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一

表
題
の
本
は
一
七
八
八
年
の
出
版
以
来
二
〇
年
余
の
間
に
一
〇
〇
万
部
発
行
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
Ｗ
・
Ｈ
・
ブ
リ
ュ
フ
ォ
ー
ド
は
そ
の
古
典
的

名
著
『
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
―
―
ゲ
ー
テ
時
代
の
社
会
的
背
景
―
―
』（
一
九
三
五
）
の
本
文
で
そ
の
数
字
を
挙
げ
な
が
ら
、
注
に
お
い
て
そ
の

あ
ま
り
の
部
数
の
高
さ
に
疑
念
を
呈
し
て
い
る
（
一
）

が
、
こ
の
数
字
の
正
確
さ
は
と
も
か
く
、
マ
ッ
ク
ス
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ー
ン
も
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
著
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作
『
ド
イ
ツ
十
八
世
紀
の
文
化
と
社
会
』（
一
九
二
二
）
の
中
で
本
書
の
民
間
へ
の
普
及
ぶ
り
を
示
す
端
的
な
具
体
例
と
し
て
偶
々
『
オ
イ
レ
ン

シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
と
と
も
に
本
書
の
名
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
（
二
）

、
近
く
は
ま
た
Ｒ
・
ｖ
・
デ
ュ
ル
メ
ン
が
大
著
『
近
世
の
文
化
と
日
常
生
活
』
の

第
三
巻
（
一
九
九
四
）
に
お
い
て
、
一
八
一
一
年
ま
で
に
一
〇
〇
万
部
に
達
し
た
、
発
行
部
数
の
も
っ
と
も
多
い
啓
蒙
書
と
し
て
本
書
を
紹
介
し

て
い
る
ご
と
く
（
三
）

、
本
書
は
疑
い
も
な
く
ド
イ
ツ
民
衆
啓
蒙
の
歴
史
に
お
い
て
も
っ
と
も
成
功
し
普
及
し
た
本
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

D
ie

bibliophilen
T

aschenbücher

叢
書
の
一
冊
に
入
れ
ら
れ
た
本
書
の
復
刻
版
刊
行
者
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ジ
ー
ゲ
ル
ト
に
よ
る
と
、
本
書
は
、

牧
師
に
よ
る
教
会
で
の
説
教
に
お
け
る
利
用
や
学
校
教
育
の
場
で
の
使
用
（
前
掲
デ
ュ
ル
メ
ン
二
四
一
頁
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
）
に
よ
り
、
あ

る
い
は
家
庭
用
実
用
書
と
し
て
ま
た
贈
物
と
し
て
一
般
民
衆
に
も
普
及
し
た
結
果
、
十
九
世
紀
初
頭
に
は
ド
イ
ツ
語
圏
全
体
で
約
四
〇
万
部
が
出

ま
わ
っ
た
と
算
定
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
当
時
の
ド
イ
ツ
語
圏
の
人
口
が
約
二
千
六
百
万
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
六
五
人
に
一
冊
、
あ

る
い
は
殆
ど
十
世
帯
に
一
冊
と
い
う
勘
定
に
な
り
、
聖
書
や
教
理
問
答
集
の
よ
う
な
も
の
を
除
き
、
世
俗
書
と
し
て
は
一
八
〇
〇
年
頃
の
ド
イ
ツ

に
お
い
て
最
も
普
及
し
た
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
四
）

。
さ
ら
に
本
書
は
刊
行
直
後
か
ら
チ
ェ
コ
語
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
、
ハ
ン
ガ
リ

ー
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
な
ど
次
々
と
多
数
の
外
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
版
を
重
ね
た
こ
と
も

付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
爆
発
的
な
ヒ
ッ
ト
に
刺
激
さ
れ
、
ジ
ー
ゲ
ル
ト
の
「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
と
、
海
賊
版
は
言
う
ま
で
も

な
く
（
こ
れ
は
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
三
〇
以
上
に
の
ぼ
り
、
大
き
な
販
売
成
果
を
上
げ
た
と
い
う
）、
本
書
を
模
倣
し
た
類
書
の
ほ
か
に
、

》Noth-
und

H
ülfsbüchlein

für

…
…《（『
…
…
の
た
め
の
生
活
の
手
引
き
』）
と
い
う
、
後
半
部
分
の
み
異
な
る
、
本
書
と
同
じ
タ
イ
ト
ル
を

持
つ
本
が
、
百
年
足
ら
ず
の
間
に
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
約
百
六
十
点
刊
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

本
書
の
そ
の
よ
う
な
普
及
ぶ
り
、
影
響
力
の
大
き
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
文
学
史
の
分
野
で
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ワ
ー
ク
と
さ

れ
る
フ
リ
ッ
ツ
・
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
『
ド
イ
ツ
文
学
史
』
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
よ
り
浩
瀚
な
ハ
ン
ス
―
ユ
ル
ゲ
ン
・
ゲ
ー
ル
ツ
『
ド
イ
ツ
文
学
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の
歴
史
』
に
お
い
て
も
、
本
書
に
つ
い
て
一
言
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
一
体
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
本
書
は
、
教
養
階
級
を
主

た
る
読
者
対
象
と
す
る
狭
義
の
文
学
の
概
念
か
ら
は
著
し
く
は
ず
れ
よ
う
。
本
書
に
詩
的
な
意
味
で
の
文
学
性
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
本
書
は
詩
精
神
の
産
物
な
ど
で
は
な
く
て
、
啓
蒙
的
悟
性
の
正
真
の
産
物
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
狭
義
で
の
文
学
史
に
お
い
て
本
書

に
一
行
も
割
か
れ
な
い
の
は
不
当
な
扱
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
本
書
は
枠
形
式
の
物
語
の
体
裁
を
取
り
な
が
ら
（
こ
れ
に
つ
い

て
は
後
述
）、
ま
ぎ
れ
も
な
く
一
種
の
実
用
書
で
あ
り
、
本
書
お
よ
び
本
書
に
始
ま
る
本
書
と
類
似
の
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
類
書
は
、
ド
イ
ツ
に
お

け
る
実
用
書
の
元
祖
的
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
（
五
）

、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
本
書
の
成
功
の
最
大
の
秘
密
が
あ
っ
た
の
だ
。

そ
も
そ
も
人
間
理
性
へ
の
信
頼
に
基
礎
を
置
い
て
現
実
生
活
の
改
善
を
め
ざ
す
啓
蒙
主
義
は
、
顕
著
な
現
実
指
向
、
す
な
わ
ち
実
用
主
義
的
性

格
を
帯
び
て
い
た
。
他
方
、
十
八
世
紀
中
葉
よ
り
の
急
激
な
人
口
増
加
の
中
で
食
料
の
増
産
は
急
務
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
国
民
国
家
の
形
成
と

と
も
に
民
衆
、
と
り
わ
け
当
時
人
口
の
八
割
を
占
め
て
い
た
農
民
へ
の
関
心
が
急
速
に
強
ま
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
（
六
）

（
農
業
へ
の
関
心
は
国
政
レ
ベ

ル
で
は
重
農
主
義
と
し
て
現
れ
る
）。
農
村
生
活
の
改
善
と
向
上
は
時
代
の
要
請
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

本
書
は
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
生
ま
れ
た
民
衆
啓
蒙
書
、
と
り
わ
け
農
民
の
た
め
の
実
用
書
で
あ
っ
た
が
、
実
用
書
と
し
て
先
輩
格
、
と
い

う
よ
り
世
界
最
古
の
実
用
書
た
る
カ
レ
ン
ダ
ー
も
こ
の
時
代
、
啓
蒙
的
暦
と
し
て
、
民
衆
教
化
と
情
報
提
供
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
大
き
な
役
割

を
担
っ
て
い
た
。（
Ｊ
・
Ｐ
・
へ
ー
ベ
ル
の
発
行
し
た
『
ラ
イ
ン
地
方
の
家
の
友
』
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
（
七
）

）。
本
書
は
民
衆

暦
と
し
ば
し
ば
並
列
し
て
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
（
八
）

、
両
者
に
は
共
通
す
る
性
格
が
あ
り
、
そ
う
な
ら
こ
そ
ジ
ー
ゲ
ル
ト
の
「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
と
、

十
九
世
紀
前
半
の
多
く
の
民
衆
暦
が
し
ば
し
ば
本
書
の
一
部
を
無
断
借
用
し
た
の
だ
っ
た
。

時
代
の
関
心
は
現
実
生
活
の
改
善
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
人
間
性
の
向
上
と
一
体
の
課
題
で
あ
っ
た
。
端
的
に
言
え
ば
教
育
の

問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
十
八
世
紀
は
ま
た
教
育
の
世
紀
で
も
あ
っ
た
。
一
方
に
お
い
て
は
近
代
国
民
国
家
形
成
に
伴
う
国
民
教
育

、
、
、
、

の
課
題
が
あ
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り
（
義
務
教
育
化
、
学
校
制
度
の
整
備
な
ど
）、
他
方
に
お
い
て
は
ル
ソ
ー
（J.

J.
R

ousseau,
1712-1778

）
に
始
ま
る
人
間
教
育

、
、
、
、

の
課
題
の
意

識
化
・
自
覚
化
が
あ
っ
た
。
ス
イ
ス
の
人
ペ
ス
タ
ロ
ッ
ツ
ィ
（J.

H
.

Pestalozzi,
1746-1827

）
も
ま
た
こ
の
時
代
の
教
育
思
想
家
・
実
践
家
で

あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
バ
ー
ゼ
ド
（J.
B

.
B

asedow
,
1724-1790

）
が
新
し
い
教
育
を
め
ざ
す
汎
愛
学
舎

（P
hilanthropinum

）
を
開
設
し
（
一
七
七
四
年
）、
モ
デ
ル
校
と
し
て
後
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
彼
は
己
れ

の
教
育
理
念
に
基
づ
き
、『
初
等
教
科
書
』（E

lem
entarw

erk,
1774

）
を
執
筆
・
刊
行
し
た
。
こ
れ
は
子
供
に
対
し
て
世
界
に
つ
い
て
の
基
礎

知
識
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
際
、
百
枚
に
も
の
ぼ
る
美
し
い
銅
版
画
に
よ
っ
て
眼
を
楽
し
ま
せ
る
と
と
も
に
本
文
の
理
解
を
助
け
よ

う
と
し
た
そ
の
精
神
は
、
あ
き
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
汎
知
学
的
な
絵
入
り
教
科
書
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
コ
メ
ニ
ウ
ス
（J.

A
.

C
om

m
enius,

1592-

1670

）
の
『
世
界
図
絵
』
（
九
）

（O
rbis

sensualium
pictus,

1658

）
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
バ
ー
ゼ
ド
に
次
い
で
挙
げ
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
の
は
ロ
ホ
（Fr.E

.v.R
ochow

,1734-1805

）
の
『
子
ど
も
の
友
』（D

er
K

inderfreund,1776

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
農
村
学
校
用
読

本
」
と
い
う
副
題
が
示
す
と
お
り
、
バ
ー
ゼ
ド
の
教
科
書
に
倣
っ
て
百
科
全
書
的
性
格
を
保
持
し
な
が
ら
農
村
世
界
を
中
心
に
執
筆
し
た
も
の
で
、

各
事
項
に
つ
い
て
一
般
的
説
明
・
抽
象
的
記
述
に
終
ら
ぬ
よ
う
具
体
例
を
挙
げ
て
物
語
化
す
る
な
ど
工
夫
を
こ
ら
し
、
こ
の
あ
と
陸
続
と
現
れ
る

類
似
の
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
民
衆
学
校
用
読
本
の
範
と
な
っ
た
（
一
〇
）

。

学
校
用
教
科
書
に
つ
い
て
今
述
べ
た
特
徴
は
、
実
は
ベ
ッ
カ
ー
の
『
農
民
の
た
め
の
生
活
の
手
引
き
』
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
の
百
科
全
書
的
性
格
、
挿
画
に
よ
っ
て
感
覚
に
訴
え
、
視
覚
に
喜
び
を
与
え
る
と
と
も
に
理
解
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
視
覚
教
育
の
ア
イ

デ
ア
、
ま
た
説
明
が
退
屈
・
平
板
に
陥
ら
ぬ
よ
う
具
体
的
事
件
（
逸
話
）
を
語
る
こ
と
で
読
者
の
興
味
を
惹
き
つ
け
、
話
を
印
象
づ
け
よ
う
と
す

る
工
夫
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
頃
発
行
さ
れ
た
民
衆
暦
に
せ
よ
、
初
等
教
育
用
教
科
書
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
ベ
ッ
カ
ー
の
『
農
民
の
た
め
の
生
活

の
手
引
き
』
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
民
衆
啓
蒙
の
一
連
の
運
動
の
中
に
あ
っ
て
互
い
に
影
響
を
与
え
あ
っ
て
い
た
の
だ
。
実
際
ベ
ッ
カ
ー
は
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バ
ー
ゼ
ド
が
創
設
し
た
デ
ッ
サ
ウ
の
汎
愛
学
舎
に
教
師
と
し
て
雇
わ
れ
（
一
七
八
二
―
八
三
）、
個
人
的
に
も
直
接
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
学
校
の
委
託
に
よ
り
『
青
少
年
デ
ッ
サ
ウ
新
聞
』（D

essauische
Z

eitung
für

die
Jugend

）
を
編
集
発
行
し
た
こ
と
が
、
後
の

『
農
民
の
た
め
の
生
活
の
手
引
き
』
に
つ
な
が
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
活
動
の
端
緒
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

二

こ
こ
で
本
書
の
覆
刻
版
の
刊
行
者
ジ
ー
ゲ
ル
ト
の
「
あ
と
が
き
」
に
よ
っ
て
、
著
者
ベ
ッ
カ
ー
と
本
書
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き

た
い
。

著
者
ル
ー
ド
ル
フ
・
ツ
ァ
ハ
リ
ア
ス
・
ベ
ッ
カ
ーR

udolph
Z

acharias
B

ecker

は
一
七
五
二
年
四
月
九
日
エ
ル
フ
ル
ト
で
生
れ
た
。
父
親
は

多
く
の
家
族
を
か
か
え
る
貧
し
い
学
校
教
師
で
（
一
一
）

、
そ
れ
ゆ
え
ベ
ッ
カ
ー
は
窮
迫
し
た
経
済
環
境
の
中
で
育
っ
た
。
彼
は
エ
ル
フ
ル
ト
の
ギ
ム
ナ
ジ

ウ
ム
を
卒
業
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
エ
ル
フ
ル
ト
と
イ
ェ
ー
ナ
の
大
学
で
苦
学
生
と
し
て
神
学
を
学
ん
だ
。
す
ぐ
に
定
職
を
得
ら
れ
ぬ
当
時
の
神
学

部
や
文
学
部
の
卒
業
生
の
通
例
と
し
て
（
一
二
）

、
ベ
ッ
カ
ー
は
薄
給
で
待
遇
の
悪
い
住
み
込
み
の
家
庭
教
師
と
な
っ
た
。
だ
が
こ
の
間
に
農
村
の
生
活

に
深
い
知
見
を
得
た
こ
と
は
後
に
本
書
の
執
筆
に
大
い
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。

将
来
性
の
な
い
こ
の
惨
め
な
境
遇
か
ら
よ
う
や
く
彼
を
救
い
出
し
て
く
れ
た
の
は
、
一
七
七
九
年
に
啓
蒙
的
専
制
君
主
と
し
て
知
ら
れ
る
プ
ロ

イ
セ
ン
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
意
を
受
け
て
ベ
ル
リ
ン
学
術
ア
カ
デ
ミ
ー
が
募
集
し
た
懸
賞
論
文
に
対
し
て
の
彼
の
応
募
論
文
で
あ
っ
た
。
そ

の
懸
賞
課
題
と
は
、「
人
民
を
新
た
な
迷
妄
に
導
く
に
せ
よ
、
現
状
の
蒙
昧
の
ま
ま
に
と
ど
め
る
に
せ
よ
、
人
民
に
有
益
な
瞞
着
と
い
う
も
の
が

存
在
す
る
か
」（
原
文
フ
ラ
ン
ス
語
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
学
術
コ
ン
ク
ー
ル
は
当
時
の
流
行
だ
っ
た
。
ル
ソ
ー
（『
学
問
芸
術
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論
』
一
七
五
〇
年
）
や
ヘ
ル
ダ
ー
（『
言
語
起
原
論
』
一
七
七
二
年
）
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
多
額
の
賞
金
と
受
賞
論
文
の
栄
え
あ
る
出
版
が

約
束
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
世
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
有
為
な
青
年
に
と
っ
て
ま
た
と
な
い
チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た
。
名
声
あ
る

ベ
ル
リ
ン
学
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
懸
賞
論
文
と
な
る
と
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
意
味
を
持
っ
て
い
た
が
、
結
果
は
こ
の
設
問
に
対
す
る
否
定
お
よ
び
肯
定

の
両
方
の
立
場
の
論
文
へ
の
同
時
授
賞
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き
起
し
た
。
こ
の
奇
妙
な
結
末
は
、
政
治
的
な
面
倒
の
起

る
こ
と
を
恐
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ー
が
自
ら
の
態
度
決
定
を
回
避
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

ベ
ッ
カ
ー
の
受
賞
論
文
は
言
う
ま
で
も
な
く
設
問
に
対
す
る
否
定
的
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
各
人
は
己
れ
と
己
れ
を
取
り
巻
く

世
界
を
改
善
し
、
よ
り
一
層
完
全
な
も
の
に
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
神
よ
り
与
え
ら
れ
た
最
高
の
目
標
と
己
れ
の
最
高
の
満
足
を
見
出
さ
ね
ば
な

ら
な
い
、
と
す
る
完
成
主
義
（P

erfektibilism
us

）
の
信
奉
者
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
原
理
的
な
完
成
主
義
者
と
し
て
現
状
に
対
す
る
批
判
は
痛

烈
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
彼
は
過
激
な
政
治
的
主
張
の
持
ち
主
と
し
て
当
面
は
い
か
な
る
公
職
に
も
招
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
だ
が

授
賞
に
よ
り
得
た
文
名
に
よ
り
や
が
て
学
識
者
の
う
ち
に
貴
重
な
知
己
を
得
る
よ
う
に
な
り
、
先
述
し
た
如
く
、
バ
ー
ゼ
ド
の
創
設
し
た
汎
愛
学

舎
に
教
師
の
地
位
を
得
、
続
け
て
新
聞
の
出
版
、
編
集
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

汎
愛
学
舎
よ
り
委
託
さ
れ
た
『
青
少
年
デ
ッ
サ
ウ
新
聞
』
の
編
集
に
携
わ
る
な
か
で
ベ
ッ
カ
ー
は
次
第
に
強
い
独
立
の
意
欲
を
覚
え
る
よ
う
に

な
り
、
一
七
八
四
年
デ
ッ
サ
ウ
に
お
い
て
、
完
成
主
義
の
思
想
の
普
及
を
旨
と
し
、
進
歩
や
人
道
主
義
の
諸
理
念
を
同
胞
に
鼓
吹
す
る
メ
ガ
ホ
ン

た
る
べ
き
独
立
自
営
の
新
聞
『
青
少
年
ド
イ
ツ
新
聞
』（D

eutsche
Z

eitung
für

die
Jugend

）
を
発
刊
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
週
刊
新
聞
は
当

初
わ
ず
か
な
数
の
読
者
し
か
獲
ら
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
刊
の
一
ヶ
月
後
に
は
も
う
、
創
業
の
困
難
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
、
同
新
聞

に
お
い
て
前
代
未
聞
の
企
画
、
す
な
わ
ち
本
書
『
農
民
の
た
め
の
生
活
の
手
引
き
』
の
企
画
の
最
初
の
予
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ベ
ッ
カ
ー
自
身
の
言
に
よ
れ
ば
、
本
書
執
筆
の
動
機
の
底
に
は
、
広
範
な
人
民
大
衆
に
背
を
向
け
、
現
実
に
縁
遠
い
閉
ざ
さ
れ
た
書
物
の
世
界
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で
高
邁
な
議
論
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
る
学
者
・
文
人
に
対
す
る
憤
激
が
あ
っ
た
。
彼
は
右
の
予
告
の
中
で
「
人
間
の
階
級
の
中
で
最
も
多
数

で
、
最
も
有
用
で
、
そ
し
て
最
も
虐
げ
ら
れ
た
階
級
（
す
な
わ
ち
農
民
階
級
―
―
引
用
者
）
の
啓
蒙
と
、
そ
の
悲
惨
の
減
少
の
た
め
に
」
と
言
っ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
予
告
に
お
い
て
、
本
書
は
人
間
生
活
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
の
緊
急
事
態
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
最
も
確
実
で

最
も
取
り
や
す
い
対
策
を
、
農
民
の
誰
で
も
理
解
で
き
、
し
か
も
楽
し
ん
で
読
め
る
よ
う
な
仕
方
で
伝
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
、
と
明
確
に
出

版
の
意
図
を
述
べ
、
予
約
購
入
を
訴
え
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
最
初
の
予
約
申
込
み
へ
の
呼
び
か
け
は
当
初
ほ
と
ん
ど
効
き
目
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
本
書
の
意
図
を
小
文
に
ま
と
め
た
も
の
に
本

書
の
三
つ
の
章
を
サ
ン
プ
ル
と
し
て
添
え
、
そ
し
て
当
時
の
衝
撃
的
な
事
件
で
あ
っ
た
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
大
公
の
死
に
ま
つ
わ
る
場
面
―

―
図
版
①
参
照
。
洪
水
で
溺
れ
そ
う
に
な
っ
た
哀
れ
な
女
を
助
け
よ
う
と
し
て
自
ら
の
命
を
落
し
た
大
公
の
感
動
的
な
行
為
は
、
当
時
人
間
愛
、

と
い
う
よ
り
人
民
愛
の
美
談
と
し
て
語
ら
れ
た
―
―
を
扉
絵
に
し
た
も
の
に
、『
農
民
啓
蒙
の
試
み
』（V

ersuch
über

die
A

ufklärung
des

L
andm

annes

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
し
て
独
立
し
た
一
本
と
し
、
こ
れ
に
当
時
の
著
名
な
四
人
の
政
治
家
の
推
薦
文
を
貰
っ
て
出
版
し
た
。

さ
ら
に
当
時
最
も
定
評
の
あ
っ
た
出
版
者
の
ひ
と
り
ゲ
ッ
シ
ェ
ン
（G

.
J.

G
öschen

）
に
予
約
申
し
込
み
の
呼
び
か
け
の
協
力
を
得
た
こ
と
は
、

本
書
の
内
容
に
折
り
紙
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
し
か
も
本
書
の
ミ
ニ
・
サ
ン
プ
ル
版
と
も
言
う
べ
き
こ
の
小
著
は
宣
伝
用
パ
ン
フ
と

し
て
で
な
く
独
立
し
た
一
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
新
聞
・
雑
誌
の
書
評
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
か
く
し
て
ベ
ッ
カ
ー
は
無
料
で
本

書
の
広
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
巧
妙
か
つ
用
意
周
到
な
工
作
は
効
を
奏
し
、
二
万
八
千
部
と
い
う
十
八
世
紀
最
大
の
予
約
部
数
に
達
し
た
。
発
行
部
数

が
三
―
四
千
部
を
超
え
る
本
は
ま
れ
だ
っ
た
こ
の
時
代
、
押
し
寄
せ
る
予
約
注
文
の
洪
水
は
ベ
ッ
カ
ー
を
あ
わ
て
さ
せ
た
。
と
い
う
の
も
こ
の
よ

う
な
大
部
の
印
刷
は
か
つ
て
例
が
な
く
、
当
時
の
印
刷
技
術
で
は
短
時
間
で
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
こ
で
ベ
ッ
カ
ー
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と
出
版
者
の
ゲ
ッ
シ
ェ
ン
は
初
版
三
万
部
を
四
つ
の
印
刷
所
で
同
時
に
印
刷
さ
せ
る
と
い
う
妙
案
、
も
し
く
は
苦
肉
の
策
を
思
い
つ
い
た
。
そ
し

て
ベ
ッ
カ
ー
の
居
住
地
で
あ
る
ゴ
ー
タ
、
ル
ー
ド
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
（
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
）、
ズ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
（
オ
ー
バ
ー
プ
フ
ァ
ル
ツ
）、
シ
ュ
ヴ

ェ
ー
リ
ン
（
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
）
で
の
印
刷
と
併
行
し
て
、
ゲ
ッ
シ
ェ
ン
の
お
膝
元
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
は
木
版
画
家
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ゼ
ル
ト
ザ
ー

ム
（M

artin
S

eltsam

）
に
挿
し
絵
の
製
作
を
急
が
せ
た
。
こ
う
し
て
一
年
間
の
フ
ル
稼
働
の
結
果
、
よ
う
や
く
ベ
ッ
カ
ー
は
、
一
七
八
八
年
六

月
六
日
の
『
ド
イ
ツ
新
聞
』
に
お
い
て
予
約
申
込
み
者
へ
の
本
書
の
発
送
の
開
始
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
四
つ
の
印

刷
所
で
の
同
時
並
行
印
刷
に
よ
り
印
刷
時
間
の
短
縮
の
み
な
ら
ず
、
刷
り
上
が
っ
た
本
の
運
送
コ
ス
ト
の
節
減
と
い
う
思
わ
ぬ
利
益
ま
で
も
得
ら

れ
た
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
特
別
な
印
刷
事
情
は
ま
た
、
本
書
に
は
、
本
文
は
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
印
刷
の
多
少
異
な
る
、
そ
し
て
カ
ッ
ト
な
ど
の

体
裁
を
全
く
異
に
す
る
四
つ
の
真
正
初
版
本
が
存
在
す
る
、
と
い
う
出
版
史
上
の
一
珍
現
象
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
農
民
の
た
め
の
生
活
の
手
引
き
』
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
成
功
は
ベ
ッ
カ
ー
を
一
躍
国
民
的
作
家
と
し
、
彼
に
多
く
の
称
号
や
名
誉
会
員

の
地
位
を
も
た
ら
し
た
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
経
済
状
態
を
も
著
し
く
改
善
し
た
。
こ
の
境
遇
の
変
化
を
利
用
し
て
彼
は
た
だ
ち
に
巨
大
な
新
事
業

を
開
始
し
た
。
す
な
わ
ち
最
初
の
全
ド
イ
ツ
的
な
広
報
新
聞
た
る
『
帝
国
報
知
』（R

eich
san

zeig
er

。
一
七
九
一
年
にA

n
zeig

er
d

er

D
eutschen

と
し
て
始
め
た
も
の
を
一
七
九
三
年
に
改
称
）
の
刊
行
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
広
告
を
有
料
で
、
だ
が
公
的
広
告
は
無

料
で
掲
載
し
、
全
ド
イ
ツ
語
地
域
を
対
象
に
発
行
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。『
帝
国
報
知
』
は
皇
帝
の
勅
許
に
よ
り
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に

お
け
る
専
売
権
を
得
、
帝
国
の
全
公
益
団
体
共
通
の
情
報
媒
体
と
も
な
っ
た
（
一
三
）

。
か
く
し
て
彼
は
こ
の
『
帝
国
報
知
』
と
、
こ
の
間
に
急
速
に
販
売

部
数
を
伸
ば
し
て
き
た
『
青
少
年
ド
イ
ツ
新
聞
』
改
め
『
ド
イ
ツ
国
民
新
聞
』（N

ational-
Z

eitung
der

D
eutschen

）、
そ
し
て
増
刷
を
重
ね
る

『
農
民
の
た
め
の
生
活
の
手
引
き
』
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
世
論
形
成
の
中
心
的
役
割
を
担
う
に
至
っ
た
の
だ
っ
た
。

だ
が
こ
の
民
衆
啓
蒙
家
に
と
っ
て
充
実
し
た
幸
せ
な
日
々
は
長
く
続
か
な
か
っ
た
。
進
歩
・
改
革
思
想
と
旧
体
制
の
権
力
と
の
蜜
月
時
代
は
フ
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ラ
ン
ス
革
命
と
そ
れ
に
続
く
恐
怖
政
治
の
混
乱
、
民
衆
啓
蒙
に
対
す
る
旧
体
制
側
か
ら
の
疑
念
と
怖
れ
、
そ
し
て
検
閲
の
強
化
に
よ
っ
て
無
残
に

も
打
ち
砕
か
れ
終
り
を
告
げ
る
。
さ
ら
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
と
そ
れ
に
伴
う
経
済
不
況
は
彼
の
出
版
活
動
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
た
。
ま
た
彼

自
身
、
あ
ら
ゆ
る
用
心
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
占
領
軍
に
よ
っ
て
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
要
塞
に
十
七
箇
月
間
の
禁
錮
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と

い
う
憂
き
目
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
乱
が
収
ま
っ
た
あ
と
に
や
っ
て
来
た
の
は
、
ウ
ィ
ー
ン
体
制
と
呼
ば
れ
る
復
古
反
動
の
時
代

で
あ
っ
た
。
時
代
は
も
は
や
彼
が
期
待
し
た
よ
う
な
方
向
に
戻
る
こ
と
は
な
く
、
ベ
ッ
カ
ー
は
七
〇
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
直
前
の
一
八
二
二
年

三
月
二
八
日
に
啓
蒙
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
生
涯
を
終
え
た
。

三

次
に
本
書
の
構
成
と
内
容
の
紹
介
を
す
る
。

本
書
は
著
者
の
居
住
す
る
中
部
ド
イ
ツ
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
ザ
ク
セ
ン
地
方
と
お
ぼ
し
き
架
空
の
ミ
ル
ト
ハ
イ
ム
と
い
う
村
を
舞
台
と
す
る
枠
物

語
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
本
来
企
図
さ
れ
た
実
用
書
の
部
分
は
、『
農
民
の
た
め
の
生
活
の
手
引
き
』
と
い
う
主
タ
イ
ト
ル
は
同
じ
な

が
ら
「
教
訓
多
き
ミ
ル
ト
ハ
イ
ム
村
の
喜
び
と
悲
し
み
の
物
語
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
（
図
版
②
参
照
）
枠
物
語
に
挿
入
さ
れ
た
、
固
有
の
扉
頁

（
図
版
①
）
を
持
つ
、
い
わ
ば
本
の
中
の
本
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
包
む
形
の
枠
物
語
の
発
端
に
は
、
ユ
ン
カ
ー
と
呼
ば
れ
る
領
主
、
そ
の
相

談
相
手
で
助
言
者
、
か
つ
村
民
と
の
パ
イ
プ
役
で
も
あ
る
牧
師
、
そ
し
て
村
長
と
村
民
た
ち
と
い
っ
た
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
ど
こ
の
農
村
で
も
見

ら
れ
る
よ
う
な
、
本
書
の
本
来
の
読
者
た
る
農
民
大
衆
に
親
し
い
人
物
た
ち
が
登
場
し
、
物
語
が
展
開
す
る
。
物
語
は
、
亡
く
な
っ
た
老
領
主
の

葬
儀
の
用
意
を
し
よ
う
と
し
て
墓
室
を
開
け
た
と
こ
ろ
、
半
年
前
妊
娠
中
に
突
然
死
し
埋
葬
さ
れ
た
奥
方
が
、
実
は
そ
の
と
き
ま
だ
死
ん
で
い
な
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く
て
単
に
仮
死
状
態
に
あ
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
り
、
墓
室
の
中
で
息
を
吹
き
返
し
た
彼
女
は

そ
こ
で
胎
児
を
出
産
し
た
あ
と
救
け
の
な
い
ま
ま
酷
た
ら
し
い
死
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
が
判

明
す
る
、
と
い
う
き
わ
め
て
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
事
件
で
始
ま
る
。
埋
葬
文
化
の
社
会
に
あ
っ

て
は
現
代
で
も
な
お
世
間
話
の
好
み
の
話
題
に
な
る
よ
う
に
（
一
四
）

、
生
き
た
ま
ま
埋
葬
さ
れ
る
こ

と
に
対
す
る
恐
怖
に
は
根
深
い
も
の
が
あ
る
。
読
者
の
こ
の
深
層
の
恐
怖
に
訴
え
、
強
い
関

心
を
惹
く
導
入
の
仕
方
は
実
に
巧
妙
と
言
え
よ
う
。

ベ
ッ
カ
ー
は
後
に
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
読
書
と
い
う
も
の
に
不
慣
れ
で
、
そ
れ
が
脱
穀

の
重
労
働
よ
り
も
つ
ら
く
思
わ
れ
る
者
も
大
勢
い
る
人
々
の
た
め
に
私
は
書
こ
う
と
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
こ
の
本
は
こ
の
よ
う
な
読
者
の
好
奇
心
を
そ
そ
る
よ
う
な
体
裁
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
読
み
始
め
た
ら
続
け
て
読
む
気
に
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
扉
表
紙
の
印
刷
に
赤
イ
ン
ク
を
用
い
、
木
版
画
の
挿
し
絵
を
入
れ
、
本
書
の
始
め
を
、

墓
窟
の
中
で
蘇
生
し
て
子
供
を
分
娩
す
る
女
の
身
の
毛
の
よ
だ
つ
よ
う
な
話
と
い
う
物
語
的

な
発
端
に
し
た
の
も
、
み
な
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。」（『
帝
国
報
知
』
一
七
九
九
年
）

こ
の
恐
ろ
し
い
出
来
事
を
全
体
の
導
入
部
と
し
て
、
父
危
篤
の
報
せ
を
聞
い
て
大
学
よ
り

急
ぎ
帰
郷
し
た
若
殿
が
、
こ
の
事
件
に
触
発
さ
れ
て
自
分
が
大
学
よ
り
持
ち
帰
っ
た
本
書
の

主
部
た
る
『
農
民
の
た
め
の
生
活
の
手
引
き
』
と
い
う
本
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
の
中
の

埋
葬
に
関
す
る
部
分
が
牧
師
に
よ
っ
て
村
人
に
読
み
聞
か
せ
ら
れ
る
と
い
う
形
で
先
取
り
的
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に
部
分
紹
介
さ
れ
る
、
と
い
う
手
の
こ
ん
だ
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
、
枠
物
語
に
挿
入
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
本
来
の
『
農
民
の
た
め
の

生
活
の
手
引
き
』
の
第
四
一
節
に
あ
た
る
埋
葬
に
関
し
て
の
部
分
を
紹
介
す
る
と
、
木
版
画
の
挿
し
絵
（
図
版
③
）
の
下
に
韻
文
で
「
み
ま
か
る

ま
で
は
葬
る
な
か
れ
／
さ
も
な
く
ば
裁
き
の
庭
に
て
訴
え
ん
」
と
モ
ッ
ト
ー
を
掲
げ
た
あ
と
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

残
念
な
こ
と
だ
が
、
ほ
ん
と
う
に
死
ん
だ
の
で
は
な
く
深
い
失
神
に
陥
っ
て
い
る
だ
け
の
人
間
が
葬
ら
れ
る
と
い
う
悲
惨
な
例
が
い
か
に

多
く
存
す
る
こ
と
か
。
人
間
は
耳
が
聞
こ
え
ず
、
目
が
見
え
ず
、
身
体
を
動
か
す
こ
と
も
息
を
す
る
こ
と
も
し
な
く
な
っ
て
も
、
た
だ
ち
に
死

ん
だ
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
身
体
が
す
っ
か
り
冷
た
く
な
り
硬
直
し
て
も
、
ま
だ
生
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
身
体
に
青
い
斑
点
が
現

れ
、
目
が
光
を
失
っ
て
も
、
ま
だ
死
ん
だ
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
深
い
失
神
状
態
は
、
血
液
が
血
管
を
流
れ
る
の
を
や
め
、
心
臓
が
鼓

動
を
停
止
し
た
場
合
に
起
る
。
だ
が
こ
の
と
き
人
間
は
ま
だ
死
ん
で
は
い
な
い
。
血
管
の
中
で
血
が
固
ま
り
、
凝
乳
の
よ
う
に
凝
固
が
起
っ
た

と
き
、
人
は
は
じ
め
て
死
ぬ
の
だ
。
そ
の
と
き
は
じ
め
て
本
当
の
死
が
訪
れ
る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
一
見
死
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
そ
の
実
そ
う
で
な
い
こ
と
は
、
老
人
よ
り
も
若
い
人
の
場
合
に
よ
く
起
る
。
と
こ
ろ

が
ザ
ク
セ
ン

、
、
、
、

＝
ゴ
ー
タ

、
、
、

の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
ス
ハ
ウ
ゼ
ン

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
、
す
で
に
湯
灌
を
し
経
帷
子
を
着
せ
た
七
〇
歳
に
な
る
老
女
が
再
び
息
を
吹
き
返
し
た

の
で
あ
る
。
義
理
の
息
子
が
湯
灌
婆
を
手
伝
っ
て
遺
骸
を
持
ち
上
げ
棺
台
の
上
に
載
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
と
き
足
の
親
指
を
掴
む
よ
う
に
、

と
湯
灌
婆
が
言
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
死
者
は
戻
っ
て
来
な
い
と
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
本
当
に
死
ん
で
葬
ら
れ
た
人
間
が
戻
っ
て

来
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
が
、
息
子
は
そ
う
し
た
。
す
る
と
ど
う
だ
！
老
母
は
む
っ
く
り
身
体
を
起
し
、
両
腕
を
義
理
の
息
子
の
方
に
伸
ば

し
た
の
で
あ
る
！
息
子
は
驚
き
の
あ
ま
り
殆
ど
腰
を
抜
か
さ
ん
ば
か
り
だ
っ
た
。
老
婆
は
な
お
三
日
間
生
き
続
け
、
そ
の
あ
と
ほ
ん
と
う
に
亡

く
な
っ
た
。
こ
の
女
は
も
し
早
過
ぎ
て
葬
ら
れ
て
い
た
な
ら
き
っ
と
墓
穴
の
中
で
再
び
目
を
覚
ま
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
早
ま
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っ
た
埋
葬
は
ザ
ク
セ
ン

、
、
、
、

＝
ゴ
ー
タ

、
、
、

で
は
当
局
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。

人
間
が
意
識
を
失
っ
て
ま
る
で
死
ん
だ
よ
う
な
気
絶
状
態
に
な
る
病
気
は
、
脳
卒
中
、
異
常
出
血
、
て
ん
か
ん
、
強
硬
症
、
嗜し

眠み
ん

、
ヒ
ス

テ
リ
ー
発
作
、
心
気
症
、
腸
閉
塞
、
ペ
ス
ト
な
ど
で
あ
る
。
産
婦
あ
る
い
は
産
児
が
お
産
の
際
に
、
あ
る
い
は
そ
の
直
後
に
み
ま
か
る
場
合
に

も
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
し
、
ま
た
分
娩
を
終
え
る
前
に
産
婦
が
死
ん
だ
場
合
、
お
胎な
か

の
子
は
ま
だ
生
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
け

れ
ど
も
一
番
多
い
の
は
こ
れ
ま
で
元
気
だ
っ
た
人
が
突
然
、
内
的
要
因
に
よ
る
に
せ
よ
外
的
要
因
に
よ
る
に
せ
よ
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
場
合

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
溺
死
者
、
縊
死
者
、
毒
気
で
窒
息
し
た
者
、
雷
に
撃
た
れ
た
者
、
凍
死
者
、
感
情
の
昂
ぶ
り
で
息
絶
え
た
者
、
激
し
く
転

倒
し
た
者
、
あ
る
い
は
出
血
多
量
の
者
な
ど
は
、
ま
だ
生
命
の
徴
候
が
な
い
か
ど
う
か
き
ち
ん
と
検
査
す
る
ま
で
は
死
者
と
せ
ず
、
失
神
者
と

見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
死
臭
ほ
ど
確
実
な
死
の
徴
は
な
い
。
こ
れ
は
誰
に
も
判
別
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
腐
臭
が
生
じ
始
め
る
と
き
遺
骸
は
発
酵
も
起
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
口
に
は
泡
を
生
じ
、
身
体
に
紫
色
の
斑
点
が
現
れ
る
。
ど
ん
な
死
者
の
場
合
に
も
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
る
の
を

待
つ
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
葬
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
ま
た
そ
れ
以
上
は
待
つ
必
要
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
徴
が
た
と
え
息
を
引
き
取
っ

て
数
時
間
後
に
も
う
現
れ
た
場
合
で
も
、
そ
の
死
は
確
実
で
あ
る
。

何な
に

人び
と

も
こ
れ
ら
の
徴
が
実
際
に
現
れ
ぬ
う
ち
に
葬
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
為
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
己
れ
の
家
族
の
殺
人
者
と
な
る
こ
と
を
欲
し
な
い
す
べ
て
の
家
長
は
、
遺
骸
が
腐
臭
を
発
し
な
い
う
ち
は
出
棺
さ
せ
な
い
よ
う
注
意
す
る

こ
と
。

二
、
棺
桶
を
作
る
指
物
師
は
、
も
し
将
来
親
方
に
な
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
役
所
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
医
者
に
本
当
の
死
の
徴
を
見
分
け
る
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術す
べ

を
教
わ
る
こ
と
。
そ
の
術
を
心
得
て
い
る
と
い
う
証
明
書
を
医
者
か
ら
貰
っ
て
来
る
ま
で
は
、
彼
に
親
方
資
格
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
か
ら
、
棺
桶
の
寸
法
を
取
る
際
に
、
死
人
が
も
し
か
す
る
と
た
だ
失
神
状
態
に
あ
る
だ
け
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
け
ば
、

た
だ
ち
に
そ
の
旨
役
所
に
届
け
出
る
こ
と
を
彼
に
義
務
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
彼
は
、
遺
骸
が
臭
い
を
放
ち
始
め
る
ま
で
は
、
棺
桶

に
蓋
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

三
、
村
ご
と
に
そ
の
土
地
の
役
所
に
よ
り
、
死
体
を
湯
灌
し
、
経
帷
子
を
着
せ
、
指
物
師
を
手
伝
っ
て
納
棺
す
る
こ
と
を
仕
事
と
す
る
特
定
の

女
が
指
定
さ
れ
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
女
は
多
く
の
地
方
で
は
湯
灌
婆

、
、
、

と
呼
ば
れ
る
。
彼
女
は
思
慮
分
別
を
持
っ
た
人
間
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
ま
た
、
本
当
の
死
と
深
い
失
神
状
態
と
の
違
い
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
死
の
確
か
な
徴
が
現
れ
る
ま
で
の
間
、
不
注
意
等
に
よ
っ
て
病
人
を
死
に
至
ら
し
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
た
と
え
も
う
死
ん
だ
よ
う

に
見
え
て
も
枕
を
は
ず
さ
ぬ
こ
と
。
こ
れ
は
忌
ま
わ
し
い
習
慣
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
枕
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
回
復
し
た

か
も
し
れ
ぬ
の
に
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
血
が
よ
り
多
く
頭
の
方
に
流
れ
、
そ
の
結
果
脳
卒
中
で
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
時
に
あ
る

か
ら
だ
。

五
、
病
人
で
ほ
ん
と
う
に
息
が
絶
え
た
と
思
わ
れ
る
場
合
で
も
、
す
ぐ
さ
ま
ベ
ッ
ド
の
外
に
出
す
と
か
、
冬
の
場
合
だ
と
、
す
ぐ
暖
い
部
屋
か

ら
運
び
出
す
と
か
せ
ず
、
三
、
四
時
間
は
ベ
ッ
ド
の
中
に
ふ
と
ん
を
か
ぶ
せ
て
置
い
て
お
く
こ
と
。

六
、
病
人
が
息
を
引
き
取
っ
た
あ
と
鼻
が
尖
り
、
こ
め
か
み
が
へ
こ
み
、
目
が
眼
窩
深
く
陥お

ち
く
ぼ
み
、
耳
は
冷
た
く
な
り
、
額
の
皮
膚
は
硬

張
り
、
そ
し
て
肌
の
色
が
黒
ず
む
と
か
蒼
白
く
な
る
と
か
し
て
も
、
三
、
四
時
間
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
、
そ
の
あ
と
湯
灌
し
、
わ
ら

の
上
に
寝
か
せ
、
そ
し
て
腐
臭
が
し
出
す
ま
で
葬
ら
ず
待
つ
こ
と
。

七
、
死
人
の
顔
に
あ
ま
り
変
化
が
見
え
ぬ
場
合
、
あ
る
い
は
急
死
の
場
合
、
す
ぐ
に
ベ
ッ
ド
か
ら
出
さ
ず
、
ま
だ
生
命
の
徴
候
が
存
し
な
い
か
、
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そ
し
て
ま
た
生
命
を
喚
び
覚
ま
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ど
う
か
、
験た
め

し
て
み
る
こ
と
。

そ
れ
ゆ
え
た
と
え
死
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
医
者
あ
る
い
は
外
科
医
を
呼
ぶ
の

を
拒
ま
ず
、
む
し
ろ
ま
ず
来
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
が
本
当
の
死
で
あ
る
か
ど
う
か
を
見

て
も
ら
い
、
疑
わ
し
い
場
合
に
は
そ
の
験
し
方
を
指
図
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
蘇
生
の
試
み
が
す
べ
て
無
駄
に
終
っ
た
場
合
で
も
、
上
述
の
死
の
徴
、
す

な
わ
ち
死
臭
と
紫
色
の
斑
点
が
現
れ
る
ま
で
埋
葬
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
ん
な
に

も
長
く
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
週
間
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
も
の
間
失
神
状
態
に

あ
っ
て
、
そ
の
の
ち
再
び
意
識
を
取
り
戻
し
た
と
い
う
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

続
け
て
村
人
に
朗
読
し
て
聞
か
せ
ら
れ
た
『
農
民
の
た
め
の
生
活
の
手
引
き
』
の
第
四
三

節
を
紹
介
す
る
。
や
は
り
挿
し
絵
（
図
版
④
）
の
下
に
「
隣
人
の
難
儀
を
助
く
べ
し
／
汝
の

業わ
ざ

に
は
神
の
報
い
が
」
と
い
う
詩
句
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
本
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。

凍
死
者
は
、
あ
ま
り
に
も
長
く
寒
冷
の
中
に
放
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
実
際
に
は
ま

だ
死
ん
で
い
ず
、
た
だ
硬
直
し
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

場
合
、
も
し
注
意
深
く
扱
え
ば
、
凍
っ
た
林
檎
を
解
凍
す
る
よ
う
に
彼
の
身
体
を
元
に
戻
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す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
或
る
時
、
カ
ル
プ
ス
ド
ル
フ

、
、
、
、
、
、
、

の
皮
剥
ぎ
屋
が
二
人
の
息
子
を
遠
方
に
遣つ
か

い
に
や
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
十
二
月

二
十
六
日
の
こ
と
で
、
折
か
ら
か
な
り
の
雪
が
降
り
積
り
、
足
の
下
で
寒
さ
の
た
め
に
キ
シ
キ
シ
と
音
を
た
て
る
ほ
ど
だ
っ
た
。「
倅
せ
が
れ

や
」
と

彼
は
言
っ
た
。「
さ
あ
元
気
よ
く
出
か
け
る
ん
だ
。
途
中
で
蒸
留
酒
だ
け
は
飲
む
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
。
あ
れ
を
や
る
と
睡
く
な
り
、
寒
さ
の
中
で

意
識
が
も
う
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
一
旦
腰
を
お
ろ
し
て
休
も
う
も
の
な
ら
凍
え
死
ぬ
の
は
必
定
だ
。
そ
う
な
っ
て
は
大
変
な
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
よ
り
ビ
ー
ル
を
一
杯
飲
む
方
が
ま
し
だ
。
冷
た
い
ビ
ー
ル
で
も
歩
い
て
い
る
う
ち
に
身
体
を
温

あ
た
た

め
て
く
れ
る
。」
上
の
息
子
の
ミ
ッ
ヒ
ェ

、
、
、
、

ル、
は
父
親
の
言
い
つ
け
を
よ
く
守
っ
た
。
二
人
は
し
ば
ら
く
一
緒
に
行
っ
た
が
、
下
の
息
子
の
テ
ッ
フ
ェ
ル

、
、
、
、
、

も
二
人
が
別
れ
る
ま
で
は
シ
ュ
ナ

ッ
プ
ス
を
控
え
た
。
と
い
う
の
も
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
町
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

さ
て
テ
ッ
フ
ェ
ル

、
、
、
、
、

は
最
初
に
見
つ
け
た
居
酒
屋
に
入
る
と
シ
ュ
ナ
ッ
プ
ス
を
一
杯
や
っ
た
。
次
に
見
つ
け
た
居
酒
屋
で
も
ま
た
一
杯
あ
お

っ
た
。
そ
し
て
ハ
ム
を
商
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
町
に
や
っ
て
来
る
と
、
今
度
は
商
人
が
彼
に
一
杯
勧
め
、
彼
も
ま
た
返
杯
し
た
。
こ
う
し
て

取
引
き
を
終
え
、
再
び
家
に
向
っ
た
。
距
離
か
ら
す
る
と
日
暮
れ
ま
で
に
十
分
家
に
帰
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の
に
、
夜
に
な
っ
て
も
ま
だ
帰
っ
て

来
な
か
っ
た
。
家
の
者
は
心
配
の
あ
ま
り
一
晩
中
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
、
夜
が
明
け
る
と
と
も
に
父
親
と
兄
は
彼
を
捜
す
た
め
に
馬
を
連
れ
て

出
か
け
た
。
す
る
と
見
よ
！
家
か
ら
二
つ
目
の
村
を
過
ぎ
て
す
ぐ
近
く
の
道
端
に
、
す
っ
か
り
凍
り
つ
い
て
倒
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
彼
ら

は
彼
を
馬
の
背
に
結
え
つ
け
、
そ
の
村
に
行
く
や
、
ど
う
か
こ
の
不
幸
な
人
間
を
家
に
入
れ
て
下
さ
い
。
い
く
ら
で
も
お
礼
を
し
感
謝
も
し
ま

す
か
ら
ベ
ッ
ド
を
ひ
と
つ
与
え
て
頂
き
た
い
、
も
し
か
す
る
と
ま
だ
死
ん
で
は
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
か
ら
、
と
言
っ
て
頼
ん
だ
。
こ

の
よ
う
に
し
て
五
、
六
軒
の
家
を
ま
わ
り
、
戸
を
叩
い
て
頼
ん
だ
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
皮
剥
ぎ
屋
だ
と
わ
か
る
と
村
人
た
ち
は
開
け
た
窓

を
急
い
で
ぴ
し
ゃ
り
と
閉
め
、
壁
穴
か
ら
こ
と
の
な
り
ゆ
き
を
窺
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

よ
う
や
く
彼
ら
は
分
別
と
敬
虔
な
心
の
持
ち
主
の
家
に
や
っ
て
来
た
。
こ
の
人
は
福
音
書
の
憐
み
深
い
サ
マ
リ
ア
人
の
話
と
、
主
イ
エ
ス

457 R. Z. ベッカー『農民のための生活の手引き』――啓蒙の世紀の忘れられたベストセラー



が
そ
れ
に
つ
い
て
話
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
彼
は
扉
を
開
け
て
や
り
、
硬
直
し
た
若
者
を
家
に
運
び
入
れ
さ
せ
、
隣
人
で
、
こ
の
よ
う

な
際
の
扱
い
に
よ
く
通
じ
て
い
る
学
校
教
師
の
グ
リ
ュ
ッ
ツ
ミ
ュ
ラ
ー

、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
呼
ん
だ
。
彼
が
や
っ
て
来
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
硬
直
し
た
亡な
き

骸が
ら

を
暖
い
部
屋
に
運
び
込
も
う
と
し
て
い
た
と
き
だ
っ
た
。「
待
っ
て
」
と
彼
は
叫
ん
だ
。「
お
願
い
で
す
。
も
し
そ
の
人
が
ま
だ
生
き
て
い
れ
ば
、

あ
な
た
方
は
彼
を
殺
す
こ
と
に
な
る
ん
で
す
よ
！
」
そ
う
言
っ
て
人
々
を
外
に
押
し
戻
し
た
。
そ
れ
か
ら
大
急
ぎ
で
中
庭
に
手
の
平
二
つ
ほ
ど

の
高
さ
の
雪
の
臥
床
を
こ
し
ら
え
た
。
同
時
に
彼
は
凍
死
者
を
裸
に
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
硬
直
の
た
め
に
な
か
な
か
衣
服
が
脱
げ
な
い
の
で

裁
断
さ
せ
た
。
そ
れ
か
ら
雪
の
臥
床
の
上
に
彼
を
横
た
え
、
シ
ャ
ベ
ル
を
使
っ
て
、
口
と
鼻
孔
を
除
く
こ
の
裸
の
人
間
の
全
身
を
す
っ
ぽ
り
雪

で
覆
っ
た
。
ど
こ
も
指
二
、
三
本
分
の
厚
さ
に
な
る
よ
う
に
雪
を
シ
ャ
ベ
ル
で
し
っ
か
り
と
圧お
さ

え
、
そ
こ
こ
こ
が
溶
け
始
め
る
と
、
新
し
い
雪

を
そ
こ
に
補
充
し
た
。
父
親
と
兄
、
そ
し
て
他
の
者
達
も
は
じ
め
、
賢
明
な
教
師
が
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
を
全
く
も
っ
て
黙
っ
て
見
て
い
ら

れ
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
ま
す
ま
す
も
っ
て
凍
え
死
ん
で
し
ま
う
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
彼
ら
は
言
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
ど
ん
な
事
件
が
起
っ
た
か
が
や
が
て
村
中
に
知
れ
わ
た
り
、
牧
師
殿
も
駆
け
つ
け
て
来
る
と
、
彼
は
教
師
の
味
方
を
し
、
教

師
の
取
っ
た
処
置
の
正
し
さ
を
称
賛
し
た
。
そ
の
場
の
人
々
が
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
見
守
っ
て
い
る
と
、
牧
師
殿
は
、
奥
さ
ん
の
と
こ
ろ

に
こ
の
人
み
た
い
に
凍
り
つ
い
た
林
檎
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
尋
ね
た
。
す
る
と
ち
ょ
う
ど
そ
れ
が
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
よ
う
な
凍
っ
た
林
檎

を
ひ
と
つ
あ
た
た
か
い
暖
炉
の
上
に
置
か
せ
、
も
う
ひ
と
つ
を
小
川
か
ら
汲
ん
だ
ば
か
り
の
水
の
入
っ
た
容
器
に
入
れ
、
そ
れ
に
さ
ら
に
砕
い

た
氷
を
加
え
て
も
っ
と
冷
た
く
な
る
よ
う
に
し
た
。
十
五
分
も
す
る
と
林
檎
は
ま
る
で
一
度
も
凍
っ
た
こ
と
が
な
い
か
の
よ
う
に
み
ず
み
ず
し

い
美
し
さ
を
取
り
戻
し
た
。
そ
れ
に
反
し
て
暖
炉
の
上
で
解
凍
し
た
林
檎
の
方
は
色
褪
せ
、
風
味
を
失
く
し
た
。「
ご
覧
な
さ
い
」
と
牧
師
は

言
っ
た
。「
冷
や
す
こ
と
で
凍
結
が
除
か
れ
る
の
で
す
。
急
に
温
た
め
る
と
凍
結
に
よ
っ
て
凝
縮
し
た
部
分
が
あ
ま
り
に
も
急
激
に
膨
張
し
分

解
し
ま
す
。
そ
れ
で
温
た
め
た
林
檎
の
果
肉
は
腐
っ
た
み
た
い
に
カ
ス
カ
ス
に
な
っ
た
の
で
す
。
凍
死
状
態
に
あ
る
人
間
の
場
合
だ
と
、
も
し
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彼
を
熱
い
暖
炉
の
そ
ば
に
置
け
ば
無
慈
悲
な
死
を
遂
げ
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
凍
り
つ
い
た
血
液
が
熱
に
よ
る
急
激
な
膨
張
の
た
め
に
、
ち
ょ

う
ど
林
檎
の
果
肉
と
果
汁
の
と
き
の
よ
う
に
変
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
か
ぶ
ら
や
人
参
な
ど
の
類
い
が
凍
り
つ
い
た
と
き
は
私
が
林
檎

で
や
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
な
さ
れ
ば
よ
ろ
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
せ
め
て
根
の
と
こ
ろ
は
家
畜
に
使
え
る
で
し
ょ
う
。
と
い
っ
て
も
私
自
身
は
ま

だ
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
う
ち
の
地
下
蔵
で
は
凍
り
つ
い
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
す
か
ら
。
ど
う
ぞ
自
分
で
お
試
し
下
さ
い
。
で
も
カ

チ
カ
チ
に
凍
っ
た
ソ
ー
セ
ー
ジ
は
そ
う
い
う
仕
方
で
元
に
戻
し
た
と
こ
ろ
、
よ
く
も
ち
ま
し
た
。
そ
れ
に
反
し
て
氷
水
で
解
凍
し
な
か
っ
た
ソ

ー
セ
ー
ジ
は
夏
に
は
も
う
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
こ
に
紹
介
し
た
二
つ
の
例
は
本
書
に
お
け
る
ベ
ッ
カ
ー
の
や
り
方
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
般
民
衆
に
と
っ
て
切
実
な
日
常

の
関
心
事
を
具
体
的
な
事
件
の
形
で
取
り
上
げ
、
事
柄
を
科
学
的
・
客
観
的
に
解
説
し
、
ど
う
対
処
す
べ
き
か
教
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
右
の

例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
啓
蒙
主
義
の
合
理
精
神
と
生
活
改
善
の
進
歩
主
義
的
精
神
が
漲
り
、
さ
ら
に
は
差
別
と
偏
見
に
対
す
る
批
判

が
そ
こ
こ
こ
に
見
ら
れ
る
ほ
か
（
後
の
例
に
登
場
す
る
皮
剥
ぎ
屋
は
、
賎
業
と
さ
れ
、
社
会
的
偏
見
と
差
別
を
受
け
て
い
た
（
一
五
）

）、
人
間
愛
と
人
道

主
義
を
色
濃
く
滲
ま
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
老
領
主
の
葬
儀
の
あ
と
そ
の
遺
言
に
従
っ
て
、
知
識
と
見
聞
を
広
め
る
と
と
も
に
人
間
認
識
を
深
め
る
た
め
の
教
養
旅
行
に
出
発
す
る
若

殿
に
対
し
、
村
民
一
同
は
、
若
殿
の
旅
行
中
に
こ
の
す
ば
ら
し
い
本
を
み
ん
な
で
学
び
た
い
か
ら
と
言
っ
て
下
賜
を
願
い
出
、
聞
き
届
け
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
若
殿
の
旅
立
ち
と
と
も
に
枠
物
語
の
前
半
が
終
り
、
本
書
の
主
部
た
る
生
活
助
言
集
の
部
分
が
紹
介
さ
れ
る
。

本
書
全
体
の
八
割
を
占
め
る
（
従
っ
て
枠
物
語
の
部
分
は
全
体
の
約
二
割
）
本
来
の
『
農
民
の
た
め
の
生
活
の
手
引
き
』
に
つ
い
て
、
そ
の
基

本
構
想
を
後
に
ベ
ッ
カ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
本
書
を
企
画
す
る
に
際
し
目
的
と
し
た
の
は
、
農
民
に
、
彼
が
人
間
と
し
て
、
農
民
と
し
て
、
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ま
た
国
民
と
し
て
幸
福
に
な
れ
る
一
連
の
知
識
と
心
構
え
を
教

え
る
こ
と
で
あ
っ
た
」（『
帝
国
報
知
』
一
七
八
九
年
）。
そ
の
た

め
に
ま
ず
彼
ら
に
食
事
や
住
居
を
改
善
す
る
こ
と
の
喜
び
を
知

ら
せ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
目
覚
め
た
改
善
欲
を
日
常
身
辺
の
感

覚
的
な
も
の
か
ら
社
会
的
・
公
共
的
な
も
の
に
拡
げ
さ
せ
、
遂

に
は
創
造
主
に
対
す
る
姿
勢
に
ま
で
及
ぼ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
彼
は
信
じ
た
の
だ
っ
た
（
ジ
ー
ゲ
ル
ト
「
あ
と
が
き
」）。

実
際
本
書
の
至
る
と
こ
ろ
で
「
改
善
改
良
」（besser

w
erden,

besser
m

achen

）
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
本
来
の
『
農
民
の
た
め
の
生
活
の
手
引
き
』
は
三
部
構

成
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
に
す

る
。
三
十
一
節
か
ら
成
る
第
一
部
に
お
い
て
は
、「
農
民
は
い
か

に
す
れ
ば
満
足
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う

副
題
に
応
じ
、
消
化
の
よ
い
お
い
し
い
パ
ン
の
作
り
方
、
ジ
ャ

ガ
イ
モ
の
さ
ま
ざ
ま
な
利
用
法
と
食
べ
方
の
注
意
、
野
菜
の
効

用
、
毒
草
に
つ
い
て
の
注
意
（
図
版
⑤
、
⑥
）、
果
物
に
つ
い
て
、

食
肉
に
つ
い
て
の
注
意
、
飲
み
水
に
つ
い
て
、
ビ
ー
ル
の
醸
造
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法
、
果
実
酒
の
作
り
方
、
酢
の
効
用
、
蒸
溜
酒
の
功
罪
、
等
々

の
飲
食
に
関
す
る
事
柄
、
そ
し
て
衣
服
と
住
居
に
つ
い
て
の
助

言
、
さ
ら
に
は
良
い
主
婦
と
悪
し
き
主
婦
、
子
供
の
育
て
方
、

な
ど
が
実
際
に
あ
っ
た
事
件
を
実
例
と
し
て
挙
げ
な
が
ら
、
あ

る
い
は
物
語
仕
立
て
に
し
て
語
ら
れ
る
。

第
二
部
は
や
や
短
く
、
七
節
か
ら
な
る
が
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
・
デ
ン
カ
ー
（D

enker

考
え
る
人
、
頭
を
使
う
人
の
意
）
と

い
う
貧
し
い
、
だ
が
物
事
の
原
因
を
問
う
て
や
ま
ぬ
旺
盛
な
探

究
心
と
知
識
欲
、
そ
し
て
向
上
心
に
富
む
若
者
が
親
切
で
物
識

り
の
主
人
に
仕
え
て
旅
の
供
を
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
地
の
農

法
や
産
業
、
物
産
に
つ
い
て
見
聞
を
広
め
た
後
（
こ
の
部
分
は

従
っ
て
ド
イ
ツ
各
地
の
紹
介
、
案
内
と
も
な
っ
て
い
る
）、
自
ら

独
立
自
営
の
農
家
の
経
営
を
始
め
、
旅
で
得
た
知
識
と
持
ち
前

の
合
理
主
義
精
神
を
発
揮
し
、
努
力
と
勤
勉
と
に
よ
り
近
代
的

な
農
業
経
営
に
成
功
し
、
模
範
的
農
業
家
と
し
て
顕
彰
さ
れ
て

そ
の
生
涯
を
終
え
る
と
い
う
、
独
立
し
た
一
連
の
ス
ト
ー
リ
ー

と
な
っ
て
お
り
、
本
書
全
体
か
ら
見
る
と
第
二
部
は
、
第
一
部
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と
第
三
部
と
並
ぶ
の
で
な
く
む
し
ろ
そ
の
間
に
挿
入
さ
れ
た
入
籠
構
造
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。「
農
民
は
い
か
に
す
れ
ば
正
直
な
や
り
方
で

豊
か
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
こ
の
第
二
部
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ン
カ
ー
の
物
語
は
、
主
人
公
の
名
が
す
で
に
寓
意
的
で

あ
っ
た
よ
う
に
、「
改
良
改
善
」（besser

m
achen,

besser
w

erden

）
の
啓
蒙
主
義
精
神
の
モ
デ
ル
物
語
と
な
っ
て
い
る
（
実
際
デ
ン
カ
ー
の
墓

碑
銘
に
書
か
れ
た
の
は
こ
の
句
だ
っ
た
。
本
文
三
〇
六
頁
）。

第
三
部
は
十
八
節
か
ら
成
る
が
、
埋
葬
の
際
の
注
意
や
凍
死
の
手
当
て
な
ど
を
扱
う
四
節
は
先
述
の
と
お
り
枠
物
語
の
中
で
先
取
り
的
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
の
で
省
略
さ
れ
、
実
質
は
十
四
節
で
あ
る
。
第
三
部
は
副
題
に
「
農
民
は
ど
う
す
れ
ば
も
ろ
も
ろ
の
難
儀
を
切
り
抜
け
る
こ
と
が
で

き
る
か
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
間
の
身
体
と
健
康
、
療
養
法
、
水
難
、
ガ
ス
中
毒
、
窒
息
者
の
蘇
生
法
、
狂
犬
病
の
措
置
、
有
毒
の
蛇
・
蜘
蛛
・

蜂
な
ど
、
魔
女
や
魔
術
な
ど
の
迷
信
、
消
防
、
避
雷
（
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
避
雷
針
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）、
飢
饉
と
そ
の
備
え
、

雑
草
と
害
虫
、
戦
争
の
際
の
振
舞
に
つ
い
て
、
係
争
と
訴
訟
、
家
畜
の
世
話
等
に
つ
い
て
の
諸
注
意
と
助
言
で
あ
る
。

本
来
の
『
農
民
の
た
め
の
生
活
の
手
引
き
』
が
終
っ
た
と
こ
ろ
で
元
の
枠
物
語
に
戻
る
。
す
な
わ
ち
ミ
ル
ト
ハ
イ
ム
の
村
民
た
ち
は
ま
る
五
年

に
及
ぶ
若
殿
の
教
養
旅
行
の
間
、
本
書
を
読
み
、
本
書
か
ら
知
識
と
そ
し
て
そ
の
精
神
を
吸
収
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
ミ
ル
ト
ハ
イ
ム
の
若
殿

は
村
民
一
同
に
よ
る
熱
烈
な
歓
迎
を
受
け
て
帰
館
す
る
が
、
こ
の
あ
と
彼
の
旅
行
記
か
ら
の
抜
粋
と
い
う
形
で
プ
ロ
イ
セ
ン
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大

王
の
紹
介
が
さ
れ
、
ま
た
若
殿
が
旅
先
で
聞
い
た
人
々
の
人
生
経
験
や
処
生
智
が
交
々
語
ら
れ
る
。
か
く
し
て
若
殿
が
旅
行
に
出
発
す
る
前
に
村

人
に
約
束
し
た
、
彼
の
不
在
中
立
派
に
振
舞
っ
た
者
た
ち
へ
の
褒
美
の
発
表
を
み
な
が
固
唾
を
の
ん
で
待
ち
、
そ
の
発
表
と
と
も
に
本
書
は
大
団

円
を
迎
え
て
終
る
と
思
わ
れ
た
そ
の
と
き
、
運
命
は
暗
転
し
て
、
激
し
い
雷
雨
が
ミ
ル
ト
ハ
イ
ム
村
を
襲
い
、
落
雷
に
よ
っ
て
起
っ
た
火
災
の
た

め
に
村
の
約
三
分
の
二
の
家
屋
が
消
失
し
、
ま
た
集
中
豪
雨
の
た
め
に
増
水
し
た
川
で
母
子
が
溺
死
す
る
、
と
い
う
大
災
害
に
見
舞
わ
れ
る
。
与

え
て
は
奪
う
神
意
の
測
り
難
さ
に
絶
望
に
陥
り
そ
う
に
な
る
村
人
に
対
し
、
村
の
牧
師
は
こ
の
災
厄
で
亡
く
な
っ
た
三
人
に
対
す
る
弔
辞
の
中
で
、
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く
じ
け
る
こ
と
な
く
む
し
ろ
こ
れ
を
神
の
試
練
と
し
て
受
け
と
め
、
互
い
に
助
け
合
っ
て
こ
の
災
い
を
か
え
っ
て
福
に
転
ず
る
よ
う
、
そ
れ
に
も

と
も
と
永
遠
の
富
は
彼
岸
に
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
苦
難
に
よ
っ
て
信
仰
を
失
う
の
で
な
く
む
し
ろ
苦
難
を
克
服
す
る
こ
と
で
信
仰
を
強
め
る
よ

う
、
悲
痛
か
つ
感
動
的
な
訴
え
を
行
う
。
こ
う
し
て
最
終
章
は
、
ミ
ル
ト
ハ
イ
ム
の
若
殿
を
先
頭
に
二
年
間
で
村
の
復
興
と
再
建
が
な
り
、
さ
ら

に
諸
制
度
が
整
備
改
善
さ
れ
、
こ
の
村
は
地
上
の
楽
園
と
な
っ
た
と
簡
単
に
述
べ
て
四
四
五
頁
の
特
異
な
長
い
物
語
を
終
え
て
い
る
。

四

以
上
、
本
書
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て
大
略
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
が
空
前
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
の
に
は
、
こ
れ
が
時
代
の
精
神
、
時
代

の
要
求
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
前
に
述
べ
た
著
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
と
努
力
の
ほ
か
に
、
本
書
が
そ
も
そ
も
四
グ
ロ

ッ
シ
ェ
ン
（
北
ド
イ
ツ
）
も
し
く
は
十
八
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
（
南
ド
イ
ツ
）
と
比
較
的
安
価
だ
っ
た
こ
と
も
そ
の
原
因
に
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
さ
ら
に
ま
た
文
体
と
い
う
点
に
お
い
て
も
民
衆
に
親
し
い
諺
や
格
言
、
慣
用
句
の
頻
繁
な
使
用
が
目
に
つ
く
。
こ
う
し
た
こ
と
が
本
書
を
い

っ
そ
う
民
衆
に
近
づ
け
る
要
因
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

で
は
二
〇
〇
年
余
を
経
た
今
日
、
本
書
の
価
値
は
何
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
民
衆
啓
蒙
の
貴
重
な
記
念
碑
で
あ
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
書
自
身
に
つ
い
て
の
研
究
書
も
ジ
ー
ゲ
ル
ト
の
も
の
を
除
き
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
が
、
民
衆
啓
蒙
の
実
情
も
そ

れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
し
か
も
啓
蒙
主
義
が
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
つ
の
原
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
本
書
は
近
代
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
誕
生
の
貴
重
な
証
言
と
さ
え
言
え
る
。
さ
ら
に
は
十
八
世
紀
に
お
け
る
農
村
生
活
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
民
俗
的
資
料
を
ゆ
た
か
に
提
供
し

て
く
れ
て
い
る
。
ま
た
出
版
史
上
の
意
義
に
も
大
き
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
本
書
の
成
立
事
情
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
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そ
の
ほ
か
本
書
を
読
み
な
が
ら
絶
え
ず
脳
裏
を
掠
め
た
の
は
、
わ
が
国
が
そ
の
歴
史
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
民
衆
啓
蒙
を
経
験
し
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
近
代
の
民
主
主
義
と
人
権
思
想
の
普
及
、
ま
た
近
代
の
進
歩
と
発
展
に
お
い
て
啓
蒙
主
義
の
果
し
た
役
割
を
思
え
ば
、
空
白

感
・
欠
落
感
は
い
っ
そ
う
深
い
。
も
う
ひ
と
つ
気
に
な
っ
た
の
は
啓
蒙
主
義
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
の
関
係
で
あ
る
。
本
書
に
登
場
し
て

重
要
な
役
割
を
果
す
牧
師
は
言
う
ま
で
も
な
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
牧
師
で
あ
り
（
一
六
）

、
そ
の
説
教
に
見
ら
れ
る
不
屈
の
啓
蒙
精
神
と
信
仰
は
、
著
者

で
あ
る
完
成
主
義
者
ベ
ッ
カ
ー
の
分
身
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
が
、
た
し
か
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
現
実
改
善
の
意
欲
と
自
助
精
神
は

啓
蒙
主
義
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
本
書
第
二
部
の
主
人
公
た
る
、
向
上
心
の
塊
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ン
カ
ー
に
つ
い
て
「
デ

ン
カ
ー
は
吝
嗇
漢
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
が
つ
が
つ
と
貪
欲
に
掻
き
集
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
不
正
な
財
に
手
を
出
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
。

日
々
彼
の
頭
に
あ
っ
た
の
も
金
持
ち
に
な
る
こ
と
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
む
し
ろ
た
だ
、
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
に
も
、
そ
れ
が
神
の
御
心
に
適
い
、

そ
し
て
人
々
に
役
立
ち
喜
ば
れ
る
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
最
も
賢
明
か
つ
う
ま
く
や
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」（
本
文

三
〇
五
頁
以
下
）
と
言
わ
れ
る
と
き
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
を
い
や
で
も
思

い
出
さ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
問
題
は
少
し
大
き
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
。

注（
一
）
Ｗ
・
Ｈ
・
ブ
リ
ュ
フ
ォ
ー
ド
『
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
―
―
ゲ
ー
テ
時
代
の
社
会
的
背
景
―
―
』（
一
九
七
八
年
、
三
修
社
）
一
二
〇
、
二
六
九
、
三
三
七

頁
。

（
二
）
マ
ッ
ク
ス
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ー
ン
『
ド
イ
ツ
十
八
世
紀
の
文
化
と
社
会
』（
一
九
八
四
年
、
三
修
社
）
八
六
頁
。
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（
三
）
Ｒ
・
ｖ
・
デ
ュ
ル
メ
ン
『
近
世
の
文
化
と
日
常
生
活
』（
三
）（
一
九
九
八
年
、
鳥
影
社
）
三
三
〇
、
三
五
六
頁
。

（
四
）R

udolph
Z

acharias
B

ecker:
N

oth-
und

H
ülfsbüchlein

für
B

auersleute.
N

achdruck
der

E
rstausgabe

von
1788 .

H
erausgegeben

und
m

it

einem
N

achw
ortvon

R
einhartSiegert.H

arenberg.D
ortm

und
1980 .S.476 .

以
下
ジ
ー
ゲ
ル
ト
か
ら
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
五
）vgl.

R
udolf

Schenda:
V

olk
ohne

B
uch.

Studien
zur

Sozialgeschichte
der

populären
L

esestoff
1770 -1910 .

K
losterm

ann.
Frankfurt

a.
M

.

1970
(dtv
1977 )

S.321
u.476 .

（
六
）
拙
論
「
神
・
言
語
・
民
族
―
―
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
の
仕
事
と
思
想
の
再
検
討
」
一
五
二
頁
参
照
。
三
島
／
木
下
編
『
転
換
期
の
文
学
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
一
九
九
九
年
。

（
七
）
拙
訳
、
へ
ー
ベ
ル
『
ド
イ
ツ
炉
辺
ば
な
し
集
』
解
説
参
照
。
岩
波
文
庫
、
一
九
八
六
年
。

（
八
）
ブ
リ
ュ
フ
ォ
ー
ド
前
掲
書
一
二
〇
頁
、
デ
ュ
ル
メ
ン
前
掲
書
二
四
一
頁
な
ど
。

（
九
）
コ
メ
ニ
ウ
ス
『
世
界
図
絵
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
八
年
。
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
。

（
一
〇
）
寺
田
光
雄
『
民
衆
啓
蒙
の
世
界
像
―
―
ド
イ
ツ
民
衆
学
校
読
本
の
展
開
―
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

（
一
一
）
公
教
育
制
度
の
整
わ
ぬ
揺
籃
期
に
お
け
る
学
校
教
師
の
地
位
の
低
さ
、
待
遇
の
劣
悪
さ
に
つ
い
て
は
、
ブ
リ
ュ
フ
ォ
ー
ド
前
掲
書
二
二
三
頁
、
マ
ッ
ク

ス
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ー
ン
前
掲
書
二
〇
九
頁
以
下
に
興
味
深
い
証
言
が
あ
る
。

（
一
二
）
ブ
リ
ュ
フ
ォ
ー
ド
前
掲
書
二
三
八
頁
。

（
一
三
）
ち
な
み
に
、
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
が
ド
イ
ツ
全
土
に
向
っ
て
メ
ル
ヘ
ン
収
集
へ
の
協
力
を
呼
び
か
け
た
『
ド
イ
ツ
の
詩
と
歴
史
を
愛
す
る
す
べ
て
の
友
へ

の
訴
え
』（
一
八
一
一
年
）
の
末
尾
に
、
こ
の
呼
び
か
け
文
が
掲
載
さ
れ
る
べ
き
新
聞
の
ひ
と
つ
に
本
紙
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。vgl.

H
einz

R
ölleke:

D
ie

M
ärchen

der
B

rüder
G

rim
m

.B
ouvier,1992 ,S.69 .
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（
一
四
）vgl.R

.W
.B

rednich:
D

ie
Spinne

in
der

Y
ucca-Palm

e.Sagenhafte
G

eschichten
von

heute.C
.H

.B
eck,1990 ,S.137 f.

な
お
こ
こ
に
は
本
書

の
こ
の
話
へ
の
言
及
が
あ
る
。（
邦
訳
『
悪
魔
の
ほ
く
ろ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
代
伝
説
』
白
水
社
、
一
九
九
二
年
、
一
八
二
頁
以
下
）

（
一
五
）vgl.W

erner
D

anckert:
U

nehrliche
L

eute.D
ie

verfem
ten

B
erufe.Francke,1979 ,S.167 ff.

こ
れ
に
よ
る
と
、
皮
剥
ぎ
は
賎
業
の
中
で
も
特
別
低

く
位
置
づ
け
ら
れ
忌
み
嫌
わ
れ
た
。
当
時
最
も
開
明
的
な
君
主
と
さ
れ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
支
配
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
さ
え
、
一
七
八
三
年
に

よ
う
や
く
、
皮
剥
ぎ
の
子
が
「
親
の
醜
業
を
営
ん
だ
こ
と
が
な
く
、
今
後
も
営
ま
ぬ
限
り
に
お
い
て
」
正
業
に
就
く
こ
と
を
認
め
た
よ
う
な
有
様
だ
っ
た
。

な
お
ベ
ッ
カ
ー
の
本
書
に
お
け
る
差
別
や
偏
見
と
の
闘
い
の
例
を
も
う
一
、
二
挙
げ
る
と
、「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
は
四
〇
歳
に
な
ら
な
い
と
賢
く
な
ら
な
い
、

と
い
う
の
は
厭
わ
し
い
嘘
で
あ
る
」（
本
文
二
六
四
頁
）
と
か
「
黒
人
は
我
々
と
ま
っ
た
く
同
様
善
良
な
人
間
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
を
家
畜
同
然
に
売
っ

た
り
買
っ
た
り
す
る
の
は
き
わ
め
て
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
こ
と
で
あ
る
」（
本
文
二
六
五
頁
）
な
ど
の
文
言
が
見
え
る
。
迷
信
の
排
撃
で
は
魔
女
や
魔
術
に
対

し
て
の
も
の
が
見
ら
れ
る
（
第
五
〇
節
）。

（
一
六
）
十
八
世
紀
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
国
家
に
お
い
て
牧
師
の
果
し
た
役
割
、
そ
の
準
官
吏
的
な
地
位
に
つ
い
て
は
ブ
リ
ュ
フ
ォ
ー
ド
前
掲
書
二
四
四
頁
を
参

照
。
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〈要約〉

1788年に刊行された表題の書はドイツ出版史上空前のベストセラーとなり

大成功を収めたが、一時のブームが過ぎるとその役割を終えたかのように忘

れ去られ、文学史にも名前すら登場しない。たしかに本書は、読者の興味を

惹きつける工夫として枠物語の体裁を取っているものの、その実質は実用書、

農村生活改善の指導書であり、図版入りの百科事典的性格を持った生活助言

集だったのであり、逆に言えば、啓蒙主義時代の末期、これまで置き去りに

されてきた末端の農民大衆に、ようやく本書のような形で改良改善・進歩発

展の啓蒙主義の波が及んだという点に、本書の大成功の根本理由があったの

だ。啓蒙主義は近代ヨーロッパの原点のひとつであるが、その最終段階であ

る民衆啓蒙の記念碑たる本書は時代の貴重な証言となっている。
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