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『
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
』

　
　
　
　
　
　
ー
十
九
世
紀
と
二
十
世
紀
1

　
第
二
次
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
．
「
混
然
と
し
た
多
岐
」
（
9
鳶
臣
巴
≧
け
零

召
江
＜
。
の
）
に
た
た
ず
ん
で
い
る
。
し
か
も
な
お
、
モ
ー
ス
は
言
う
．
「
知
識
人

に
開
か
れ
た
選
択
（
鋒
①
葺
暮
才
霊
）
は
、
あ
き
ら
か
に
、
自
由
と
理
性
の
古
典

的
結
合
を
も
は
や
含
ん
で
は
い
な
か
つ
た
。
ハ
イ
エ
ヅ
ク
の
『
隷
従
へ
の
道
』

の
よ
う
な
書
は
、
た
し
か
に
、
自
由
主
義
を
再
び
表
明
し
つ
つ
い
さ
さ
か
の
評

判
を
得
た
も
の
の
、
徴
候
を
示
す
か
の
如
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
で
は
な



く
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
で
あ
つ
た
．
こ
う
し
た
判
断
は
、
時
が
た
て
ば

修
正
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
期
こ
そ
か
か
つ
て
わ
れ

わ
れ
に
あ
り
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
家
が
必
要
と
す
る
不
可
欠
な
歴
史

的
視
座
を
も
つ
こ
と
な
く
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
の
序
論
に
提
示
さ
れ
た
テ
ー
マ
は
、
ま
た

も
や
二
十
世
紀
半
ば
に
い
た
る
ま
で
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

人
間
は
、
み
ず
か
ら
を
関
連
づ
け
得
る
権
威
と
い
う
も
の
を
持
た
ね
ば
な
ら
な

い
。
か
れ
は
、
こ
の
権
威
を
ひ
ろ
く
《
ロ
マ
ン
的
ム
ー
ド
》
と
呼
ば
れ
得
る
も

の
に
見
据
え
よ
う
と
し
が
ち
で
あ
つ
た
。
二
大
戦
は
、
こ
の
人
生
観
を
弱
め
る

ど
こ
ろ
か
、
却
つ
て
強
め
て
し
ま
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
。

　
本
書
は
、
一
八
一
五
年
、
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
没
落
以

後
の
《
反
動
の
時
代
》
か
ら
二
十
世
紀
半
ば
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
－
社

会
に
対
応
す
る
精
神
の
習
俗
（
富
三
富
亀
巨
鼠
）
ー
、
あ
る
い
は
思
想
の
歴

史
的
分
析
で
あ
る
．
如
何
な
る
時
代
も
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
な
悲
劇
性
を
も
つ
て

彩
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
よ
り
一
層
悲
劇

的
に
、
え
も
言
え
ぬ
感
傷
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
を
呪
縛
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
．
モ
ー
ス
に
よ
れ
ば
．
こ
の
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

は
、
急
速
な
工
業
化
が
進
行
し
、
多
く
の
人
び
と
は
壁
に
突
き
あ
た
り
、
か
れ

ら
が
理
解
し
得
な
い
変
動
を
、
そ
し
て
解
決
を
拒
む
問
題
を
見
つ
め
な
が
ら
、

人
類
史
上
か
つ
て
な
い
程
に
、
人
び
と
を
し
て
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
て
し
ま
つ

た
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
よ
り
希
望
あ
る
未
来
と
い
う
も
の
を
憧
憬
し
つ
つ

も
、
そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
活
現
実
の
外
側
に
概
念
化
す
る
傾
向
が
あ
つ

た
．
こ
の
よ
う
な
精
神
の
習
俗
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
先
に
言
わ
れ
た
ロ
マ
ン
的
ム

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

　
i
ド
で
あ
る
－

　
　
フ
ァ
シ
ス
ム
と
は
．
・
マ
ン
主
義
の
時
代
以
後
に
生
じ
た
さ
ま
さ
ま
な
思
想

　
が
雪
崩
打
つ
た
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
．
第
一
次
大
戦
は
、
す

　
で
に
一
八
七
〇
年
1
こ
の
頃
の
歴
史
的
事
件
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
プ
・

　
シ
ァ
に
敗
戦
し
、
ナ
ポ
レ
ォ
ン
三
世
の
政
治
体
制
の
崩
壊
、
そ
の
翌
年
に
は
パ

　
リ
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
の
樹
立
を
見
る
ー
を
転
回
点
と
し
、
ロ
マ
ン
主
義
、
民
族

　
主
義
、
人
種
主
義
が
浸
透
し
て
行
く
傍
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
も
は
や
理
論
の

　
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
実
践
の
政
治
的
課
題
と
な
り
、
二
i
チ
ェ
の
《
価
値

　
の
転
換
》
に
象
微
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
工
ー
ト
ス
の
方
向
転
換
が
不
気
味
な

　
現
実
と
な
り
つ
つ
あ
つ
た
が
、
大
戦
の
大
激
動
は
こ
う
し
た
ム
ー
ド
の
自
己
完

　
成
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
思
想
は
、
さ
ら
に
辿
つ
て
十
九

　
世
紀
に
と
と
の
え
ら
れ
、
十
八
世
紀
の
啓
蒙
的
理
性
、
す
な
わ
ち
合
理
主
義
に

　
対
立
す
る
ロ
マ
ン
主
義
を
軸
心
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
旋
転
す
る
思
想
の
ヴ
ァ
リ

　
エ
ー
シ
ョ
ン
を
奏
で
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
よ
う
に
問
題
を
把
え
、
近
代
ヨ
！

　
ロ
ッ
パ
の
文
化
史
が
ど
の
よ
う
に
し
て
全
体
主
義
へ
と
押
し
お
よ
ぼ
さ
れ
て
行

　
つ
た
か
を
探
究
し
、
い
ま
も
な
お
此
処
、
彼
処
に
そ
の
陰
影
を
曳
き
ず
つ
て
い

　
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
的
危
機
を
否
定
し
か
ね
ず
．
ク
ロ
ー
チ
ェ
を
引
き
な
が

　
ら
、
現
在
へ
の
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
問
題
関
心
が
歴
史
家
を
し
で
過
去
へ
と
赴
か

　
し
め
る
こ
と
を
蔽
い
隠
そ
う
と
し
な
い
。

　
　
こ
こ
に
言
わ
れ
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
、
地
理
的
に
イ
ギ
リ
ス
．
フ
ラ
ン
ス
、

　
ド
イ
ツ
．
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
に
主
と
し
て
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

，
諸
国
は
い
ず
れ
も
、
イ
ギ
リ
ス
を
例
外
と
し
て
、
《
産
業
革
命
》
の
手
荒
ら
な

　
社
会
変
動
に
対
応
で
き
ず
、
現
実
に
対
す
る
激
越
な
反
抗
を
構
え
る
思
想
の
姿
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勢
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
も
つ
と
も
、
産
業
革
命
に
対
応
で
き
な
か
つ
た
こ
と

が
・
マ
ン
的
思
想
を
必
然
化
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
逆
は
か
な
ら
ず
し
も
真
理

で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
的
例
外
に
も
そ
の
う
ち
に
例
外
的
思
想
を
含
ん
で
い

る
．
こ
の
点
、
モ
ー
ス
の
命
題
は
メ
カ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
必
然
性
の
論
理
を
感

ぜ
し
め
る
．
と
も
か
く
も
か
れ
は
、
一
八
七
〇
年
か
ら
第
一
次
大
戦
の
終
結
ま

で
の
時
期
を
中
に
は
さ
ん
で
、
前
後
二
つ
の
部
分
に
わ
た
つ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
化
の
展
開
過
程
を
解
明
す
る
（
む
ろ
ん
本
書
で
は
、
工
業
化
過
程
そ
の
も
の

に
は
触
れ
ら
れ
ず
、
ま
た
生
活
様
式
自
体
を
対
象
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
た
と
え
ば
、
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
サ
ロ
ン
の
模
様
と
か
、
海
水
浴

場
、
旅
行
の
中
産
階
級
的
変
化
、
ド
イ
ッ
青
年
た
ち
の
譲
導
号
署
夷
鼻
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
ア
プ
レ
ノ
ヨ
ニ
ス
ト

の
末
に
群
が
り
お
こ
つ
た
表
現
派
な
ど
に
つ
い
て
は
、
時
代
精
神
の
直
戯

な
反
映
と
し
て
興
味
深
く
語
ら
れ
て
い
る
）
。
思
想
の
展
開
は
、
ク
・
ノ
ロ
ジ

カ
ル
に
で
は
な
く
、
よ
り
コ
ン
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
に
、
し
た
が
つ
て
多
く
の
思

想
が
交
錯
的
複
合
を
な
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
そ
の
大
筋
を
わ
た

く
し
な
り
に
覚
え
書
き
し
て
お
く
。

　
・
マ
ン
主
義
と
は
人
問
の
こ
こ
ろ
の
安
定
性
を
喪
失
し
た
内
的
情
感
の
あ
ら

わ
れ
に
他
な
ら
な
い
。
人
間
理
性
に
と
つ
て
、
自
然
は
機
械
で
あ
り
、
科
学
的

研
究
の
対
象
で
あ
る
が
、
ロ
マ
ン
主
義
者
は
、
ま
さ
に
こ
の
人
間
と
自
然
と
の

破
壊
に
対
し
て
、
憂
愁
の
涙
を
流
し
、
「
生
命
の
詩
」
を
讃
美
す
る
．
だ
が
、

生
命
の
詩
は
そ
れ
自
体
危
機
の
思
想
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
学
的
な
感
傷

の
激
し
さ
ー
ー
ω
可
仁
巨
仁
包
U
蚕
鑛
1
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
じ
つ
は
、

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
翼
目
に
対
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ー
ル
な
革
命
精
神
で
あ
り
、
と
同
時

に
、
急
進
主
義
の
平
等
化
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
胎
動
ー
に
対
す
る
反
抗
の
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
（
二
二
九
四
）

神
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
、
こ
の
ロ
マ
ン
主
義
が
つ
ね
に
民

族
的
過
去
へ
の
回
想
を
と
も
な
つ
て
、
民
族
主
義
の
支
柱
と
な
つ
て
い
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
・
マ
ン
主
義
と
深
く
結
び
つ
い
た
十
九
世
紀
の
宗
教
的

復
活
は
、
情
緒
的
な
宗
教
で
あ
つ
て
、
《
キ
リ
ス
ト
教
》
的
中
世
秩
序
の
調
和

と
ヒ
ェ
ラ
ル
ヒ
イ
を
夢
想
す
る
。
こ
う
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
立
ち
戻
ろ
う
と
す

る
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
政
治
的
反
動
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現
代

文
明
批
判
に
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ロ
マ
ン
主
義
と
政
治
と
の
結
合
は
、
民
族
主
義
を
生
み
出
す
．
十
九
世
紀
ヨ

ー
・
ッ
パ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
対
抗
す
る
民
族
《
意
識
》
が
、
民
族
と
い
う
も

の
に
対
す
る
個
人
の
忠
誠
心
旺
価
値
体
系
を
独
占
的
に
勝
ち
と
つ
て
行
く
．
モ

ー
ス
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
ド
イ
ッ
民
族
主
義
は
、
ロ
マ
ン
的
傾
向
を

お
び
た
文
化
的
民
族
主
義
と
し
て
、
民
族
的
工
ー
ト
ス
あ
る
い
は
ぎ
N
詳
鴇
量

（
ヘ
ー
ゲ
ル
）
と
い
つ
た
観
念
性
を
ま
と
う
て
神
秘
化
さ
れ
た
。
民
族
主
義
は

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
、
と
い
う
単
純
な
シ
ェ
ー
マ
は
妥
当
性

を
欠
く
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
国
家
と
社
会
を
分
離
し
、
ま
さ
に
か
れ
ら
の
経

済
的
イ
ン
タ
レ
ス
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
と
し
て
ー
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
の
一
譲
巳
導
＆
＞
裳
3
議
を
想
起
せ
よ
ー
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
こ
と
に
成

功
し
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
歴
史
的
・
情
緒
的
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
の
民
族
へ

の
同
一
化
を
求
め
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
．
し
か
も
、
民
族
主
義
が
将
来
の
よ
き

生
活
へ
の
方
途
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
の
は
、
ひ
と
り
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
シ
ー
に
よ

る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
自
体
が
産
業
革
命
の
進
行
の
も
た
ぢ
し
た
個
人
の
原
子

化
、
都
市
化
I
ー
リ
ー
ス
マ
ン
の
い
わ
ゆ
る
《
孤
独
な
る
群
衆
》
ー
に
対
す

る
心
理
的
帰
属
感
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
．
ま
た
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
ブ



ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ソ
性
が
、
民
族
主
義
者
の
側
か
ら
反
民
族
的

で
あ
る
と
忌
避
さ
れ
て
い
た
事
実
も
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
民
族
主
義
の
形
成
は
、
そ
の
内
部
に
人
種
思
想
を
必
然
的
に
連
想
せ
し
め
る

が
、
本
源
的
に
は
、
た
と
え
ド
イ
ッ
民
族
主
義
に
も
人
種
的
志
向
が
な
か
つ
た

こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
主
義
者
は
、
民
族
の
歴
史
に
振
り
向
く

時
、
民
族
の
こ
こ
ろ
に
共
感
す
る
神
秘
的
実
体
を
見
つ
け
る
．
し
か
し
そ
れ
は

ま
た
、
工
業
社
会
の
問
題
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
解
決
で
あ
つ
た
こ
と
、
そ
し
て

帝
国
主
義
政
策
の
正
当
性
と
し
て
も
作
用
す
る
要
因
で
あ
つ
た
こ
と
を
忘
却
し

得
な
い
．
さ
ら
に
、
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
し
て
の
人
種
主
義
は
、
十
九
世
紀
に
発

達
し
た
言
語
学
、
文
化
人
類
学
、
骨
相
学
な
ど
に
よ
り
科
学
的
偽
装
を
ほ
ど
こ

さ
れ
、
　
一
層
そ
の
主
張
を
強
化
し
た
．
し
か
し
な
が
ら
、
モ
ー
ス
の
言
う
よ
う

に
、
人
種
主
義
の
民
族
意
識
へ
の
上
昇
的
拡
大
は
、
ゴ
ビ
ノ
ー
あ
る
い
は
チ
ェ

ン
バ
レ
ン
の
思
想
と
か
政
治
運
動
に
よ
る
よ
り
も
、
文
学
と
か
煽
動
家
に
よ
る

イ
メ
ー
ジ
ー
の
造
型
1
ー
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
1
に
負
う

て
い
る
の
で
あ
る
．
ナ
チ
ス
の
二
七
リ
ズ
ム
革
命
（
ラ
ウ
シ
ュ
ニ
ソ
グ
）
は
、
こ

の
ユ
ダ
ヤ
人
を
ま
さ
に
人
間
の
《
タ
イ
プ
》
と
し
て
非
人
格
化
し
、
ア
リ
ア
ン

人
種
1
も
と
も
と
言
語
学
上
の
言
葉
ー
1
を
完
全
に
人
格
化
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
因
果
律
の
連
鎖
は
、
ド
イ
ッ
に
の
み
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な

く
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
反
セ
ム
主
義
（
ド
レ
フ
ユ
ー
ズ
事
件
）
に
歴
然
と
し

て
あ
ら
わ
れ
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
自
由
と
秩
序
の
保
守
主
義
的
再
定
義
を

促
し
た
。
ウ
ィ
ー
ン
会
議
後
の
ヨ
i
・
ッ
パ
に
は
、
伝
統
と
権
威
と
が
［
。
号

菖
ヨ
詳
碧
の
理
念
と
し
て
現
実
化
す
る
。
し
か
し
、
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
し
て
の
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保
守
主
義
は
き
わ
め
て
多
彩
で
あ
り
、
散
漫
な
思
想
に
す
ぎ
な
い
。
バ
ー
ク
ば

大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
批
判
的
で
、
．
ご
昌
o
夷
窪
讐
8
Φ
9
諏
①
．
．
に
貴
族
主

義
的
郷
愁
を
寄
せ
る
．
同
じ
く
リ
ベ
ラ
ル
な
保
守
主
義
者
と
し
て
、
ギ
ゾ
ー
の

如
き
政
治
家
を
あ
げ
る
こ
と
が
弔
、
き
よ
う
。
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
は
カ
ト
リ
ッ
ク

的
反
動
の
典
型
で
あ
る
が
、
ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
如
き
は
さ
ら
に
カ
ト
リ
ヅ

ク
を
《
民
族
化
》
し
、
ナ
チ
時
代
の
聖
書
の
讐
§
。
。
～
ミ
ざ
Q
ミ
曇
帖
を
予
示
し

て
い
る
．
保
守
主
義
は
全
体
主
義
的
で
は
な
い
が
、
や
は
り
十
九
世
紀
の
産
業

社
会
に
お
け
る
変
化
に
対
応
す
る
仕
方
で
あ
り
、
そ
れ
が
中
世
の
ギ
ル
ト
的
な

8
暮
。
蚕
ぢ
馨
彗
。
へ
の
逆
行
か
、
も
し
く
は
そ
れ
の
産
業
社
会
へ
の
投
射
か

ー
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
有
機
的
国
家
の
8
唇
。
歪
募
簿
1
に
解
決
を
求
め
よ
う

と
す
る
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
保
守
主
義
が
《
歴
史
》
を
強
調
し

た
こ
と
は
、
後
に
重
大
な
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
と
な
つ
た
。
そ
れ
は
、
ド
イ

ツ
観
念
論
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
的
歴
史
哲
学
へ
と
変
容
し
、
歴
史
主
義
（
ラ
ン

ケ
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
）
　
へ
と
展
開
す
る
．
歴
史
主
義
が
偉
大
な
歴
史
家
（
ク
・
ー

チ
ェ
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
、
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
）
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い

が
、
こ
こ
に
、
歴
史
研
究
と
い
う
も
の
は
も
は
や
歴
史
研
究
で
は
な
く
な
り
、

へ
ー
ゲ
ル
主
義
的
な
歴
史
哲
学
に
濾
過
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。

　
ヨ
ー
・
ッ
パ
に
お
け
る
社
会
主
義
の
発
展
は
、
自
由
主
義
が
社
会
問
題
を
経

済
的
に
で
は
な
く
、
道
徳
的
に
し
か
思
考
し
得
な
か
つ
た
ー
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ス
マ
イ
ル
ズ
の
の
瓢
》
簿
§
。
・
に
お
け
る
中
産
階
級
的
な
個
人
道
徳
を
見
よ
！

ー
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
。
多
分
に
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
の
影
響
を
受
け
、

議
会
内
に
お
け
る
社
会
改
革
、
組
合
主
義
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
へ
と
帰
結
し
て

い
つ
た
イ
ギ
リ
ス
と
は
対
照
的
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
社
会
主
義
の
古
典
で
あ
り
、
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サ
ン
・
シ
モ
ン
、
フ
ー
リ
ェ
、
プ
ル
ー
ド
ン
、
ブ
ラ
ン
キ
、
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
が

パ
リ
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
ま
で
の
社
会
主
義
運
動
に
果
し
た
役
割
は
大
き
い
。
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
七
〇
年
に
い
た
る
ま
で
に
、
社
会
主
義
は
一
応
、
マ

ル
ク
ス
主
義
に
整
序
さ
れ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
．
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
自

体
が
対
立
と
分
裂
の
相
次
ぐ
歴
史
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
．
エ
ン
ゲ
ル
ス
自

身
　
一
八
九
〇
年
代
に
は
議
会
制
内
部
で
の
活
動
に
確
信
を
も
ち
は
じ
め
、
ベ

ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
修
正
主
義
的
傾
向
さ
え
も
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ

社
会
民
主
党
は
、
レ
ー
ニ
ン
に
よ
る
社
会
主
義
の
《
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
化
》
と
い
う

非
難
を
受
け
、
第
一
次
大
戦
に
は
民
族
主
義
的
方
向
を
明
白
に
し
、
み
ず
か
ら

マ
ル
ク
ス
主
義
を
放
棄
す
る
。
他
方
、
・
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
リ
ー
ブ

ク
ネ
ヒ
ト
た
ち
は
、
戦
後
に
ド
イ
ッ
共
産
党
を
樹
立
し
、
・
シ
ア
革
命
の
成
功

に
も
か
か
わ
ら
ず
．
レ
ー
ニ
ン
と
も
思
想
的
に
決
裂
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
・
マ
ン
主
義
的
、
内
的
人
間
概
念
を
徹
底
的

に
拒
否
す
る
。
し
か
し
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
は
、
大
衆
に
対
す
る
ロ
マ
ン

的
態
度
が
融
和
し
て
い
た
こ
と
を
拒
否
で
き
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
観
は
、

た
ん
に
史
的
唯
物
論
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
ま
さ
に
そ
れ
が
科

学
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
自
体
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ

ム
ヘ
と
傾
斜
せ
し
め
た
の
で
あ
つ
た
．
や
が
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
理
論
と
倫
理

の
乖
離
へ
と
導
か
れ
、
シ
ロ
ー
ネ
と
か
グ
ラ
ム
シ
の
如
き
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、

ひ
た
む
き
に
倫
理
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
重
、
視
す
る
よ
う
に
な
る
。
忍
び
よ
る

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
脅
威
を
口
前
に
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
選
択
を
迫
ら
れ
た

戦
後
の
知
識
人
た
ち
に
と
つ
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
よ
り
も
価
値
が
問

題
て
あ
つ
た
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
Q
＆
慧
ミ
嵜
帖
、
＆
と
は
か
れ
ら
の
実
践
に
お
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け
る
挫
折
に
他
な
ら
な
い
。
ル
カ
ー
チ
の
い
う
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
し
て

も
、
歴
史
必
然
性
の
な
か
で
個
人
の
人
問
形
成
と
生
成
を
課
題
と
す
る
新
し
い

倫
理
的
要
請
な
の
で
あ
つ
た
。
非
共
産
党
的
左
翼
が
描
く
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社

会
は
道
徳
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
り
．
西
欧
的
知
識
人
、
た
と
え
ば
．
ジ
ッ
ド
．

ロ
ー
ラ
ン
、
ヶ
ス
ト
ラ
ー
、
ラ
ス
キ
な
ど
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
志
向
あ
る
い

は
転
向
は
、
そ
も
そ
も
個
人
の
内
面
的
良
心
の
問
題
か
ら
発
想
さ
れ
、
《
心
情

の
マ
ル
ク
ス
主
義
》
を
も
つ
と
も
ロ
マ
ン
的
に
物
語
つ
て
い
る
と
言
え
よ
5
。

　
無
意
識
の
発
見
ー
フ
・
イ
ト
の
精
神
分
析
学
は
劃
期
的
で
あ
る
。
」
八
七

〇
年
以
後
の
実
証
主
義
へ
の
反
抗
と
い
う
一
般
的
ム
ー
ド
の
な
か
で
、
か
れ
の

分
析
は
実
証
主
義
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
ぎ
こ
と
は
、

か
れ
の
文
明
に
対
す
る
批
判
的
、
敵
対
的
と
で
も
言
う
べ
き
見
解
は
、
ぎ
§

ぎ
ミ
帖
琶
§
建
。
。
と
い
つ
た
プ
リ
ミ
テ
ィ
ー
ヴ
な
非
合
理
性
と
攻
撃
性
を
普
遍

化
し
、
か
つ
、
精
神
は
環
境
の
変
更
に
か
か
わ
り
な
く
ー
し
た
が
つ
て
、
マ

ル
ク
ス
主
義
に
も
つ
と
も
敵
対
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
L
そ
の
孤
立
し
た

メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
決
定
論
を
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の

カ
ォ
ス
の
真
只
中
で
、
心
理
学
は
す
べ
て
の
問
題
を
心
理
学
の
問
題
に
還
元
す

る
新
し
い
バ
ロ
ー
キ
ア
リ
ズ
ム
と
な
つ
て
い
る
。
心
理
学
は
ロ
マ
ン
化
さ
れ
、

感
傷
化
さ
れ
、
非
合
理
性
を
と
ど
め
な
が
ら
、
形
而
上
学
と
な
つ
た
、
と
モ
ー

ス
が
述
べ
て
い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
．
今
日
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
精
神
分

析
学
の
適
用
が
、
現
存
社
会
に
対
す
る
理
性
的
調
整
の
た
め
の
精
神
治
療
と
し

て
役
立
つ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
ろ
の
病
理
学
と
し
て
の
ロ
マ
γ
主
義
を
想
起

さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ヨ
ー
・
ッ
パ
的
工
ー
ト
ス
の
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
方
向
転
回
は
、
ブ
ル
ジ



ヨ
ワ
ジ
ー
を
し
て
過
去
へ
の
逃
避
と
、
歴
史
的
連
続
性
の
虚
妄
に
み
ず
か
ら
を

閉
ざ
さ
れ
た
階
級
と
し
て
表
面
的
に
安
定
化
せ
し
め
つ
つ
、
そ
の
反
面
で
は
、

新
し
い
・
マ
ン
主
義
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
生
活
の
几
庸
性
に
鋭
い
批
判
を
向
け
さ

せ
て
行
く
。
こ
れ
は
豊
富
の
な
か
の
不
安
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の

最
後
の
十
年
間
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
急
速
度
の
工
業
化
が
進
行
し
、
レ
ー
ニ
ン

の
い
う
《
資
本
集
中
化
》
現
象
、
経
済
領
域
へ
の
国
家
干
渉
が
見
ら
れ
る
。
労

働
者
階
級
は
ま
す
ま
す
組
織
化
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
機
械
化
が
か
れ
ら
の

失
業
と
不
安
を
増
大
さ
せ
る
。
第
一
次
大
戦
と
そ
の
後
の
経
済
状
態
は
、
間
も

な
く
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
安
定
性
を
失
わ
し
め
、
ロ
シ
ア
革
命
の
勝
利
が
か
れ

ら
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
展
望
の
末
路
を
告
げ
る
か
に
思
わ
れ
た
。
こ
う

し
て
、
情
緒
性
目
非
合
理
性
の
み
が
唯
一
の
確
実
な
現
実
で
あ
る
か
の
如
き
ム

！
ド
が
支
配
的
と
な
つ
た
．
「
確
実
性
の
崩
壊
」
は
、
自
然
科
学
の
分
野
に
お

い
て
も
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
不
確
定
性
の
原
理
の
出
現
が
物
理
的
自
然
の
不
可

避
性
を
確
率
性
に
代
置
さ
せ
、
プ
ラ
ン
ク
の
量
子
理
論
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
世
界

を
破
壊
す
る
に
い
た
つ
た
。
カ
ル
ナ
ッ
プ
な
ど
の
提
唱
す
る
論
理
実
証
主
義

も
、
ド
グ
マ
化
の
空
疎
を
あ
ば
き
立
て
、
同
時
に
、
真
理
を
も
破
壊
す
る
一
種

の
思
想
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
逢
著
す
る
。
こ
の
よ
う
な
不
確
実
性
は
逆
に
、
権
威

を
求
め
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
押
し
進
め
、
社
会
科
学
の
分
野
に
は
、
パ
レ
ー

ト
の
エ
リ
ー
ト
理
論
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
理
念
が
あ
ら
わ
れ

る
（
ゲ
オ
ル
ゲ
の
立
場
は
、
美
学
的
エ
リ
ー
ト
の
そ
れ
で
あ
つ
て
、
政
治
か
ら

は
む
し
ろ
遊
離
し
て
い
る
）
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
社
会
学
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を

離
れ
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
あ
る
い
は
ナ
チ
ズ
ム
の
社
会
再
組
織
化
↓
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
↓
権
力
エ
リ
ー
ト
の
理
論
を
た
ど
つ
て
行
つ
た
こ
と
は
皮
肉
で
あ
る
。
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最
後
に
、
ル
カ
ー
チ
に
よ
つ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
哲
学
の
破
産
と
言
わ
れ
た
実
存

主
義
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
．
実
存
主
義
に
は
宗
教
的
実
存
主
義
（
ヤ
ス

ペ
ル
ス
）
と
世
俗
的
実
存
主
義
（
サ
ル
ト
ル
）
と
が
主
と
し
て
識
別
さ
れ
る
が
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
右
に
述
べ
た
不
確
実
性
の
ム
ー
ド
を
反
映
し
た
非
合
理

性
の
現
代
的
哲
学
の
表
現
で
あ
り
、
前
者
は
現
代
人
の
神
か
ら
の
疎
外
と
原
罪

を
認
識
し
、
後
者
は
人
問
実
存
の
無
と
の
出
逢
い
を
尖
鋭
的
に
意
識
す
る
．
信

仰
に
よ
る
救
い
に
せ
よ
、
実
存
的
自
由
の
肯
定
に
せ
よ
、
実
存
主
義
者
は
共
同

社
会
、
あ
る
い
は
そ
の
内
部
に
お
け
る
人
間
を
あ
た
か
も
幻
滅
で
あ
る
か
の
よ

う
に
拒
絶
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
．
サ
ル
ト
ル
の
場
合
に
は
、
個
人
的
自
由

と
社
会
的
責
任
と
が
状
況
的
緊
張
を
は
ら
み
つ
つ
、
か
れ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ

の
行
動
的
接
近
に
お
い
て
哲
学
的
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
を
残
し
て
い
る
。
文
学
の

ジ
ァ
ン
ル
で
は
、
人
間
の
実
存
状
況
の
内
面
化
が
、
た
と
え
ば
、
カ
フ
カ
の
小

説
に
お
い
て
人
生
の
徒
労
と
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ー
ヴ
に
描
か
れ
、
リ
ル
ヶ
も
イ
メ

ー
ジ
に
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
純
粋
に
幻
想
と
詩
の
世
界
に
自
己
埋
没

す
る
。
そ
の
他
．
実
存
主
義
者
で
は
む
ろ
ん
な
い
が
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
、
・
ー
ラ

ン
、
マ
ン
、
ヘ
ッ
セ
の
如
き
も
、
自
由
と
知
識
人
の
現
代
的
苦
悩
の
生
き
方
を
、

現
実
に
コ
ミ
ッ
ト
し
な
が
ら
、
し
か
も
現
実
か
ら
分
離
せ
ざ
る
を
得
な
い
自
己

敗
北
と
し
て
典
型
的
に
示
し
て
い
る
．

　
混
然
と
し
た
岐
路
ー
第
二
次
大
戦
後
は
、
ロ
マ
ソ
的
ム
ー
ド
を
ニ
ヒ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
に
蒸
し
返
し
、
サ
ル
ト
ル
を
は
じ
め
、
カ
ミ
ユ
、
ユ
ン
ガ
ー
、
ゲ
オ

ル
ギ
ュ
、
オ
ー
エ
ル
あ
る
い
は
ガ
ゼ
ッ
ト
の
希
望
を
喪
失
し
た
危
機
意
識
を
顕

在
化
さ
せ
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
、
エ
リ
ォ
ッ
ト
、
パ
ル
ト
、
二
ー
バ
i
、
テ
ィ
ー

リ
ッ
ヒ
の
よ
う
な
人
び
と
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
文
化
的
活
路
を
キ
リ
ス
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紹
介
と
批
評

ト
教
に
鰯
々
と
し
て
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
左
翼
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
・
コ
ミ
。
一
ニ
ズ
ム
と
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
深
淵
を
よ
り
一
層

深
刻
化
し
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
す
で
に
人
民
戦
線

当
時
か
ら
も
共
産
党
と
の
訣
別
は
決
定
的
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
も
、

ネ
ン
ニ
の
も
と
に
共
産
党
と
の
協
力
に
よ
つ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
教
権
主
義

的
政
党
と
の
対
決
が
却
つ
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
擁
護
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
著

し
く
修
正
主
義
的
な
も
の
に
変
化
さ
せ
て
い
る
。
モ
ー
ス
自
身
の
解
決
は
ど
の

方
向
を
目
指
し
て
い
る
か
。
か
れ
は
、
相
対
立
す
る
思
想
の
多
様
性
を
否
定
せ

ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
誇
る
べ
き
こ
と
と
し
、
だ
が
結
局
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
没

落
あ
る
い
は
そ
の
不
適
切
さ
を
充
分
認
識
し
な
が
ら
も
、
極
端
な
問
題
解
決
を

回
避
し
、
イ
ギ
リ
ス
的
自
由
の
伝
統
ー
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
否
定
す
る
こ
と
は

イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
も
つ
と
も
強
力
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
と
か
れ
は
言
う

ー
こ
そ
、
回
顧
に
価
す
る
伝
統
で
あ
る
こ
と
を
敢
え
て
主
張
す
る
．
そ
れ

は
ま
た
、
現
実
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
確
固
た
る
足
を
お
ろ
し
て
い
た
啓
蒙
主
義

を
引
き
継
ぐ
理
性
の
伝
統
で
も
あ
る
．
モ
ー
ス
は
、
ナ
チ
ス
に
亡
命
を
強
制
さ

れ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
悲
し
き
自
殺
を
遂
げ
た
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の

合
理
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
い
と
お
し
み
、
そ
の
う
ち
に
最
後
の
精
神
の

高
貴
さ
を
認
め
る
、
二
十
世
紀
後
半
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
持
続
す
る
ヴ
ァ
イ

タ
リ
テ
ィ
の
も
つ
と
も
確
実
な
（
？
）
き
ざ
し
を
信
じ
な
が
ら
。
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