毒
Φ
」
で
あ
る
。

　
「
ラ
・
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
」
は
、
一
八
九
一
年
、
パ
リ
や
そ
の
周
辺
に
住
む
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
出
身
者
を
援
助
す
る
こ
と
を
目
的
に
結
成
さ
れ
た
。

ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
出
身
者
に
対
し
て
は
、
先
に
ふ
れ
た
「
パ
リ
・
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
人
事
業
」
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
が
、
「
ラ
・
ブ
ル
タ
ー
ニ

ュ
」
は
一
八
九
四
年
に
同
事
業
を
併
合
す
る
。
会
員
数
は
、
一
九
〇
〇
年
で
約
三
千
、
一
九
〇
五
年
で
約
一
万
だ
っ
た
と
い
う
。
会
費
は
年
に

最
低
六
フ
ラ
ン
、
経
済
状
態
に
応
じ
て
五
〇
、
一
〇
〇
、
五
〇
〇
フ
ラ
ン
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
会
長
は
、
シ
ャ
ト
ブ
リ
ア
ン
立
つ
い

で
ケ
ル
ド
レ
ル
将
軍
が
就
き
、
副
会
長
は
社
会
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
代
表
的
人
物
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
が
務
め
た
。
な
お
、
会
報
は
一
九
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

九
年
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
頃
ま
で
存
続
し
た
と
み
ら
れ
る
。

　
も
う
一
つ
の
「
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
教
区
」
は
、
～
八
九
七
年
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
ヴ
ァ
ン
ヌ
司
教
区
の
司
祭
カ
デ
ィ
ッ
ク
に
よ
り
設
立
さ
れ
、

パ
リ
六
区
の
ノ
ー
ト
ル
荘
ダ
ム
闘
デ
”
シ
ャ
ン
教
区
を
拠
点
に
し
て
い
た
。
会
員
に
な
る
に
は
、
み
ず
か
ら
が
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
出
身
か
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

い
は
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
出
身
者
と
結
婚
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
て
い
た
。
会
報
は
一
九
二
九
年
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
二
団
体
は
、
い
ず
れ
も
、
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
周
辺
を
本
拠
地
と
し
つ
つ
、
北
部
郊
外
の
サ
ン
馴
ド
ニ
市
の
よ
う
に
、
ブ
ル
ダ
ー
ニ
ュ
出
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

者
が
多
く
住
む
地
域
に
も
足
場
を
有
し
て
い
た
。
活
動
の
中
心
は
、
現
金
も
し
く
は
衣
料
な
ど
を
支
給
す
る
物
的
援
助
で
あ
っ
た
。
物
資
は
、
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修
道
女
や
女
性
後
援
者
が
自
宅
に
持
っ
て
行
く
か
、
あ
る
い
は
本
部
で
支
給
す
る
か
し
た
。
ほ
か
、
同
郷
人
に
対
す
る
就
職
の
斡
旋
、
病
人
の

訪
問
・
看
護
も
重
要
な
活
動
で
あ
っ
た
。

　
文
化
的
な
活
動
に
つ
い
て
は
、
夜
の
集
い
、
歌
・
祈
り
な
ど
の
集
ま
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
ほ
か
、
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に
週
に
一
度
ほ

ど
ブ
ル
ト
ン
語
講
座
が
開
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
伝
統
的
な
祭
礼
で
あ
る
「
パ
ル
ド
ン
（
守
護
聖
人
）
」
祭
な
ど
、
宗
教
活
動

　
　
　
　
　
　
⑲

も
活
発
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
も
、
言
語
的
・
文
化
的
特
性
が
ど
の
程
度
の
も
の
だ
っ
た
の
か
、
共
生
や
統
合
に
お
い
て
障
壁
を
構
成
す
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

か
を
定
量
的
に
測
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
、
活
動
の
な
か
で
文
化
的
な
も
の
が
占
め
る
割
合
は
多
い
と
は
い
え
な
い
。

「
ラ
・
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
」
協
会
の
一
九
〇
六
年
置
総
会
で
は
、
「
訪
問
家
族
　
九
二
〇
、
洗
礼
六
四
、
堅
信
礼
…
二
、
婚
姻
二
二
、
帰
郷
一
三
、

里
子
三
七
、
病
人
訪
問
二
五
二
」
と
い
う
数
値
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
言
語
や
文
化
の
差
異
を
埋
め
る
よ
う
な
活
動
は
、
こ
こ
か
ら
は
う
か
が

え
な
い
。

　
移
住
者
を
対
象
と
し
た
事
業
は
、
基
本
的
に
は
互
助
な
い
し
扶
助
の
た
め
の
組
織
だ
っ
た
。
そ
れ
が
目
指
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
個
々
人
が

専
意
や
そ
の
価
値
観
を
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
文
化
の
維
持
で
も
な
け
れ
ば
、
首
都
の
社
会
に
統
合
な
い
し
挿
入
さ
れ
る
こ

と
で
も
な
か
っ
た
。

　
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、
若
干
の
変
化
の
兆
し
が
見
え
る
。
一
九
〇
二
年
と
一
九
〇
九
年
に
は
、
「
パ
リ
・
地
方
出
身
者
事
業
総
会
」
が
開
催

さ
れ
る
。
ま
た
、
｝
九
一
三
年
二
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
司
教
区
総
会
で
は
、
テ
ー
マ
が
教
区
と
さ
れ
、
「
教
区
と
地
方
出
身
者
」
に
関
連
す
る

二
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
づ
く
一
九
一
三
年
四
月
に
は
、
司
教
区
内
の
組
織
と
し
て
「
パ
リ
移
住
者
セ
ン
タ
ー
」
が
設
立
さ
れ
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
、
先
立
つ
一
九
＝
一
年
に
教
皇
ピ
ウ
ス
一
〇
世
が
、
人
口
移
動
の
活
発
化
を
受
け
て
発
し
た
教
皇
自
発
教
令
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

関
連
史
料
に
よ
れ
ば
、
セ
ン
タ
ー
の
目
的
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
・
フ
ラ
ン
ス
の
諸
地
方
や
外
国
か
ら
セ
ー
ヌ
県
に
移
住
し
て
く
る
動
き
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
。
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・
彼
ら
の
帰
郷
を
促
す
こ
と
。

　
・
既
存
の
組
織
を
発
展
さ
せ
、
あ
る
い
は
新
た
な
組
織
を
作
る
こ
と
で
、
移
住
者
を
孤
立
か
ら
救
う
こ
と
。

　
・
宗
教
的
・
慈
善
的
・
社
会
的
・
経
済
的
・
職
業
的
な
組
織
を
設
立
す
る
よ
う
促
す
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
だ
し
、
同
セ
ン
タ
ー
は
「
貧
困
者
に
援
助
を
お
こ
な
う
窓
口
で
は
な
い
。
援
助
を
配
布
す
る
こ
と
は
し
な
い
」
と
断
ら
れ
て
も
い
た
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
セ
ン
タ
ー
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
司
教
区
に
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
は
、
明
確
に
は
把
握
で

き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
大
司
教
座
会
議
の
議
事
録
を
第
一
次
大
戦
ま
で
の
時
期
に
つ
い
て
み
た
か
ぎ
り
で
は
、
セ
ン
タ
ー
は
重
要
な
存
在
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
終
的
な
判
断
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
研
究
を
進
め
た
段
階
ま
で
保
留
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
一
方
で
、
一
九
一
三
年
の
司
教
区
総
会
で
地
方
出
身
者
向
け
事
業
に
つ
い
て
報
告
し
た
ラ
ス
・
費
途
ズ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
も
し
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
モ
ニ
エ

に
経
済
的
余
裕
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
郷
里
の
司
祭
を
雇
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
方
言
が
話
せ
、
パ
リ
に
や
っ
て
来
た
地
方
出
身
者
に
会
い
に
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

け
る
よ
う
な
司
祭
を
。
そ
れ
は
さ
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
」
。
こ
こ
で
も
、
　
蕎
語
に
関
わ
る
活
動
の
優
先
順
位
が
高
く
な
か
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

①
宗
教
週
報
に
つ
い
て
は
、
勺
。
巴
縛
（
国
巨
◎
。
い
題
⑦
§
§
、
ミ
恥
ミ
喧
§
吻
塁

冨
憩
＼
O
ら
詮
鴨
凝
賊
笥
O
蔑
ミ
ミ
ミ
ぴ
登
鷺
爲
層
討
貯
～
へ
魯
℃
曽
識
ρ
閃
冥
ω
型
一
㊤
㎝
Q
o
・

②
貯
即
ミ
ミ
ミ
ミ
喧
ミ
嵩
恥
§
寄
誌
b
。
。
甘
ヨ
6
0
b
。
も
や
一
〇
窓
山
塞
刈
．
な
お
ブ

　
ル
タ
ー
ニ
ュ
五
弦
と
は
、
フ
ィ
ニ
ス
テ
ー
ル
、
コ
ー
ト
開
デ
ュ
開
ノ
ー
ル
、
モ
ル

　
ビ
ア
ン
、
イ
ル
“
エ
“
ヴ
ィ
レ
ー
ヌ
、
ロ
ワ
ー
ル
翻
ア
ン
フ
ェ
リ
ウ
ー
ル
の
五
県

　
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

③
奪
ミ
噌
峯
安
く
Φ
ヨ
σ
話
6
0
ω
も
℃
．
①
。
。
㊤
よ
⑩
ρ

④
ミ
9
b
。
一
象
8
ヨ
鐸
巴
津
卜
。
も
．
鍍
さ
。
．

⑤
き
ミ
も
p
。
。
念
－
鍵
9

⑥
じ
d
。
巳
。
戸
魯
ミ
も
b
」
①
し
。
－
同
①
¢
．

⑦
ミ
“
も
や
ミ
O
山
鐸

⑧
ミ
罫
p
｝
。
。
。
。
．

⑨
奪
ミ
も
日
。
。
9

⑩
§
鐸
も
」
。
。
α
．

⑪
≧
o
江
〈
Φ
。
。
募
8
言
器
ω
α
Φ
3
目
冨
く
曾
9
α
Φ
田
器
（
〉
頴
〉
勺
）
、
閑
卜
。
み

　
し
d
8
α
q
【
δ
（
い
。
巳
ω
α
①
）
”
・
寄
b
b
o
博
ω
霞
δ
ω
8
仁
≦
Φ
ω
買
。
＜
一
g
巨
Φ
ω
帥
℃
巴
ω
・
も
・

　
卜
。
ω
0
9

⑫
共
通
す
る
一
五
団
体
は
以
下
の
通
り
。
西
部
連
合
d
三
〇
コ
◎
2
．
○
口
Φ
険
、
オ
ヴ

　
ェ
ル
ニ
ュ
女
性
慈
善
達
合
¢
巴
O
鵠
9
p
。
蹄
凶
σ
δ
伽
O
ω
山
P
ヨ
O
ω
臨
．
〉
露
く
興
讐
①
、
ア

　
ヴ
エ
ロ
ン
連
合
、
ピ
レ
ネ
ー
連
合
d
巴
。
コ
ロ
饗
曾
Φ
①
目
Φ
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
連
合

　
⇔
巴
8
び
。
ロ
同
空
一
讐
。
葭
①
、
ラ
・
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
教
区
、
パ

　
リ
・
ド
フ
ィ
ネ
人
連
合
d
鉱
。
口
山
霧
∪
磐
9
ぎ
9
ω
鳥
Φ
て
胃
ゲ
、
フ
ラ
ン
シ
ュ
ほ
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コ
ン
テ
事
業
Q
旨
く
話
蹄
p
。
蓉
－
o
o
ヨ
8
δ
Φ
、
リ
ム
ー
ザ
ン
・
ク
ル
ー
ズ
女
性
協
会

　
＞
o
。
ω
O
O
ご
甑
O
コ
篇
Φ
ω
O
馨
Φ
。
。
諏
ヨ
O
＝
臨
口
①
ω
簿
O
話
法
ω
O
δ
Φ
ω
、
石
工
・
石
切
サ
ー
ク

　
ル
O
興
。
置
酒
①
ω
竃
p
。
O
O
口
の
設
け
鉱
一
δ
癖
ω
島
①
艮
①
員
Φ
、
ロ
ゼ
ー
ル
連
合
、
リ
ヨ

　
ン
・
フ
ォ
レ
ズ
連
合
磯
勘
。
づ
蔓
。
つ
づ
鉱
ω
Φ
2
｛
o
審
N
δ
露
Φ
、
低
ノ
ル
マ
ン
デ

　
ィ
…
・
ペ
ル
シ
ュ
連
合
q
旺
。
口
び
器
出
。
「
ヨ
き
血
Φ
象
灼
Φ
「
o
ず
興
。
弓
Φ
、
サ
ヴ
ォ

　
ワ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
連
合
≧
二
二
O
①
畠
け
『
O
ぎ
自
Φ
鈴
＜
O
巨
Φ
琴
①
。

⑬
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
原
自
嘲
ケ
ル
ト
の
水
脈
㎞
講
談
社
、

　
二
〇
〇
七
年
を
参
照
。

⑭
貯
の
§
§
ミ
ミ
喧
§
器
譜
㌔
ミ
帖
肋
㍉
。
。
地
回
＝
O
O
ω
も
p
①
ω
b
。
ふ
ω
ω
．

⑮
9
0
ぞ
ざ
黛
・
肘
膏
．
α
∬
冒
縛
謡
軸
ミ
ミ
ミ
喧
§
融
§
㌔
ミ
㌧
勲
臨
奨
臣
お
O
G
。
も
．

　
＄
q

⑯
以
上
、
〉
顕
〉
℃
レ
胃
甲
ω
b
o
畠
話
。
。
融
。
＄
ω
卿
ぎ
留
6
0
0
も
畳
興
ω
畠
餌
9
≦
o
o
q
－

　
鑓
O
践
ひ
。
。
■
P
魅
　
O
o
ヨ
酢
Φ
（
し
d
Φ
簿
臨
8
）
噛
U
①
口
×
鋤
ω
ω
o
o
冨
瓢
0
5
回
目
．
四
鉱
①
四
ロ
×

　
じ
d
諾
8
口
ω
α
Φ
勺
凶
甑
ω
”
い
餌
℃
①
N
o
置
ω
o
σ
器
8
昌
5
Φ
㊦
け
す
ω
o
o
幽
ひ
融
ピ
節
ω
冨
3
餉
q
コ
Φ
胃

　
一
Q
Q
①
ω
一
一
〇
ω
P
　
ヨ
Φ
ヨ
O
騨
①
　
α
Φ
　
ヨ
鉱
時
一
ω
ρ
　
q
巴
く
Φ
門
ω
搾
0
　
℃
蝕
ω
　
H
噛
｝
㊤
刈
㊤
一
い
貸

　
の
鳴
ミ
ミ
㌶
鴨
越
欺
ゆ
q
貯
隅
紹
織
鴨
℃
織
篭
切
、
｝
①
ω
Φ
U
3
ヨ
び
村
①
H
ゆ
O
伊
O
P
偽
O
O
O
一
蒔
O
ρ

⑰
以
上
、
同
ω
普
亀
①
（
国
山
Φ
降
獅
①
）
’
・
［
ω
ω
8
⊆
く
器
ω
賢
。
≦
讐
巨
①
ω
・
．
密
⑦
ミ
§
」
O

　
ヨ
母
ω
6
0
9
や
ミ
㎝
一
〇
餌
融
。
（
孚
p
。
9
0
同
ω
）
噌
巨
．
欝
ヨ
一
膜
簿
δ
郎
σ
話
8
路
降
Φ
〈
の
「
ω

結
び
に
代
え
て

　
℃
9
ユ
ω
■
卜
（
田
ミ
、
翁
儀
鴨
ミ
象
、
o
帖
跨
鴨
い
蓋
妹
ミ
ミ
鴨
、
H
ヨ
O
ユ
ヨ
Φ
N
幽
①
α
o
一
．
Q
W
¢
＜
N
Φ
α
O
o
り

　
b
帥
g
く
「
⑦
ω
焦
¢
ω
p
」
o
「
Φ
I
O
8
儒
握
一
〇
Q
O
O
一
〇
〇
旨
砕
の
．
9
・
9
陸

⑱
ζ
。
身
（
］
「
Φ
ω
寓
Φ
　
℃
．
）
’
．
．
窯
Φ
寒
。
時
ω
鋤
旨
。
感
じ
u
冨
8
冨
噂
6
げ
Φ
円
く
鉱
①
口
8
鍵

　
℃
”
ユ
。
ワ
．
H
c
o
圃
㎝
I
H
ゆ
国
㎝
．
．
．
O
o
逗
織
℃
ミ
軌
電
§
～
織
○
隷
黙
秘
磁
⑩
’
H
Q
Q
I
ω
、
N
Q
Q
ω
．
ロ
ゆ
膳
ω
H
I
癖
㎝
㎝
一

　
陶
9
．
、
と
斜
N
同
宗
。
路
。
凸
5
儀
け
ず
Φ
乞
四
口
o
p
↓
ロ
①
＜
δ
≦
坤
。
ヨ
℃
鋤
工
も
a
．
．
．
恥
。
織
ミ
⑦
9
ミ
軸
融

　
ミ
無
。
倭
．
＜
o
ピ
ト
σ
O
o
．
5
0
．
一
恥
O
O
傘
O
や
一
山
Q
Q
一
ゆ
N
＝
鵠
簿
（
一
無
5
七
四
巳
）
噂
縛
暁
謡
㍗

　
b
鴨
ミ
勲
ミ
ミ
鳶
鳴
、
ミ
寒
”
N
o
O
矯
O
－
N
℃
動
℃
噂
勺
巴
鴨
ρ
神
出
。
ぴ
㊦
簿
Φ
「
一
Φ
G
o
ρ
U
P
卜
⊃
蒔
l
b
D
メ

　
O
霧
望
ヨ
．

⑲
O
o
蒙
ρ
魯
．
ミ
パ
ル
ド
ン
祭
に
つ
い
て
は
、
原
、
前
掲
轡
、
五
～
頁
。

⑳
ミ
様

⑳
甲
曾
。
錺
け
（
冒
8
話
ω
）
雪
る
＝
Φ
δ
ロ
Φ
ω
ω
。
霞
8
。
。
邑
薮
＜
Φ
。
。
艶
四
冨
ω
8
逗
Φ
留
ω

　
ひ
寝
鋤
自
σ
q
r
ロ
房
島
磐
ω
冨
び
曽
三
δ
¢
①
O
胃
｝
ω
陣
Φ
つ
づ
①
曽
¢
×
×
。
ω
δ
o
｝
①
（
一
〇
H
ω
山
り
①
H
）
》
・
讐
N

　
じ
σ
o
鐸
鍵
団
＼
井
口
。
「
①
＜
少
9
り
、
9
．
ら
鋒
・
O
b
’
卜
⊃
｝
刈
l
N
ω
ρ

⑫
　
卜
黛
⑦
ミ
嵩
ミ
ミ
臼
田
臓
ミ
総
魯
き
誠
物
’
一
㊤
磐
議
一
㊤
一
ω
響
P
㎝
①
ρ

⑬
ミ
様

（
⑭
　
〉
寓
〉
即
力
Φ
o
Q
冨
吋
①
ω
O
露
O
o
賢
。
ワ
①
麟
“
Φ
｝
．
〉
困
。
ず
①
〈
Φ
o
『
ひ
⇔
①
℃
曽
ユ
ω
．

⑳
）
》
鋸
》
℃
」
凶
い
⇒
1
命
O
o
B
冥
①
貞
Φ
ロ
山
ρ
H
㊤
隷
く
ユ
興
H
㊤
お
、
P
円
高
ρ

　
本
稿
の
導
入
部
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
地
域
語
・
地
域
文
化
の
擁
護
者
と
い
う
側
面
を
持
つ
。
し
か

し
な
が
ら
、
地
方
か
ら
の
移
住
者
が
間
断
な
く
流
れ
込
む
　
九
世
紀
の
パ
リ
で
は
、
大
司
教
座
も
教
会
関
連
団
体
も
、
移
住
者
の
「
受
け
皿
」

と
し
て
の
機
能
を
あ
る
程
度
は
果
た
し
つ
つ
も
、
彼
ら
の
言
語
的
・
文
化
的
な
特
殊
性
に
言
及
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
お
そ
ら
く
二
通
り
の
解
釈
が
な
し
う
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、
パ
リ
に
移
り
住
ん
だ
地
方
出
身
者
は
特
殊
性
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
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う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
出
発
地
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
選
抜
が
な
さ
れ
た
結
果
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
到
着
地
の
言
葉
や
文
化
を

す
ぐ
に
身
に
つ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
特
殊
性
が
重
要
な
も
の
と
は
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

　
前
者
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
特
殊
性
を
示
唆
す
る
史
料
も
｝
方
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
パ
リ
全
体
で
み
れ
ば
そ
の
よ
う
な
特

殊
性
が
強
く
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
だ
と
す
れ
ば
な
ぜ
地
方
出
身
者
向
け
事
業
や
同
郷
会
が
組
織
さ
れ
た
の

か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
同
郷
会
が
叢
生
す
る
｝
九
・
二
〇
世
紀
転
換
期
の
フ
ラ
ン
ス
は
地
域
主
義
の
隆
盛
を
経
験
す
る
が
、
そ
の
意
味

や
背
景
に
つ
い
て
問
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
同
郷
会
の
対
象
範
囲
が
評
語
圏
と
一
致
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え

ば
、
首
都
圏
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
出
身
者
向
け
週
刊
誌
『
パ
リ
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
人
『
Φ
じ
d
N
2
8
創
Φ
勺
毘
呂
に
は
「
故
郷
の
ニ
ュ
ー
ス
」
欄
が

あ
る
が
、
そ
こ
に
は
ブ
ル
ト
ン
語
圏
と
非
ブ
ル
ト
ン
語
圏
が
と
も
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
別
の
月
刊
誌
『
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
荒
れ
野
業

い
き
α
Φ
酵
Φ
8
目
Φ
』
に
は
、
「
外
に
移
住
し
た
同
郷
人
の
数
多
く
は
、
『
向
こ
う
〔
故
郷
の
こ
と
〕
隔
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
た
い
と
い
つ

も
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
通
信
の
こ
の
頁
を
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
五
県
で
起
こ
っ
て
い
る
主
な
出
来
事
に
あ
て
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
に
答
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
。

　
た
だ
、
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
、
特
殊
性
が
重
要
で
あ
る
と
は
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
、
パ
リ
大
司
教
座
は
、
閲
覧
し
た
史
料
の
か
ぎ
り
で
は
、
都
市
／
農
村
な
い
し
伝
統
／
近
代
と
い
う
枠
組
み
で
思
考
し
て
い
た
傾
向
が

強
く
、
そ
れ
以
外
の
面
で
の
移
住
者
の
特
殊
性
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
教
会
1
1
地
方
文
化
の
擁
護

者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
少
な
く
と
も
パ
リ
に
関
し
て
は
否
定
さ
れ
る
。

　
じ
つ
は
、
や
や
後
の
時
代
を
扱
っ
た
別
の
研
究
が
、
異
な
る
観
点
か
ら
こ
の
第
二
の
解
釈
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
地
理
学
者
フ
ラ
ン

ソ
ワ
ー
ズ
・
ク
リ
ビ
エ
の
グ
ル
ー
プ
が
、
「
被
雇
用
者
国
民
老
齢
保
険
公
庫
0
陪
ω
ω
①
ロ
。
戯
。
⇒
巴
①
伽
．
》
ω
の
黒
き
。
Φ
三
Φ
謹
①
ω
ω
①
創
①
ω
汁
N
Φ
＜
毘
δ
焉
ω
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都市における移住者と文化（長井）

ω
下
溝
Φ
ω
」
の
パ
リ
地
域
の
資
料
を
も
と
に
、
｝
九
七
二
年
中
退
職
し
て
年
金
生
活
に
入
り
、
か
つ
パ
リ
圏
に
住
ん
で
い
る
集
団
を
対
象
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
お
こ
な
っ
た
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
調
査
で
あ
る
。
こ
の
集
団
は
、
世
紀
初
頭
に
生
ま
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
の
対
象
と
な
る
人
び
と
よ
り
は
後

の
世
代
に
属
す
る
し
、
そ
も
そ
も
文
化
的
特
性
の
析
出
を
主
眼
と
し
た
研
究
で
は
な
い
が
、
他
に
類
の
な
い
調
査
で
あ
る
た
め
、
そ
の
結
果
を

こ
こ
で
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
男
性
の
五
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
性
の
六
四
パ
ー
セ
ン
ト
は
パ
リ
に
親
族
が
い
た
。
パ
リ
で
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
の
は
二
〇
パ
ー
セ
ン

ト
の
み
で
あ
っ
た
。
就
業
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
仕
事
は
、
男
性
の
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
性
の
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
親
族
を
頼
っ
て
、
ま
た

男
性
の
二
…
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
性
の
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
パ
リ
在
住
の
同
郷
人
を
頼
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
見
つ
け
て
い
た
。
職
業
斡
旋
所
や
ア
ナ
ウ

ン
ス
な
ど
に
頼
っ
た
の
は
、
少
数
派
で
あ
っ
た
。

　
研
究
で
は
、
同
郷
会
の
役
割
は
重
要
で
は
な
く
、
む
し
ろ
家
族
や
同
郷
出
身
者
の
役
割
の
方
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
傾
向
が
出
て
い
る
。
調

査
対
象
者
は
、
同
郷
会
主
催
の
行
事
に
出
か
け
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
り
、
ま
た
、
地
方
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
も
ま
も
な
く
喪
失
し
た
と
い
う
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
聞
き
取
り
調
査
で
の
や
り
と
り
で
も
文
化
的
な
差
異
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
な
い
点
で
あ
る
。
対
象
と
な

っ
た
集
団
に
は
、
地
方
出
身
者
は
も
ち
ろ
ん
、
外
国
人
も
含
ま
れ
て
い
る
。
文
化
的
な
差
異
に
対
す
る
認
識
が
、
そ
も
そ
も
現
在
と
は
異
な
っ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
あ
く
ま
で
仮
説
で
あ
る
。
別
の
視
点
、
と
り
わ
け
都
市
に
お
け
る
初
等
教
育
の
研
究
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

他
日
を
期
し
た
い
。

①
寒
じ
ロ
ミ
§
§
ミ
ミ
鉾
奇
ミ
、
、
ミ
ぎ
ミ
ミ
ミ
§
譜
鷺
ミ
鈎
貸
隷
こ
鴨
ミ
ミ
§
簿
飾

　
O
寒
ミ
織
翁
§
融
惹
冴
い
ミ
、
9
嚇
勲
6
8
㍉
卜
織
卜
§
ミ
鳴
ぴ
ミ
な
ミ
ミ
O
餐
ミ

　
ミ
§
簑
ミ
§
、
き
執
凡
§
書
套
ミ
ミ
鴨
一
跨
し
口
蕊
§
薬
毒
ぎ
碁
B
o
．
H
．
冒
ぎ
巳
8
■

悔
℃
．
や
9
な
お
、
「
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
五
県
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
第
四
章

　
の
注
②
を
参
照

②
9
陣
σ
鐸
（
句
吋
鋤
コ
O
O
岡
ω
Φ
）
噂
9
嚇
鴨
多
雪
ミ
欺
§
§
露
鋒
§
、
切
ミ
ミ
僑
樽
貯
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ミ
ミ
婦
℃
巴
ρ
O
。
巳
①
。
・
－
0
2
霧
」
ミ
。
。
…
ρ
量
霞
（
孚
磐
8
認
）
＼
穿
Φ
ぼ
　
　
　
　
只
。
≦
a
p
。
環
く
Φ
謹
ω
節
勺
巴
ω
α
き
ω
一
．
窪
窪
点
Φ
舞
・
碧
ω
瑳
窃
・
．
肉
妹
ぎ
ミ
髭
紺

（
O
蝉
け
匡
Φ
N
一
昌
①
）
．
・
ζ
餐
跳
。
資
舞
。
・
時
9
9
「
窃
。
。
。
。
巨
＄
q
葺
け
q
曾
Φ
舅
喜
匹
①
　
　
　
曹
ミ
ミ
肋
魯
H
O
画
6
。
。
ρ
旨
δ
刈
山
零

【
付
記
】
　
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
C
）
、
平
成
～
九
－
一
＝
年
、
課
題
番
号
一
九
五
二
〇
六
三
五
、
「
第
三
共
和
政
前
半
期
（
一
八
七

　
　
　
〇
1
～
九
一
四
年
）
の
パ
リ
に
お
け
る
地
方
出
身
者
と
宗
教
」
の
成
果
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徳
島
大
学
准
教
授
）
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bakufat　jurisdiction　aRd　the　castle　towns　of　the　fudai　lords　functioned　in　a

coordinated　fashioB，　and　the　fadai　lords　stationed　in　the　region　assisted　in

preparation　for　emergency　action　in　the　westem　provinces．

　　However，　from　the　end　of　the　17th　century　through　the　beginning　of　the

18th　the　bakufu　altered　its　previously　held　military　strategy，　reorganiziRg　its

rule　throughout　the　nation，　including　the　Kamigata　region．　As　a　result　the

castle　towns　of　the　fudai　domains　that　had　strongly　held　the　character　of

military　aRd　supply　bases　came　to　be　political　and　economic　strong　points．

Furthermore　in　the　Kamigata　region　the　dual　system　of　rule，　Le．　that　of　the

Edobahafu　and　that　of　each　local　domaiR　or　individual　lord，　began　to　develop．

Migrants　et　culture　dans　une　soci6t6　urbaine：

le　cas　des　provinciaux　a　Paris　au　XIXe　siecle

par

NAGAI　Nobuhito

　　Au　XIXe　siecle，　Paris　a　connu　une　croissance　demographique　vertiginettse：

la　population　de　la　capitale　fraRgaise　a　qujntuple　en　cent　ans，　atteignant　a

son　sommet　2，7　millions　d’habitants．　Cette　expansion　rapide　est　due，　pour　une

grande　partie，　aux　flux　d’immigratioR　de　provinciaux．　Dans　les　ann6es　1890，

plus　de　la　moiti6　des　ParisieRs　6taient　originaires　des　departements　hors　la

Seine．　Une　telle　croissance　eRgendre，　a　elle　seuie，　diff6reRts　problemes

sociaux：　manque　de　logements，　mauvais　6tat　saRitaire，　instabilit6　de　1’emploi，

etc．　D’autre　part，　la　France　a　conserv6　tout　au　long　du　XIXe　siecle　une

grande　diversit6　linguistique　et　culturelle．　Une　enqu6te　administrative

effectu6e　sous　le　Second　Empire　montre　qu’un　Francais　sur　deux　maTtrisait

mal　ou　pas　la　langue　frangaise．　M6me　au　tournant　du　siecle　一　c’est－a－dire

bien　apres　les　lois　Ferry　一，　il　y　avait　des　regioRs，　a　commencer　par　la

Bretagne，　oti　une　bonne　partie　de　la　population　parlaient　dans　leur　vie

quotidienne　une　langue　r6gionale．　Or，　si　Paris　a　sans　cesse　accueilli　le　flot

d’lmmigres，　la　ville　n’etait－elle　pas　devenue　une　societe　oa　se　c6toyaient　des

gens　d’origlnes　differentes？　Comment，　dans　ce　cas－la，　ils　vivaient　dans　un

meme　espace？　N’y　a－t－il　pas　eu　de　difficult6s　ou　de　conflits？　Ces　questions

（　3e8　）



n’盾獅煤@guere　ete　abord6es　par　les　historiens，　alors　que　les　recherches　sur

1’histoire　urbaine　en　France　ont　largement　progress6　ces　dernieres

d6cennies．　Certes，　un　certain　nombre　d’etudes　ont　ete　faites　sur　des　groupes

d’immigr6s　au　Paris　du　XIXe　sidcle，　leurs　modes　de　vie　et　leurs　activites．

Cependant，　ces　monographies　ont　tendance　a　mettre　1’accent　sur　les

particularit6s　de　leur　objet，　sans　aboutir　a　une　vue　globale　sur　le　sujet．

　　Cet　article　essaie　d’aborder　les　questions，　a　travers　la　politique　et　1’activit6

こ口　1’Eglise　catholique　a　1’6gard　de　1’immigration　provinciale．　Le　choix　de

1’objet　s’explique　par　le　fait　que　1’Eglise　etait　au　XIXe　siecie　gardienne　一　pour

ainsi　dire　一　des　langues　r6gionales，　alors　que　1’Etat　r6publicain　vou｝ait

r6pandre　la　langue　frangaise　au　d6triment　des　＜＜patois＞＞．　Ainsi，　1’Eglise　nous

permettrait　de　d6celer　1’existence　de　la　diversite　linguistique　et　culturel｝e

dans　la　soci6t6　parisienne．　？our　cela，　nous　avons　adopte　deux　points　de　vue：

les　societes　d’originaires　et　leurs　activites　d’une　part，　1’attitude　et　la　politique

de　i’archevGche　de　Paris　d’autre　part．

　　S’ii　y　a　toujours　eu　de　1’immigration　vers　la　capitale，　la　constitution　de

soci6t6s　par　les　originaires　de　telle　ou　telle　r6gion　est　un　ph6nomene　qui

date　de　la　premiere　moiti6　du　XIXe　siecle．　Le　mouvement　preRd　de　1’ampleur

sous　la　Troisieme　R6publique．　D’apres　un　document　datant　de　191e，　on

comptait　a　Paris　plus　de　300　societ6s　ou　associations　ayant　pour　but　d’aider

les　proviRciaux．　Bien　que　le　nombre　de　ieurs　adh6rents　reste　inconnu，　nous

savons　que　1’essentiel　de　leurs　activites　r6sidait　dans　les　secours　d’ordre

materiel：　aide　financiere　ou　en　nature，　placement，　visite　en　cas　de　maladie，

etc．　En　revaRche，　peu　d’effort　semble　avoir　ete　consacr6　au　linguistique　ou

au　culturel．　ll　y　va　de　m6me　pour　les　＜＜ceuvres＞＞，　appellation　donnee　aux

organisations　reconnues　par　1’Eglise．

　　Quant　2　1’archevech6　de　Paris，　elle　a　6t6　certes　attentive　aux　probibmes

iies　a　la　migration　provinciale，　qu’elle　consid6日間it　comme　etant　un

phenomene　negatif．　Mais　｝e　diocese　ne　semble　pas　avoir　mene　une　politique

serieuse　en　vue　d’aider　1’insertion，　dans　ia　societe　urbaine，　de　migrants　qui

devraient　posseder　une　culture　diff6rente．

　De　ces　faits，　deux　interpr6tations　peuvent　etre　avancees．　Soit，　les　migrants

venant　de　diff6rents　departements　frangais　ne　presentaieRt　guere　de

caract6ristiques　culturelles　distinctes；　soit，　a　1’6poque　on　n’accordait　pas

d’importance　a’　leurs　caract6ristiques．　La　premiere　interpretatioR　laisse

apparartre　un　autre　probleme：　si　la　diversite　etait　faible，　comment　expliquer

le　d6veloppement　de　societes　d’origiRaires，　qui　a　atteint　son　sommet　au

tournant　du　siecle？　Quant　a　la　seconde　interpretatlon，　nous　ne　pouvons　pas　｝a
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negliger，　car　une　etude　portant　sur　une　p6riode　plus　r6cente　la　suggere：　un

groupe　de　geographes　ayant　6tudi6　une　cohorte　de　retrait6s　des　ann6es　197e，

montre　que　les　immigr6s　a　Paris，　y　compris　les　etraRgers，　parlent　tres　peu

du　culturel，　comme　si　leur　origiRe　ne　posait　aucun　probleme　a　leur　vie

parisienne．　Afin　de　donner　pius　d’eclaircissement　a　ces　questioBs，　d’autres

points　de　vue　devraient　6tre　introduits，　notamment　une　recherche　sur　le　r6ie

des　6coles　pour　les　nouveaux　arrivants．　Cela　reste　a　faire．

　　　　　　　　　　　　From　Shock　City　to　the　Zoned　City：

Reconsidering　Urban　Reforms　in　Twentieth一　Century　Chicago

by

NAKANO　Kotaro

　　This　study　reconsiders　the　significance　of　the　intellectual　perceptions　of

the　“city”　in　the　history　of　the　United　States．　By　reviewing　the　pubiic

discourses　of　urban　elites　in　early　twentieth－century　Chicago，　1　try　to

elucidate　the　rise　and　fall　of　“city　consciousness，”　or　the　historical　city

identity　as　an　indivisible　organic　unity．　This　work　leads　to　the　further

exploration　on　another　aspect　of　the　same　development，　that　is，　the　origin　of

the　current　civic　image　as　one　of　ecologically　divided　space．　ls　the　city　a

socially　integrated　entity　or　a　space　with　many　boundaries　defined　by　class，

gender，　religion，　race　and　so　on？　1　observe　a　historical　dynamism　of　the

twentieth－century　urban　history　iR　the　intersection　of　these　two　interrelated

ideas　of　the　modern　city．

　　More　concretely，　this　article　approaches　the　historical　perceptioR　of　the

city，　by　examining　the　characteristics　of　urban　environmentalism　in　the

following　three　intellectual　trends：　〈D　tenement　reforms　conducted　by　social

settlement　houses，　＠　the　Chicago　P｝an，　a　city　planning　movement，　and　＠

the　Chicago　School　of　urban　sociology．

　　The　tenement　reforms　led　by　the　progressive　social　workers，　such　as　Jane

Addams　of　the　Hull　House，　who　were　dedicated　to　improving　poor　people’s

housing，　represent　a　new　trend　of　environrr｝entalism．　Their　positive

engagement　with　the　physical　conditions　of　slum　areas　differed　from　the
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