
早
坂
眞
理
著

﹃
近
代
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
の
固
有
性
と
普
遍
性

跛
行
す
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成

﹄福

元

健

之

本
書
の
著
者
で
あ
る
早
坂
眞
理
は
︑
ポ
ー
ラ
ン
ド
分
割
後
の
亡
命
者
研
究

や
︑
リ
ト
ア
ニ
ア
や
ベ
ラ
ル
ー
シ
に
お
け
る
史
学
史
研
究
を
専
門
と
す
る
︒

東
欧
の
み
な
ら
ず
︑
フ
ラ
ン
ス
や
オ
ス
マ
ン
帝
国
を
も
視
野
に
含
め
る
研
究

に
従
事
し
て
き
た
早
坂
は
︑
本
書
出
版
前
に
︑
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
イ
ェ

ジ
ィ
・
ス
コ
ヴ
ロ
ネ
ク
教
授
記
念
学
術
賞
の
特
別
功
労
賞
を
受
賞
し
た
︵
本

書
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
を
参
照
︶
︒
本
書
は
︑
国
際
的
に
評
価
さ
れ
る
研
究
者

の
手
に
よ
る
近
代
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
論
で
あ
り
︑
後
述
の
よ
う
に
︑
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
論
じ
方
に
つ
い
て
︑
歴
史
学
の
立
場
か
ら
貢
献
す
る
作
品
で
あ
る
︒

以
下
で
は
︑
ま
ず
本
章
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
︒
な
お
︑
こ
こ
で
言
及
す
る

頁
数
は
︑
特
記
な
き
限
り
本
書
の
も
の
で
あ
り
︑
引
用
中
の
角
括
弧
も
著
者

に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

序
章
﹁
ポ
ー
ラ
ン
ド
分
割
を
め
ぐ
る
歴
史
空
間
﹂
で
は
︑
本
書
の
目
的
が

提
示
さ
れ
る
︒
早
坂
に
よ
れ
ば
︑
一
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
分

割
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
︑
国
際
秩
序
の
再
編
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
同
時
代

的
に
起
き
た
も
の
で
あ
り
︑
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
︑
日
本
︵
明
治
維
新
︶
や
イ
タ

リ
ア
︵
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
︶
と
︑
一
九
世
紀
と
い
う
時
代
や
国
民
統
合
と
い

う
課
題
を
共
有
し
て
い
た
︒
ま
た
本
書
の
議
論
で
は
︑
オ
ス
マ
ン
帝
国
も
重

要
な
位
置
を
占
め
る
︒
こ
の
よ
う
な
同
時
代
性
を
認
識
し
つ
つ
︑
そ
の
中
で

の
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
の
固
有
性
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
本
書
は
︑
大
貴
族
ア
ダ

ム
・
イ
ェ
ジ
ィ
・
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
公
が
率
い
た
亡
命
者
集
団
︵
以
下
︑

チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
︶
の
活
動
を
縦
軸
に
︑
世
界
史
的
な
動
向
や
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
国
際
関
係
史
を
横
軸
と
し
て
︑
近
代
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
を
描
き
な
お
す
も

の
で
あ
る
︒
こ
の
試
み
が
有
す
る
意
義
は
︑
第
二
章
﹁
ポ
ー
ラ
ン
ド
歴
史
思

想
史
に
お
け
る
悲
観
論
と
楽
観
論
﹂
に
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒
近
代
ポ
ー
ラ

ン
ド
史
学
の
中
心
に
は
︑
分
割
の
原
因
を
国
内
の
混
乱
に
求
め
る
悲
観
論
か
︑

侵
略
者
に
求
め
る
楽
観
論
か
の
対
立
が
あ
る
︒
前
者
は
︑
ク
ラ
ク
フ
歴
史
学

派
が
確
立
し
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
の
ヴ
ァ
レ
リ
ア
ン
・
カ
リ
ン
カ
が
そ
の

祖
と
さ
れ
る
︒
後
者
は
︑
ワ
ル
シ
ャ
ワ
歴
史
学
派
に
み
ら
れ
る
も
の
で
︑
歴

史
家
ヨ
ア
ヒ
ム
・
レ
レ
ヴ
ェ
ル
の
仕
事
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ

れ
の
学
派
に
は
別
々
の
政
治
的
信
念
が
反
映
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
ヤ

ン
・
ア
ダ
ム
ス
の
古
典
的
研
究①
に
よ
れ
ば
︑
前
者
に
は
君
主
政
史
観
が
︑
後

者
に
は
共
和
政
史
観
が
親
和
的
で
あ
っ
た
︒
カ
リ
ン
カ
の
あ
と
に
悲
観
論
を

引
き
継
い
だ
ミ
ハ
ウ
・
ボ
ブ
ジ
ン
ス
キ
は
︑
戦
間
期
に
至
っ
て
も
影
響
力
を

も
ち
︑
ネ
オ
・
ク
ラ
ク
フ
学
派
が
台
頭
し
た
︒
こ
れ
は
戦
後
ポ
ー
ラ
ン
ド
の

歴
史
学
が
乗
り
越
え
る
べ
き
対
象
と
な
り
︑
再
び
楽
観
論
︵
共
和
政
史
観
︶

が
支
配
的
に
な
る
な
か
で
︑
ク
ラ
ク
フ
歴
史
学
派
を
用
意
し
た
チ
ャ
ル
ト
リ

ィ
ス
キ
派
研
究
は
停
滞
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス

キ
派
↓
ク
ラ
ク
フ
歴
史
学
派
と
い
う
系
譜
の
再
評
価
を
通
じ
て
近
代
ポ
ー
ラ

ン
ド
史
を
捉
え
な
お
す
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
い
え
る
︒

第
三
章
﹁
ア
ダ
ム
・
イ
ェ
ジ
ィ
・
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
公
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

構
想
﹂
で
は
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
期
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
体
制
成
立
を
へ
て
︑
一

八
三
〇
年
一
一
月
蜂
起
ま
で
の
時
期
の
ア
ダ
ム
公
が
論
じ
ら
れ
る
︒
親
ロ
シ

書 評
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ア
的
な
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
っ
た
ア
ダ
ム
公
は
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
一
世
期
に
政

治
家
と
し
て
の
手
腕
を
発
揮
し
︑
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
譲
歩
を
引
き
出
そ
う
と

し
た
︒
ア
ダ
ム
公
が
ツ
ァ
ー
リ
に
献
呈
し
た
著
作
﹃
ロ
シ
ア
が
採
る
べ
き
政

治
シ
ス
テ
ム
﹄
で
は
︑
正
義
と
倫
理
が
強
調
さ
れ
︑
勢
力
均
衡
を
前
提
に
各

国
民
の
独
立
と
自
由
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
︒
そ
し
て

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
統
治
に
つ
い
て
は
︑
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
大
公
を
国
王
と
し
て

迎
え
︑
ロ
シ
ア
と
恒
久
的
同
盟
を
結
ぶ
と
定
め
ら
れ
た
︒
こ
の
よ
う
に
ア
ダ

ム
公
に
は
︑
現
実
政
治
を
冷
徹
に
分
析
す
る
一
方
で
︑
カ
ン
ト
ら
の
国
際
平

和
論
に
啓
発
さ
れ
た
側
面
が
あ
っ
た
︒
ニ
コ
ラ
イ
一
世
が
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン

大
公
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
位
を
剝
奪
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
一

一
月
蜂
起
の
過
程
で
も
︑
ア
ダ
ム
公
は
ま
ず
は
外
交
努
力
に
よ
る
事
態
の
収

拾
を
図
る
︒
し
か
し
︑
最
終
的
に
は
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
︑
ア
ダ
ム
公
に

よ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
ロ
シ
ア
の
関
係
構
想
は
こ
こ
で
大
き
く
変
化
し
︑
ロ
シ

ア
と
は
区
別
さ
れ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ス
ラ
ヴ
思
想
が
準
備
さ
れ
た
︒

続
く
第
四
章
﹁
大
亡
命
：
対
決
の
時
代

ア
ダ
ム
・
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス

キ
公

vs.ニ
コ
ラ
イ
一
世
﹂
は
︑
亡
命
地
︵
主
に
フ
ラ
ン
ス
︶
に
て
形
成
さ

れ
た
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
と
︑
そ
の
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
ポ
ー
ラ

ン
ド
民
衆
派
協
会
︵
以
下
︑
民
衆
派
︶
の
政
治
路
線
を
整
理
す
る
︒
レ
レ
ヴ

ェ
ル
↓
ワ
ル
シ
ャ
ワ
歴
史
学
派
の
系
譜
が
評
価
さ
れ
た
戦
後
歴
史
学
で
は
︑

民
衆
派
に
関
心
が
集
ま
っ
た
︒
彼
ら
は
ア
ン
リ
・
ド
・
サ
ン

=
シ
モ
ン
ら
初

期
社
会
主
義
か
ら
も
影
響
を
受
け
︑
急
進
的
な
共
和
主
義
の
政
治
綱
領
を
掲

げ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
ア
ダ
ム
公
率
い
る
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ

派
は
現
実
路
線
を
模
索
し
︑
内
部
に
は
老
人
派
と
青
年
派
が
形
成
さ
れ
︑
青

年
派
の
指
導
者
は
︑
ア
ダ
ム
公
の
甥
ヴ
ワ
デ
ィ
ス
ワ
フ
・
ザ
モ
イ
ス
キ
伯
で

あ
っ
た
︒
彼
も
ま
た
老
獪
な
政
治
家
で
あ
り
︑
民
衆
派
と
の
競
争
を
有
利
に

進
め
る
べ
く
︑
即
時
蜂
起
を
主
張
す
る
マ
ウ
リ
ツ
ィ
・
モ
フ
ナ
ツ
キ
を
あ
え

て
登
用
し
た
︒
﹃
故
国
と
革
命
﹄
︵
後
に
﹃
五
月
三
日②
﹄
と
改
称
︶
は
︑
一
見

す
る
と
民
衆
派
と
同
じ
共
和
主
義
を
掲
げ
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
︑

変
革
の
主
導
者
は
あ
く
ま
で
シ
ュ
ラ
フ
タ
︵
貴
族
︶
な
の
だ
と
さ
れ
た
︒
さ

ら
に
︑
レ
レ
ヴ
ェ
ル
と
対
峙
し
︑
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
に
政
治
的
指
針
を

示
し
た
歴
史
家
に
関
し
て
︑
早
坂
は
︑
第
五
章
﹁
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
と

カ
ロ
ル
・
ホ
フ
マ
ン
の
歴
史
研
究
﹂
で
考
察
す
る
︒
ホ
フ
マ
ン
は
︑
シ
ュ
ラ

フ
タ
が
権
利
を
濫
用
し
た
た
め
に
国
家
が
破
滅
に
陥
っ
た
と
捉
え
︑
強
力
か

つ
賢
明
な
国
家
に
よ
る
上
か
ら
の
改
革
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
て
自
ら
の
進
む
べ
き
方
針
を
定
め
た
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
は
︑

ア
ダ
ム
公
の
国
際
戦
略
に
そ
っ
て
地
中
海
の
向
こ
う
岸
に
ま
で
活
動
を
広
げ

る
︒
第
六
章
﹁
亡
命
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
東
方
バ
ル
カ
ン
政
策
﹂
で
描
か
れ
る
よ

う
に
︑
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
の
ス
ラ
ヴ
思
想
に
は
︑
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
ウ

ク
ラ
イ
ナ
人
や
バ
ル
カ
ン
半
島
の
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
か
ら
な
る
連
邦
制
国
家
を

指
導
す
る
と
い
う
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
的
色
彩
が
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
続
く
三
論

稿
に
お
い
て
︑
早
坂
は
︑
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
を
支
え
た
個
性
的
な
人
物

た
ち
に
光
を
当
て
る
︒
青
年
派
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
東
方

機
関
は
︑
共
通
の
敵
ロ
シ
ア
に
対
抗
す
る
た
め
に
︑
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
ス
ル

タ
ン
と
友
好
関
係
を
築
く
べ
く
画
策
し
た
が
︑
そ
こ
で
指
導
的
地
位
に
あ
っ

た
人
物
を
と
り
あ
げ
た
の
が
︑
第
七
章
﹁
ミ
ハ
ウ
・
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
思
想
﹂
で
あ
る
︒
ウ
ク
ラ
イ
ナ
生
ま
れ
の
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
は
︑

ス
ル
タ
ン
か
ら
信
頼
を
え
よ
う
と
ム
ス
リ
ム
に
改
宗
し
︑
コ
ザ
ッ
ク
連
帯
を

率
い
て
ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
参
加
し
た
︒
第
八
章
﹁〝
ロ
シ
ア
人
は
ス
ラ
ヴ
に

非
ず
〟

フ
ラ
ン
チ
シ
ェ
ク
・
ド
ゥ
ヒ
ン
ス
キ
の
人
種
理
論
﹂
は
︑
疑
似

科
学
的
な
言
説
を
動
員
し
て
ロ
シ
ア
に
﹁
遊
牧
民
文
化
﹂
や
﹁
ア
ジ
ア
﹂
や
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﹁
野
蛮
﹂
と
い
っ
た
属
性
を
付
与
し
︑
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
の
ス
ラ
ヴ
思

想
を
補
強
し
よ
う
と
し
た
思
想
家
を
扱
っ
た
︒
人
種
概
念
の
操
作
が
ト
ル
コ

人
に
も
及
ん
だ
こ
と
は
︑
第
九
章
﹁
ト
ル
コ
・
ア
ー
リ
ア
主
義

コ
ン
ス

タ
ン
テ
ィ
・
ボ
ジ
ェ
ン
ス
キ
の
政
治
思
想
﹂
に
明
ら
か
で
あ
る
︒
早
坂
に
よ

れ
ば
︑
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
近
代
史
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
場

で
あ
り
︑
こ
の
理
解
は
︑
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
研
究
を
通
じ
て
よ
り
説
得

力
の
あ
る
も
の
に
な
っ
た
︒

や
が
て
︑
ア
ダ
ム
公
の
国
際
戦
略
は
︑
ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
お
い
て
失
望
に

満
ち
た
総
決
算
を
迎
え
る
︒
戦
争
で
ロ
シ
ア
帝
国
が
敗
北
し
て
も
︑
ポ
ー
ラ

ン
ド
の
独
立
は
実
現
せ
ず
︑
一
八
六
三
年
に
起
き
た
一
月
蜂
起
の
挫
折
に
よ

っ
て
︑
こ
の
状
況
は
決
定
的
と
な
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
ザ
モ
イ
ス
キ
伯
の

側
近
カ
リ
ン
カ
を
し
て
︑
分
割
の
原
因
は
シ
ュ
ラ
フ
タ
自
身
に
あ
る
と
い
う

歴
史
を
書
か
せ
︑
こ
こ
に
︑
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
か
ら
ク
ラ
ク
フ
歴
史
学

派
へ
と
連
な
る
系
譜
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
︒

他
方
︑
民
衆
派
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
︑
第
一
〇
章
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
和

主
義
運
動
の
預
言
者

ル
ド
ヴ
ィ
ク
・
ミ
エ
ロ
ス
ワ
フ
ス
キ
﹂
︑
第
一
一

章
﹁
共
和
主
義
か
ら
ロ
シ
ア
と
の
融
和
へ

ヘ
ン
リ
ク
・
カ
ミ
ェ
ン
ス
キ

の
転
向
﹂
︑
第
一
二
章
﹁
ロ
シ
ア
・
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
影
の
組
織
者

カ

ス
ペ
ル
・
ミ
ハ
ウ
・
ト
ゥ
ー
ル
ス
キ
の
革
命
独
裁
論
﹂
で
論
じ
ら
れ
た
︒
ま

た
︑
第
一
三
章
﹁
有
機
的
労
働
論

農
民
解
放
を
め
ぐ
る
論
争
か
ら
﹂
お

よ
び
︑
第
一
四
章
﹁
歴
史
は
生
活
の
師

道
化
師
た
ち
の
精
神
的
指
導
者

ヴ
ァ
レ
リ
ア
ン
・
カ
リ
ン
カ
﹂
の
二
論
稿
は
︑
近
代
化
を
志
向
す
る
貴
族
の

農
地
改
革
を
め
ぐ
る
議
論
を
扱
う
︒
一
見
す
る
と
︑
こ
れ
ま
で
の
流
れ
に
は

そ
ぐ
わ
な
い
考
察
に
み
え
る
が
︑
地
主
貴
族
で
あ
る
シ
ュ
ラ
フ
タ
に
と
っ
て

最
も
切
実
な
問
題
は
︑
い
か
な
る
条
件
の
も
と
で
農
民
に
自
由
を
与
え
る
の

か
で
あ
り
︑
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
は
各
地
の
地
主
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る

改
革
案
を
捻
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
第
一
〇
章
か
ら
の
考
察
を
通

じ
て
︑
本
書
の
提
示
す
る
歴
史
像
は
豊
饒
性
を
増
し
た
︒

終
章
﹁
世
界
史
に
連
動
す
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
﹂
に
て
︑
早
坂
は
︑
ア
ダ

ム
公
と
後
期
水
戸
学
の
論
客
で
あ
る
会
澤
正
志
齊
を
例
に
︑
再
び
世
界
史
的

同
時
代
性
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
か
つ
て
皇
国
史
観
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
支
柱

と
し
て
受
容
さ
れ
︑
戦
後
に
批
判
さ
れ
た
会
澤
と
は
異
な
り
︑
ア
ダ
ム
公
は

独
立
の
立
役
者
と
し
て
描
か
れ
続
け
た
︵
三
五
八
頁
︶
︒
し
か
し
早
坂
に
よ

れ
ば
︑
﹁
迫
り
く
る
外
圧
を
跳
ね
返
す
た
め
に
天
皇
制
の
再
構
築
を
訴
え
る

会
澤
の
姿
勢
は
︑
神
聖
同
盟
に
挑
戦
し
て
独
立
運
動
を
ど
う
展
開
す
る
か
に

腐
心
し
︑
君
主
権
力
の
強
化
を
旗
印
に
国
民
統
合
を
果
た
そ
う
と
し
た
チ
ャ

ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
の
戦
略
と
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
﹂
︵
三

六
〇
頁
︶
︒
日
本
で
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
も
︑
あ
る
い
は
近
代
世
界
に
お
い
て
︑

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
問
題
を
累
積
し
︑
跛
行
し
て
き
た
︒
本
書
の
副
題
に
英

語
お
よ
び
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
﹁
諸
国
民
の
形
成
﹂
と
あ
る
こ
と
に
も
︑
著
者

の
意
図
を
感
じ
る
︒
世
界
史
の
中
で
個
々
の
固
有
性
を
把
握
し
︑
比
較
し
な

が
ら
︑
そ
れ
ら
の
相
対
化
を
図
る
こ
と
こ
そ
︑
本
書
の
主
題
な
の
だ
ろ
う
︒

評
者
は
︑
こ
れ
ま
で
に
も
早
坂
の
研
究
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る③
︒

そ
こ
で
取
り
あ
げ
た
諸
研
究
と
重
な
る
議
論
も
部
分
的
に
は
み
ら
れ
る
が④
︑

新
た
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
豊
富
な
事
実
や
解
釈
に
よ
っ
て
︑
本
書
は
全
体
と

し
て
独
立
し
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
︒
早
坂
は
︑
﹃
ベ
ラ
ル
ー
シ

境
界

領
域
の
歴
史
学
﹄
彩
流
社
︑
二
〇
一
三
年
︑
お
よ
び
﹃
リ
ト
ア
ニ
ア

歴

史
的
伝
統
と
国
民
形
成
の
狭
間
﹄
彩
流
社
︑
二
〇
一
七
年
に
お
い
て
︑
各
地

の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
が
い
か
に
収
集
さ
れ
︑
編
集
さ
れ
︑
国
民
化
さ
れ
た
の
か

と
い
う
諸
過
程
か
ら
︑
国
民
史
の
形
成
を
論
じ
た
︒
最
初
の
著
作
﹃
イ
ス
タ

書 評

79 (343)



ン
ブ
ル
東
方
機
関
﹄
や
本
書
第
七
章
の
主
人
公
で
あ
る
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
は
︑

故
郷
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
民
間
伝
承
を
収
集
し
︑
自
身
で
も
民
話
を
も
と

に
し
た
小
説
を
書
い
た
人
物
で
あ
る
︒
本
書
は
︑
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
主
要
な

考
察
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
も
の
の
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
扱
う

点
で
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
の
連
続
性
が
あ
る
︒
歴
史
家
と
し
て
の
早
坂
の
眼

は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
史
に
お
け
る
論
争
点
を
剔
抉
し
︑
繰
り
返
さ
れ
る
歴

史
観
の
相
克
を
︑
よ
り
広
い
文
脈
の
も
と
で
︑
他
者
と
な
る
他
の
国
民
史
と

並
べ
な
が
ら
自
覚
的
に
た
ど
る
︒
本
書
の
意
義
は
︑
こ
の
よ
う
な
国
民
史
を

批
判
的
に
対
象
化
す
る
歴
史
思
想
史
の
叙
述
方
法
を
具
体
的
に
提
示
し
た
こ

と
に
求
め
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
の
み
な
ら
ず
︑
広
く
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
歴
史
学
か
ら
貢
献
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

も
っ
と
も
︑
対
象
の
細
部
を
め
ぐ
っ
て
は
三
つ
の
疑
問
を
評
者
は
抱
い
た
︒

一
点
目
は
︑
サ
ナ
ツ
ィ
ア
体
制
の
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
︒
サ
ナ
ツ

ィ
ア
体
制
と
は
︑
ユ
ー
ゼ
フ
・
ピ
ウ
ス
ツ
キ
に
よ
る
一
九
二
六
年
五
月
の

ク
ー
デ
タ
ー
事
件
を
き
っ
か
け
に
成
立
し
た
政
治
体
制
で
あ
る
︵
第
二
章
註

二
九
を
参
照
︶
︒
皇
国
史
観
を
克
服
す
る
使
命
を
背
負
っ
た
日
本
の
戦
後
歴

史
学
の
よ
う
に
︑
社
会
主
義
時
代
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
学
が
︑
戦
間
期
の
ネ

オ
・
ク
ラ
ク
フ
学
派
史
観
に
挑
戦
し
た
と
い
う
構
図
は
一
定
の
説
得
力
が
あ

る
︵
二
三
頁
︶
︒
し
か
し
︑
三
四

三
五
頁
に
よ
る
と
︑
戦
間
期
の
体
制
と

ネ
オ
・
ク
ラ
ク
フ
学
派
を
関
連
づ
け
た
の
は
先
述
の
ア
ダ
ム
ス
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る
が
︑
一
九
六
一
年
に
公
表
さ
れ
た
こ
の
理
解
が
未
だ
に
有
効
な
の
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
︑
体
制
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
と
い
う
点
も
含
め

て
︑
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
︒
﹁
戦
間
期
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
農
民
運
動
﹇
エ

ン
デ
ツ
ィ
ア
﹈
を
基
盤
と
す
る
︑
疑
似
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
と
呼
ば
れ
た
サ
ナ

ツ
ィ
ア
体
制
﹂
︵
三
六
二
頁
︶
と
の
記
述
も
あ
る
が
︑
こ
れ
は
体
制
と
学
派

と
の
関
係
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
さ
ら
な
る
疑
問
す
ら
浮
か
ぶ
︒
エ

ン
デ
ツ
ィ
ア
と
は
︑
ピ
ウ
ス
ツ
キ
の
宿
敵
ロ
マ
ン
・
ド
モ
フ
ス
キ
率
い
る
国

民
民
主
党
勢
力
を
指
す⑤
︒
し
た
が
っ
て
︑
エ
ン
デ
ツ
ィ
ア
も
サ
ナ
ツ
ィ
ア
体

制
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
農
民
層
の
支
持
を
え
て
︑
反
セ
ム
主
義
を
鼓
舞
し
た
こ
と

は
事
実
で
あ
っ
て
も
︑
エ
ン
デ
ツ
ィ
ア
が
サ
ナ
ツ
ィ
ア
体
制
の
基
盤
と
な
っ

た
と
は
や
は
り
考
え
に
く
い
︒
ま
た
︑
サ
ナ
ツ
ィ
ア
体
制
は
︑
ド
イ
ツ
や
イ

タ
リ
ア
の
よ
う
な
大
衆
の
動
員
や
統
率
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
な

ど
を
も
っ
て
︑
こ
れ
ら
と
区
別
す
る
た
め
に
権
威
主
義
的
と
規
定
さ
れ
る
こ

と
が
一
般
的
で
あ
ろ
う⑥
︒
本
書
で
は
言
及
さ
れ
な
い
が
︑
一
九
一
八
年
に
お

け
る
独
立
の
中
で
楽
観
論
が
影
響
力
を
広
げ
た
と
の
見
解⑦
も
あ
り
︑
一
九
二

六
年
以
後
に
楽
観
論
が
悲
観
論
か
ら
の
反
撃
に
あ
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
︑
そ

の
過
程
や
要
因
に
関
す
る
記
述
も
欲
し
か
っ
た
︒
な
い
も
の
ね
だ
り
を
続
け

れ
ば
︑
早
坂
が
ク
ラ
ク
フ
歴
史
学
派
第
二
世
代
と
し
て
注
目
す
る
ボ
ブ
ジ
ン

ス
キ
に
関
す
る
独
立
し
た
章
が
あ
れ
ば
︑
こ
こ
で
の
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
︒

二
点
目
の
問
題
は
︑
系
譜
的
理
解
と
︑
よ
り
柔
軟
な
解
釈
の
両
立
で
あ
る
︒

本
書
の
議
論
を
揺
る
が
せ
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
ホ
フ
マ
ン
や
カ
リ
ン
カ
︑

老
人
派
と
青
年
派
と
い
う
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
め
ぐ
っ
て
︑
や
や
図
式
的

な
議
論
が
散
見
さ
れ
た
︒
ホ
フ
マ
ン
と
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
の
協
力
関
係

は
︑
実
際
に
は
一
八
四
九
年
ま
で
に
終
わ
っ
て
お
り
︵
一
〇
五
頁
︶
︑
以
後

ホ
フ
マ
ン
は
独
自
の
著
述
活
動
に
入
っ
た
︒
し
か
し
そ
れ
で
も
早
坂
は
︑
一

八
六
〇
年
代
の
ホ
フ
マ
ン
も
﹁
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
の
政
治
路
線
を
継
承

し
て
い
た
﹂
︵
一
二
八
頁
︶
と
断
定
す
る
︒
い
わ
ば
前
期
ホ
フ
マ
ン
が
チ
ャ

ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
↓
ク
ラ
ク
フ
歴
史
学
派
の
系
譜
と
密
接
で
あ
っ
た
の
だ
と

し
て
も
︑
後
期
ホ
フ
マ
ン
は
前
期
の
活
動
を
基
盤
に
︑
彼
独
自
の
﹁
西
方
の
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汎
ス
ラ
ヴ
主
義
﹂
を
展
開
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
評

者
に
は
読
め
た
︒
ま
た
︑
ク
ラ
ク
フ
歴
史
学
派
の
祖
カ
リ
ン
カ
は
︑
確
か
に

ザ
モ
イ
ス
キ
伯
か
ら
重
宝
さ
れ
た
も
の
の
︑
じ
つ
は
悲
観
論
の
記
念
碑
的
著

作
﹃
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
・
ア
ウ
グ
ス
ト
の
統
治
の
最
期
の
数
年
間
﹄
︵
一
八
六

八
年
︶
を
も
っ
て
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
で
の
立
場
を
失
う
よ
う
で
あ
る

︵
三
三
一
︑
三
五
〇
頁
︶
︒
と
す
れ
ば
︑
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
と
ク
ラ
ク

フ
歴
史
学
派
と
の
間
に
も
︑
連
続
性
だ
け
で
は
な
く
︑
断
絶
を
も
み
る
必
要

が
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
系
譜
的
理
解
を
強
調
す
る
あ
ま
り
︑
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ

ス
キ
派
内
部
に
お
け
る
老
人
派
と
青
年
派
の
差
異
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
た

点
も
指
摘
で
き
る
︒
先
行
研
究
者
の
ハ
ン
デ
ル
ス
マ
ン
は
青
年
派
を
﹁
亜

流
﹂
と
し
て
軽
視
し
た
が
︵
八
〇
頁
︶
︑
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
東
方
機
関
の
創
設

に
関
わ
り
︵
九
四

九
五
頁
︶
︑
ホ
フ
マ
ン
や
カ
リ
ン
カ
と
い
う
才
能
を
発

見
し
た
︵
一
〇
五
︑
三
三
二
頁
︶
青
年
派
は
︑
本
書
で
は
む
し
ろ
中
心
の
座

を
占
め
る
︒
先
に
述
べ
た
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
か
ら
ク
ラ
ク
フ
歴
史
学
派

へ
の
連
続
と
断
絶
の
な
か
で
︑
老
人
派
と
青
年
派
と
の
差
異
が
い
か
な
る
意

味
を
も
っ
た
の
か
︑
評
者
と
し
て
は
︑
ぜ
ひ
と
も
知
り
た
か
っ
た
︒

最
後
の
三
点
目
は
︑
近
代
化
︑
あ
る
い
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
担
い
手
に
関

す
る
問
題
で
あ
る
︒
マ
チ
ェ
イ
・
ヤ
ノ
フ
ス
キ
の
論
稿
で
は
︑
東
欧
の
よ
う

に
中
産
階
級
の
発
展
に
乏
し
か
っ
た
地
域
に
お
け
る
近
代
化
の
推
進
者
に
は
︑

貴
族
と
並
ん
で
︑
知
識
人
︵
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
︶
も
挙
げ
ら
れ
た⑧
︒
ヤ

ノ
フ
ス
キ
は
︑
一
九
世
紀
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
通
史
的

著
作
を
書
い
た
歴
史
家
で
あ
り
︑
実
際
に
そ
こ
で
も
貴
族
と
同
様
に
知
識
人

の
役
割
も
重
視
さ
れ
る⑨
︒
チ
ャ
ル
ト
リ
ィ
ス
キ
派
を
と
り
あ
げ
た
本
書
は
︑

前
者
か
ら
﹁
東
欧
型
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
﹂
を
も
把
握
し
よ
う
と
す
る
が
︵
第
五

章
︶
︑
や
は
り
後
者
に
も
し
か
る
べ
き
目
配
り
が
求
め
ら
れ
よ
う
︒
本
書
で

知
識
人
へ
の
言
及
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
政
治
の
担
い
手
と
し

て
﹁
中
小
士
族
﹇
地
主
﹈
出
身
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
に
指
導
的
役
割
が

期
待
さ
れ
た
﹂
︵
二
九
九
頁
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
知
識
人
に
は
シ
ュ
ラ
フ
タ

に
従
属
す
る
も
の
以
外
の
役
割
は
与
え
ら
れ
な
い
︒
こ
の
こ
と
は
︑
本
書
が

貴
族
の
政
治
路
線
を
左
右
す
る
農
民
問
題
を
重
視
し
︑
ま
た
時
期
的
に
は
一

月
蜂
起
前
ま
で
を
考
察
範
囲
に
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
︒
知

識
人
の
増
加
は
一
九
世
紀
後
半
か
ら
本
格
化
し
︑
世
紀
末
に
は
彼
ら
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
化
が
問
題
に
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
︒
マ
グ
ダ
レ
ナ
・
ミ
チ

ン
ス
カ
に
よ
れ
ば
︑
農
奴
解
放
後
の
時
代
に
お
い
て
は
︑
知
識
人
の
社
会
的

出
自
を
貴
族
層
の
み
に
求
め
る
の
は
誇
張
さ
れ
た
理
解
で
あ
る⑩
︒
と
は
い
え
︑

貴
族
の
子
弟
が
あ
ま
り
選
び
た
が
ら
な
か
っ
た
医
師
の
出
身
階
層
に
つ
い
て

は
︑
一
月
蜂
起
前
か
ら
既
に
シ
ュ
ラ
フ
タ
︵
四
五
％
︶
と
並
ん
で
︑
都
市
民

︵
四
四
％
︶
も
多
か
っ
た⑪
︒
一
八
四
〇
年
代
に
︑
ド
イ
ツ
語
か
ら
ポ
ー
ラ
ン

ド
語
に
知
識
人
概
念
を
輸
入
し
た
と
さ
れ
る
の
は
哲
学
者
の
カ
ロ
ル
・
リ
ベ

ル
ト
だ
が
︑
彼
は
手
工
業
職
人
の
家
に
生
ま
れ
た
も
の
の
︑
プ
ロ
イ
セ
ン
政

府
か
ら
奨
学
金
を
も
ら
っ
て
大
学
に
進
学
し
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
に
師
事
で
き
た
︒

そ
の
リ
ベ
ル
ト
が
︑
高
等
教
育
︵
専
門
知
識
︶
に
よ
っ
て
民
族
を
導
く
存
在

と
し
て
知
識
人
を
描
い
た
と
き
︑
彼
は
身
分
や
家
系
に
と
ら
わ
れ
な
い
社
会

を
志
向
し
た
と
考
え
ら
れ
る⑫
︒

早
坂
に
よ
れ
ば
︑
﹁
自
由
主
義
の
選
択
は
︑
社
会
変
化
は
不
可
避
と
み
て

譲
歩
す
る
以
外
に
旧
来
の
地
位
を
守
る
道
は
な
い
と
判
断
し
た
結
果
に
ほ
か

な
ら
な
い
︒
こ
の
路
線
は
一
月
蜂
起
後
︑
ガ
リ
ツ
ィ
ア
の
道
化
師
た
ち
﹇
ク

ラ
ク
フ
歴
史
学
派
の
分
身
﹈
の
保
守
主
義
に
お
い
て
貫
徹
さ
れ
た
と
み
る
ル

ド
ヴ
ィ
コ
フ
ス
キ
の
解
釈
は
︑
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
歴
史
学
界
で
定
説
化
さ
れ
て

い
る
と
み
て
よ
い
﹂
と
さ
れ
る
︵
一
〇
二
頁
︶
︒
し
か
し
︑
こ
の
と
き
レ
ッ
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ト
・
ル
ド
ヴ
ィ
コ
フ
ス
キ
は
保
守
主
義
の
研
究
に
従
事
し
て
お
り
︑
ま
た
社

会
主
義
期
と
い
う
時
代
的
制
約
を
受
け
て
い
る
と
考
え
れ
ば
︑
彼
の
解
釈
が

い
ま
な
お
有
効
で
あ
る
と
す
る
の
に
は
︑
や
は
り
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う⑬
︒

今
日
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
は
︑
先
述
の
ヤ
ノ
フ
ス
キ
か
ら
さ
ら
に
次
の
世
代
に

あ
た
る
研
究
者
が
現
れ
て
い
る⑭
︒
彼
ら
の
知
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
東
欧
や

ロ
シ
ア
︑
オ
ス
マ
ン
に
お
い
て
保
守
的
な
貴
族
の
路
線
と
︑
右
派
か
ら
中
道
︑

左
派
ま
で
を
幅
広
く
包
摂
す
る
知
識
人
か
ら
の
路
線
と
が
︑
ど
の
よ
う
に
交

錯
し
な
が
ら
近
代
化
︑
あ
る
い
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
推
進
し
た
の
か
を
考
え

る
こ
と
は
︑
重
要
な
論
点
を
な
し
て
い
る
︒

以
上
︑
様
々
な
問
題
を
提
起
し
た
が
︑
本
書
が
広
い
意
義
の
あ
る
研
究
で

あ
る
だ
け
に
︑
あ
え
て
自
由
に
述
べ
て
き
た
︒
誤
解
な
ど
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
︑
そ
の
場
合
に
は
著
者
に
は
ご
海
容
を
請
い
た
い
︒

①

参
考
ま
で
に
書
誌
情
報
を
記
し
て
お
く
︒
Jan
A
dam
us,
M
onarchizm
i

repu
blikan
izm

w
syn
tezie
d
ziejów
P
olski︵
L
ód
ź
:
Ł
ód
zk
ie

T
ow
arzystw
o
N
aukow
e,1961
︶.

②

一
七
九
一
年
五
月
三
日
憲
法
に
由
来
し
て
︑
こ
の
日
づ
け
は
愛
国
的
な
意
味
を

も
っ
た
︒
同
憲
法
に
つ
い
て
は
︑
白
木
太
一
﹃
近
世
ポ
ー
ラ
ン
ド
﹁
共
和
国
﹂
の

再
建

四
年
議
会
と
五
月
三
日
憲
法
へ
の
道
﹄
彩
流
社
︑
二
〇
〇
五
年
を
参
照
︒

③

福
元
健
之
﹁
国
際
政
治
の
舞
台
裏
か
ら

早
坂
真
理
﹃
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
東
方

機
関

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
亡
命
愛
国
者
﹄
﹂
藤
原
辰
史
編
﹃
歴
史
書
の
愉
悦
﹄
ナ

カ
ニ
シ
ヤ
出
版
︑
二
〇
一
九
年
︑
四
三

-
五
二
頁
︒

④

早
坂
真
理
﹃
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
東
方
機
関

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
亡
命
愛
国
者
﹄
筑

摩
書
房
︑
一
九
八
七
年
︒
同
﹃
ウ
ク
ラ
イ
ナ

歴
史
の
復
元
を
模
索
す
る
﹄
リ

ブ
ロ
ポ
ー
ト
︑
一
九
九
四
年
︒
同
﹃
革
命
独
裁
の
史
的
研
究

ロ
シ
ア
革
命
運

動
の
裏
面
史
と
し
て
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題
﹄
多
賀
出
版
︑
一
九
九
九
年
︒
本
書
で

は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
早
坂
眞
理
﹁
ニ
コ
ラ
イ
・
カ
レ
ー
エ
フ
と
ク
ラ
ク
フ

歴
史
学
派

一
九
世
紀
後
半
の
ロ
シ
ア
史
学
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
学
の
﹁
一
致
﹂

に
つ
い
て
﹂
﹃
ロ
シ
ア
史
研
究
﹄
三
二
︑
一
九
八
〇
年
︑
四
三

-
五
五
頁
︒
同

﹁
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
学
思
想
史
に
お
け
る
ク
ラ
ク
フ
歴
史
学
派
批
判
と
最
近
の
研
究

動
向
﹂
﹃
東
欧
史
研
究
﹄
四
︑
一
九
八
一
年
︑
三
二

-
四
八
頁
も
あ
る
︒

⑤

さ
し
あ
た
り
︑
宮
崎
悠
﹃
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題
と
ド
モ
フ
ス
キ

国
民
的
独
立

の
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
﹄
北
海
道
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
〇
年
を
参
照
︒

⑥

古
典
的
だ
が
︑
以
下
を
参
照
︒
Janusz
Żarnow
ski︵
ed.︶,
D
ictatorships

in
E
ast-C
en
tral
E
u
rope
1
9
1
8-1
9
3
9
:
A
n
th
ologies︵
W
arsaw
:

O
ssolineum
,1983
︶.

⑦

Jolanta
K
olbuszew
ski,“M
iędzy
w
sparciem
narodu
a
krzew
ieniem

m
agalom
anii
-
interpretacje
dziejów
P
olski
z
okresu
I
w
ojny

św
iatow
ej,”
[w
:]
Ł
ód
ź

w
czasie
W
ielskiej
W
ojny,pod
red.Jolanty
A
.

D
aszy
ńskiej︵
Łód
ź
:
K
sięzy
M
łyn,2012
︶,13-19.

⑧

M
aciej
Janow
ski,“M
arginal
or
C
entral?
T
he
Place
of
the
Liberal

T
radition
in
N
ineteenth-C
entury
Polish
H
istory,”
[in
:]
Iván
Zoltán

D
énes︵
ed.︶,
L
iberty
an
d
th
e
S
earch
for
Id
en
tity
:
L
iberal

N
ationalism
s
and
the
L
egacy
of
E
m
pires︵
B
udapest
and
N
ew
Y
ork:

C
entral
E
uropean
U
niversity
Press,2006
︶,266.

⑨

M
aciej
Janow
ski,
P
olish
L
iberal
T
hought
before
1918
︵
B
udapest

and
N
ew
Y
ork:
C
entral
E
uropean
U
niversity
Press,2004
︶.

⑩

M
agdalena
M
icińska,trans.by
T
ristan
K
orecki,A
t
the
C
rossroads

1865-1918
:
A
H
istory
of
the
P
olish
Intelligentsia,Part
3
︵
F
rankfurt

am
M
ain
:
Peter
Lang
E
dition,2014
︶,26.

⑪

R
y
szard
a
C
zep
u
lis,
“L
ek
arze
u
rz
ęd
ow
i︵
1832-1862
︶,”
[w
:]

Społecze
ństw
o
K
rólestw
a
P
olskiego,
t.
3,
pod
red.
W
itolda
K
uli

︵
W
arszaw
a:
Pa
ństw
ow
e
W
ydaw
nictw
o
N
aukow
e,1968
︶,56.
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⑫

Jerzy
Jedlicki,
trans.
by
T
ristan
K
orecki,
T
he
V
icious
C
ircle

1832-1864:
A
H
istory
of
the
P
olish
Intelligentsia,Part
2
︵
F
rankfurt

am
M
ain
:
Peter
Lang
E
dition,2014
︶,93-95.

⑬

本

書

で

参

照

さ

れ

る

ル

ド

ヴ
ィ

コ

フ

ス

キ

の

文

献

は
︑
R
ett
R
.

Ludw
ikow
ski,“K
ilka
uw
ag
o
polskim
liberalizm
ie
X
IX
w
.,”
P
rzegl
ąd

H
istoryczny
67-4
︵
1976
︶,
643-655;
Id.,
K
onserw
atyzm

K
rólestw
a

P
olskiego
w
okresie
m
i
ędzypow
staniow
ym
︵
z
rozw
a
ża
ń

nad
ideologi
ą

i
polityk
ą
︶
︵
W
arszaw
a
:Pa
ństw
ow
e
W
ydaw
nictw
o
N
aukow
e,1976
︶.

⑭

例
え
ば
︑
マ
チ
ェ
イ
・
グ
ル
ヌ
ィ
や
カ
ミ
ル
・
シ
ミ
ェ
ホ
フ
ス
キ
ら
は
︑
今
後

ま
す
ま
す
重
要
な
研
究
を
す
る
だ
ろ
う
と
評
者
は
考
え
て
い
る
︒
彼
ら
の
近
著
は
︑

以
下
を
参
照
︒
K
am
il
Śm
iechow
ski,
Ł
ódzka
w
izja
post
ępu.
O
blicze

społeczno-ideow
e
“G
o
ńca
Ł
ódzkiego”,
“K
uriera
Ł
ódzkiego”,

“N
ow
ego
K
uriera
Ł
ódzkiego”
w
latach
1898-1914
︵
Łód
ź
:
K
się
ży

M
łyn,
2014
︶;
M
aciej
G
órny,
trans.
by
A
ntoni
G
órny,
Science

E
m
battled
:
E
astern
E
uropean
Intellectuals
and
the
G
reat
W
ar

︵
Paderborn
:
F
erdinand
Schöningh,2019
︶.

︵
Ａ
�
判

四
九
八
頁

彩
流
社
︑
二
〇
一
九
年
一
二
月

税
別
五
八
〇
〇
円
︶

︵
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
︶
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