
近
代
化
と
伝
統
の
問
題
は
、
日
本
の
近
代
愚

史
上
の
主
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
と
り
わ

け
、
文
化
の
伝
達
と
新
た
な
文
化
の
創
造
と
い
う

役
割
を
担
っ
て
い
る
教
育
の
領
域
に
お
い
て
、
こ

の
閻
題
が
敬
ん
で
い
る
矛
盾
は
集
中
的
に
表
出
す

る
。

歴
史
的
に
み
れ
ば
、
「
近
代
化
L
 
は
西
ヨ
ー
ロ

ツ
。
ハ
に
生
起
し
た
産
業
需
以
降
の
技
術
と
綴

の
革
新
を
経
た
西
洋
文
明
の
受
容
を
意
味
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
「
近
代
化
L
 
は
同
時
に
西
洋
化
と

い
う
べ
ク
ト
ル
を
持
た
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
0
 
と

こ
ろ
が
、
明
治
維
新
以
来
の
日
本
の
「
近
代
化
L

の
目
的
は
、
端
的
に
い
え
ぱ
西
洋
列
強
の
殖
民
地

化
政
策
に
対
抗
し
う
る
近
代
岡
家
の
形
成
に
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
九
近
代
国
家
の
形
成
に
む

け
て
の
国
家
統
合
は
、
日
本
と
日
本
人
を
諸
外
国

か
ら
弁
別
し
う
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
倫
立
を

前
提
と
し
た
。
こ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
拠

と
な
っ
た
の
が
、
西
洋
化
の
対
極
に
位
置
し
た

「
伝
統
L
 
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
近
代
化
」
と

「
伝
統
L
 
の
相
剋
は
現
代
に
系
る
ま
で
未
解
決
の

ま
ま
に
持
ち
こ
さ
れ
て
き
て
い
る
。
伝
統
を
否
定

す
る
に
せ
よ
肯
定
す
る
に
せ
よ
、
こ
の
種
の
需

は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
と
し
て
か
、
も
し
く
は
文

化
の
基
層
と
し
て
の
倫
論
に
お
い
て
抽
象
的
に

扱
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
伝

統
L
(
主
義
)
の
実
態
と
機
能
と
を
史
的
に
解
明

す
る
の
が
、
私
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
は
、
西

洋
文
化
の
受
容
を
め

ぐ
る
伝
統
思
想
の
変

{
谷
を
テ
ー
マ
に
、
近

司
世
か
ら
近
代
に
か
け

て
の
思
想
・
〕
両

.

一
丁

J
イ

教
育
の
自
己
一
薪
を

田
研
究
対
象
と
し
て
き

中
た
が
、
祈
た
に
、
異

●
.
ノ

文
化
の
下
に
お
け
る

伝
統
と
教
育
の
問
題

を
考
え
る
機
会
を
得

九
。
明
治
時
代
に
海

外
に
移
民
し
た
日
本
人
の
此
繍
と
行
動
を
、
伝
統

と
教
育
を
軸
に
考
究
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

海
外
に
移
民
し
た
日
本
人
の
教
育
に
お
い
て

は
、
こ
う
し
た
異
文
化
と
伝
統
、
ナ
シ
"
ナ
ル
な

も
の
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
の
相
剋

が
、
大
げ
さ
に
甲
え
ば
生
存
に
か
か
わ
る
切
・
笑
な

問
題
と
し
て
、
よ
り
鮮
明
に
現
出
す
る
の
で
あ

る
0

と
こ
ろ
で
、
我
国
で
は
、
海
外
移
民
に
関
す
る

教
育
を
中
心
と
し
た
史
的
研
究
は
皆
無
に
笘
し

そ
れ
は
、
移
民
研
究
が
非
常
に
大
き
な
祭

)
0

しり
を
持
っ
て
お
り
、
従
来
串
問
領
域
で
は
と
ら

え
き
れ
な
い
こ
と
に
も
起
閃
し
て
い
る
。
ま
た
、

海
外
移
民
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
心
も
少
数
の
研

究
者
を
除
い
て
は
低
く
、
学
際
的
な
共
同
研
究
の

対
象
と
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
移
民
研
究

が
進
展
し
な
か
っ
た
要
因
で
あ
ろ
う
。

一
九
六
0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
少
数

民
族
の
公
民
権
運
動
の
拾
頭
と
と
も
に
、
日
系
人

の
間
か
ら
異
文
化
の
下
で
人
種
差
別
や
偏
見
と
闘

い
な
が
ら
゛
初
し
、
子
供
を
育
て
、
ひ
た
す
ら

次
の
世
代
に
希
望
を
託
し
て
歩
ん
で
き
た
移
民
の

歴
史
、
つ
ま
り
日
系
人
の
ル
ー
ツ
χ
対
す
る
強
い

関
心
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
九
。
こ
う
し
た
動

向
に
と
も
な
い
、
日
木
に
お
い
て
も
、
人
文
地
理

学
や
ア
メ
リ
カ
史
を
専
攻
す
る
研
究
者
を
中
心
と

し
て
、
日
系
人
及
び
海
外
移
民
に
対
す
る
関
心
が

昂
ま
り
、
資
料
蒐
集
や
情
報
交
換
な
ど
が
お
こ
な

●^Ⅱ1,^●■"●^"1●一●ι",.^1"^"1舮^1Ⅱ"ーー●"1舮.^".戸^1"^昨^1".^ 「私の研究」 ^"1

教育における仏統と異文化体験



わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
海
外
移
民
に
お
け
る
日
本
人
学
校
等

の
教
育
史
的
研
究
は
現
在
の
と
こ
ろ
余
り
迩
ん
で

い
な
い
。
日
本
教
育
史
と
西
洋
教
育
史
の
境
界
に

位
置
し
て
い
る
た
め
、
海
外
移
民
の
教
育
史
的
研

究
は
、
ど
ち
ら
の
領
域
か
ら
も
兄
拾
て
ら
れ
た
状

態
に
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
日
本
教
育
史
学
は
如
何
な
る
視
座

の
も
と
に
、
移
民
研
究
迄
か
か
わ
り
、
ど
の
よ
う

な
役
割
を
担
い
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
木
教
育

史
は
、
日
本
に
お
け
る
教
育
現
象
を
史
的
に
解
明

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
の
歴
史
的
役
割
を
認

識
し
、
新
た
な
歴
史
創
造
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目

ぎ
す
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
近
代
を
フ
ィ
ー
ル

ド
と
す
る
教
育
史
研
究
に
は
、
世
界
史
的
な
視
野

の
も
と
で
、
国
畷
解
へ
と
展
開
し
う
る
べ
ク
ト

ル
を
内
在
化
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
日

本
人
移
民
が
日
本
人
か
ら
日
系
人
L
と
し
て
の
ア

」
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
過
罷
お
い
て
、

日
本
人
学
校
が
大
き
な
役
型
L
果
た
し
九
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
国
定
教
科
禽
を
用
い
、
文
部

省
の
教
育
政
策
に
準
拠
し
九
、
い
わ
ゆ
る
「
臣
民

教
育
」
か
ら
、
異
文
化
の
下
で
、
子
継
述
の
中
活

環
境
に
適
し
た
教
育
を
自
ら
の
手
で
創
出
す
る
過

程
は
、
当
時
の
日
本
の
国
民
が
餓
し
え
な
か
っ

九
、
も
う
一
つ
の
教
育
の
「
近
代
化
L
 
と
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
「
民
族
は
日
木
人
で
あ
る
が
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
」
と
い
う

日
系
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
延
は
、
日
木
人
と

し
て
の
伝
統
意
識
が
排
他
的
な
方
向
で
は
な
く
、

む
し
ろ
異
文
化
醐
解
の
ス
テ
ッ
プ
ボ
ー
ド
と
な
り

え
た
一
事
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た

伝
統
意
滋
も
取
り
込
ん
だ
教
育
の
質
的
転
換
の
実

態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
近
代
教
育

が
克
服
し
え
な
か
っ
た
課
題
が
奈
辺
に
あ
っ
た
の

か
、
日
本
人
が
圈
際
人
た
り
う
る
条
件
と
は
何
で

あ
る
か
、
そ
の
た
め
に
教
育
は
如
何
に
在
る
べ
き

か
と
い
う
、
実
に
多
様
な
問
題
の
解
明
に
も
通
じ

る
の
で
あ
る
。

海
外
移
民
に
お
け
る
日
本
人
学
佼
の
研
究
霊

め
て
行
く
中
で
、
初
期
の
ハ
ワ
イ
移
民
社
会
に
お

＼ノ

け
る
同
志
社
出
身
の
牧
師
の
活
躍
を
改
め
て
切
纖八

し
た
。
た
と
え
ぱ
、
ハ
ワ
イ
島
コ
ハ
ラ
で
、

＼ノ

年
に
初
め
て
日
本
人
学
校
を
創
設
し
た
の

しノは
、
同
志
社
普
通
学
校
の
出
身
で
あ
る
神
田
電
英

牧
師
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
八
九
六
作
に
ホ
ノ
ル

ル
に
お
い
て
、
日
本
国
内
の
小
学
校
に
準
じ
た
本

格
的
な
日
本
人
小
鞍
を
製
し
九
の
も
、
同
志

社
禦
校
別
科
を
釜
し
九
奥
村
急
衛
牧
師
で

あ
る
。
こ
の
他
に
、
ホ
ノ
ム
義
塾
を
創
設
し
、
新

島
精
神
に
も
と
づ
い
た
教
育
実
践
を
お
こ
な
い
、

ホ
ノ
ム
聖
人
と
称
さ
れ
た
曾
我
部
四
郎
も
徳
富
蘇

峰
の
大
江
義
塾
か
ら
伺
豆
神
学
校
の
別
科
神
学

に
学
ん
だ
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
曾
我
部
の

親
友
で
、
大
江
義
塾
か
ら
同
志
社
普
通
学
校
に
進

み
、
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
て
最
初
は
伝
道
誘
に
従
事

＼ノ

し
、
後
に
は
「
布
畦
殖
民
新
聞
」
を
創
刊
し
て
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
に
お
い
て
、
教
育
欝

を
導
い
た
江
口
一
民
(
奥
村
禎
次
郎
)
も
、
日
本

人
学
校
の
発
展
に
寄
与
し
た
一
人
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
海
外
移
民
に
お
け
る

教
育
の
史
的
研
究
は
意
外
な
副
産
物
を
も
た
ら
し

て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
先
行
研
究
が
少
な
い

領
域
な
ら
で
は
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
大
学
文
誘
助
教
授
)
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今
夏
八
月
十
一
日
、
ミ
ロ
ク
経
訓
が
東
・
示
地
裁

へ
翻
を
申
請
し
、
事
実
上
倒
産
し
た
。
資
本
金

三
十
五
億
円
、
負
債
総
額
は
二
百
億
円
に
上
る
と

い
、
つ
。

同
社
は
、
会
計
東
務
所
や
中
小
企
業
向
け
に
会

計
ソ
フ
ト
と
オ
フ
コ
ン
を
販
売
す
る
、
業
界
で
は

老
舗
の
会
社
で
あ
る
。
自
社
の
会
計
ソ
フ
ト
の
利

用
に
よ
る
経
営
の
安
定
化
を
願
っ
て
企
業
活
動
を

行
っ
て
い
る
会
社
が
、
自
社
の
将
に
失
敗
す
る

と
は
、
な
ん
と
も
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
。

倒
産
の
引
き
金
は
、
過
大
念
備
投
資
と
売
上

げ
低
迷
に
伴
う
在
庫
急
増
、
こ
れ
ら
に
よ
る
資
金

繰
り
悪
化
で
あ
る
。
過
去
の
例
を
み
て
も
、
大
沢

商
会
、
り
ツ
カ
ー
等
、
中
小
企
業
を
も
含
め
九
倒

産
企
業
の
ほ
と
ん
ど
が
「
資
令
繰
り
悪
化
」
に
よ

つ
て
倒
産
し
て
い
ろ
。

企
業
倒
産
の
原
因
と
し
て
「
売
上
げ
不
振
L
、

「
焦
げ
つ
き
債
権
の
増
加
L
 
あ
る
い
は
「
在
庫
急

増
」
な
ど
と
い
う
理
由
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
他
に
、
 
A
訂
¥
上
の
問
題
点
と
し
て

「
資
釡
収
支
計
算
の
軽
視
」
と
い
う
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
衞
度
会
計
上
「
利
益
」
は
現
釡
資
企
の
動

き
と
無
関
係
に
算
出
さ
れ
る
。
例
え
ぱ
当
期
の
利

益
が
卜
徳
円
と
報
告
さ
れ
て
も
、
言
う
ま
で
も
な

く
、
そ
れ
は
企
業
内
部
に
現
金
と
し
て
十
億
円
あ

る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
当
期
の
利
益
は
、

い

わ
ゆ
る
「
兆
生
主
義
の
損
益
獣
」
に
委
い
て
算

出
さ
れ
る
。
利
益
の

具
体
的
内
容
は
貸
借

対
照
表
で
示
さ
れ
、

期
末
の
貸
借
対
照
表

の
資
本
釡
額
を
こ
え

る
純
資
産
の
増
加
分

が
、
当
期
の
利
益
を

形
成
す
る
。
増
加
し

九
純
資
需
の
内
容

は
、
む
ろ
ん
現
金
の

増
加
も
あ
る
が
、
商

品
や
債
椛
の
増
加
、

さ
ら
に
は
売
れ
残
り

則
と
し
て
課
税
所
得
を
樅
成
す
る
。
そ
の
た
め
企

業
と
し
て
は
、
税
金
や
配
当
を
支
払
う
た
め
の
金

融
(
納
税
禽
・
配
当
綴
)
に
弃
走
す
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
翠
期
に
は
こ
の
借
人
れ

分
を
返
済
す
る
た
め
に
利
益
を
稼
ぎ
、
そ
れ
に
基

づ
い
て
税
金
や
配
当
を
支
払
い
、
そ
の
た
め
の
企

融
に
走
り
ま
わ
る
等
々
、
行
き
つ
く
と
こ
ろ
が
な

い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
も
し
こ
の
企
業
が
新
株
窕
行
増
資

を
行
う
と
、
何
両
億
円
で
あ
れ
、
霪
し
た
資
金

は
無
税
か
つ
返
済
の
必
要
が
な
い
。
企
業
の
行
動

と
し
て
は
、
銀
h
借
入
れ
な
ど
行
わ
ず
、
証
券
市

場
で
株
式
を
売
却
し
資
令
盤
し
よ
う
と
す
る
の

は
当
然
で
あ
ろ
う
。

会
計
学
上
の
梨
概
念
も
、
裂
決
定
の
扶
準

と
な
る
資
本
概
念
も
、
そ
う
い
う
も
ん
な
ん
だ
、

と
言
っ
て
し
ま
え
ぱ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し

私
は
ど
ぅ
も
合
点
が
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
疑
問
の
生
ず
る
原
因
の
一
つ
は
、

賓
則
収
蕪
滋
・
計
上
の
ル
準
と
し
て
の
「
発
生

モ
義
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

企
業
の
業
績
を
木
す
に
は
、
窕
牛
主
義
の
損
益
計

算
は
適
当
で
あ
る
。
し
か
し
算
出
さ
れ
た
「
利

商
品
や
回
収
の
お
ぽ
つ
か
な
い
債
権
、
あ
る
い
は

将
来
の
利
益
の
源
で
あ
る
固
定
資
産
も
そ
の
巾
に

含
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
十
億
円
の
「
利

益
」
は
商
法
上
処
分
可
能
で
あ
り
、
税
法
ヒ
も
原
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益
」
が
、
税
金
や
配
当
と
し
て
現
金
で
処
分
さ
れ

る
と
い
う
点
夢
日
す
る
な
ら
ぱ
、
現
釡
の
収
支

を
も
っ
て
賓
用
収
益
壽
識
・
計
上
す
る
「
現
金

主
義
」
の
方
が
よ
り
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
の
原
因
は
、
制
笈
J
が
採
用
し
て

い
る
「
資
本
L
 
概
念
忙
あ
る
と
考
え
る
。
会
計
学

は
、
商
法
上
の
資
本
概
念
を
取
り
入
れ
、
株
主
の

出
資
釡
額
を
利
益
け
算
の
基
準
と
し
て
の
「
資

本
L
 
と
す
る
。
し
か
し
商
法
上
の
資
本
概
念
は
、

商
法
独
自
の
理
念
か
ら
「
債
権
老
螺
叺
と
い
う

目
的
で
採
用
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り

会
社
の
籍
者
は
、
会
社
の
資
本
禽
を
栞
準
に

与
信
の
限
度
を
決
定
す
る
。
貨
借
対
照
表
を
も
と

に
し
て
資
本
粛
に
相
応
す
る
資
票
雑
持
さ
れ

て
い
れ
ぱ
、
偕
入
令
は
そ
の
个
額
を
失
っ
て
も
、

資
本
釡
額
に
相
応
す
る
資
馨
け
は
弁
済
能
力
あ

り
と
考
え
六
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
竺
の
出
資
余
額
を
維

將
す
べ
き
資
本
と
す
る
利
益
け
算
方
式
で
は
、
企

業
絲
冨
現
突
か
ら
み
て
将
来
の
た
め
に
「
雑
持

す
べ
き
資
産
」
で
あ
っ
て
も
、
ぱ
あ
い
に
よ
っ
て

は
、
裂
と
し
て
処
分
叫
能
な
も
の
と
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
、
イ
ン
フ
レ
に

よ
る
物
価
騰
貴
を
例
に
説
明
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
イ
ン
フ
レ
時
で
な
く
と
も
、
企
業
経
室
ど
ぅ

し
て
も
必
要
な
士
地
を
借
人
れ
に
ょ
る
資
釡
で
取

得
し
た
よ
う
な
ぱ
あ
い
を
考
え
て
み
れ
ぱ
明
ら
か

で
あ
る
。
当
該
惜
入
釡
の
返
済
を
通
じ
て
、
士
地

は
毎
期
の
返
済
額
づ
つ
「
利
益
」
と
し
て
計
ヒ
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
企
業
の
運
用
す
る
資
産
を
す
べ

て
同
一
範
疇
に
お
い
て
ょ
い
の
か
、
さ
ら
に
は
利

益
計
算
上
「
雑
持
す
べ
き
資
産
」
と
は
何
か
、
と

い
う
こ
と
に
関
係
す
る
。

い
か
な
る
資
本
概
念
の
も
と
に
、
ど
の
よ
う
に

利
益
斡
九
が
行
わ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
そ
の
千
が

か
り
と
し
て
、
商
法
が
「
偵
椛
新
保
護
L
 
と
い
う

お
え
方
を
打
ち
出
す
前
の
株
式
会
社
会
計
を
羽
べ

る
と
器
興
味
深
い
。
そ
れ
は
英
凶
で
は
「
複
会

汁
制
度
」
、
ド
イ
ツ
で
は
「
岡
定
価
偵
1
算
と

呼
ば
れ
て
い
る
方
法
で
あ
る
。
-
し
の
方
法
で
は
、

企
業
に
お
け
る
資
釡
の
流
れ
を
、
欝
業
の
た
め
に

不
可
欠
高
定
資
産
に
関
す
る
勘
定
(
寳
本
勘

定
)
と
、
僻
業
に
よ
っ
て
生
ず
る
収
益
賓
用
に
関

す
る
勘
定
(
収
益
勘
定
)
の
二
つ
に
分
別
聳
す

る
。
前
老
の
資
本
勘
定
に
は
、
向
己
資
本
だ
け
で

な
く
、
社
債
兆
行
に
よ
る
資
金
で
取
得
さ
れ
た
寳

産
を
も
介
め
て
記
載
す
る
。
こ
の
勘
定
の
数
仙

は
、
当
該
設
備
が
廃
棄
・
除
却
さ
れ
て
も
決
し
て

変
更
さ
れ
な
い
。
資
本
勘
定
は
、
そ
の
名
称
通

り
、
企
業
絲
〕
1
維
持
す
べ
き
「
資
木
(
資
産
)

を
示
し
て
い
る
。

収
益
勘
定
で
は
、
営
業
而
に
よ
る
収
入
と
、

そ
の
た
め
に
支
払
わ
れ
た
一
切
の
支
出
が
記
載
さ

れ
、
「
当
期
の
梨
」
を
示
す
。
支
出
の
中
に
は
、

社
債
の
償
瑞
や
設
備
の
雑
持
・
修
繕
の
支
出
の

み
な
ら
ず
、
設
備
更
新
の
た
め
の
支
出
も
含
め
ら

れ
、
そ
の
結
果
純
粋
の
「
処
分
可
能
利
益
」
が
示

さ
れ
る
。

英
国
の
複
益
壽
剛
に
つ
い
て
は
従
来
よ
り

様
々
な
点
に
つ
い
て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
企
業
会
寸
上
「
緋
持
す
べ
き
資
産
L
 
と
は
何

か
、
「
正
し
い
利
益
」
と
は
何
か
を
考
え
る
上
で
、

奇
の
複
会
寸
制
度
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
の
固
定
価

偵
靴
お
解
明
は
、
ど
ぅ
し
て
も
取
り
組
む
べ
き

課
題
で
あ
る
と
者
え
て
い
る
。

(
火
学
商
学
部
助
教
授
)
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ド
イ
ツ
文
学
を
専
門
と
す
る
私
は
、
現
在
、
十

九
世
紀
前
半
期
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
作
家
ア
ー
ダ

ル
ベ
ル
ト
・
シ
ニ
テ
ィ
ワ
タ
ー
の
研
究
に
携
わ
っ

て
い
る
。
こ
の
作
家
と
の
出
会
い
は
、
学
部
専
攻

が
哲
学
で
あ
っ
九
私
が
、
ド
イ
ツ
文
学
へ
方
向
転

換
す
る
に
あ
た
っ
て
、
独
文
科
の
大
誘
へ
入
学

す
る
た
め
に
必
磯
叟
の
対
象
に
こ
の
作
家
の

作
品
を
選
ん
詣
壱
さ
か
の
ぼ
る
。
独
文
科
受

験
を
決
め
、
今
後
一
年
間
で
仕
上
げ
る
べ
き
論
文

の
対
象
に
ど
の
作
品
を
逃
ぷ
べ
き
か
と
努
え
て
い

た
私
は
、
九
ま
た
ま
二
ー
チ
エ
が
十
九
世
紀
の
ド

イ
ツ
文
学
の
中
で
繰
り
返
し
誓
れ
る
べ
き
「
ド

イ
ツ
散
文
の
至
宝
」
の
ひ
と
つ
に
シ
ユ
テ
ィ
フ
タ

ー
の
『
晩
夏
』
を
挙
げ
て
い
る
の
を
知
り
、
完
全

に
二
ー
チ
エ
に
ゲ
タ
を
あ
ず
け
た
形
で
こ
の
作
品

の
研
究
に
と
り
か
か
っ
光
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
全
体
で
七
百
頁
余
り
も
あ
る
こ
の
シ

ニ
テ
ィ
フ
タ
ー
晩
年
の
大
作
の
研
究
は
、
か
な
り

な
苦
行
で
あ
っ
九
。
こ
の
作
品
は
、
ニ
ー
チ
エ
の

鬢
美
を
一
方
の
極
に
將
ち
は
す
る
の
だ
が
、
そ
の

評
価
が
肯
定
と
木
楚
に
相
噺
顕
若
に
分
れ
る
と
い

う
少
々
特
異
な
作
品
で
あ
っ
九
。
他
方
の
極
に

は
、
例
え
ば
シ
ニ
テ
ィ
フ
タ
ー
と
認
代
の
作
家

で
あ
る
へ
ッ
ベ
ル
と
い
う
人
物
が
お
り
、
こ
の
R

い
退
屈
な
作
品
耆
取
後
壹
託
み
通
し
た
X
に
は

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
干
冠
を
与
え
て
も
よ
い
と
い
う
意

味
の
こ
と
を
一
.
■
つ
て
酷
評
し
六
こ
と
が
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
を
,
加
み
進
め
て
ゆ
く
中

で
、
絶
え
ず
私
は
、

こ
の
へ
ッ
ベ
ル
の
批

評
の
力
が
正
し
い
と

い
う
思
い
が
し
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
夏
休

み
に
入
り
、
苫
労
の

木
に
よ
う
や
く
こ
の

人
作
を
虎
み
上
げ
た

時
、
私
の
巾
に
は
得

も
ル
え
盤
銘
が
広

が
っ
て
い
九
。
こ
の

大
き
な
感
銘
が
力
と

な
っ
て
、
私
は
一
気

に
論
文
を
谷
き
上
げ
九
。
シ
ユ
テ
ィ
フ
タ
ー
と

は
、
こ
の
時
以
来
の
つ
き
合
い
で
あ
る
。

そ
の
後
、
私
は
正
式
に
ド
イ
ツ
・
父
学
の
研
究
を

専
門
の
職
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
收
め
て
こ
の
作

家
の
研
究
に
木
格
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ

九
。
そ
し
て
、
シ
ユ
テ
ィ
フ
ク
ー
の
初
期
の
作
品

か
ら
Ⅲ
究
を
し
,
矧
し
始
め
六
。
つ
ま
り
、
私
は
身

の
程
知
ら
ず
に
二
ー
チ
エ
の
ヨ
莱
に
誘
わ
れ
て
、

い
き
な
り
ラ
イ
フ
ワ
ー
ウ
と
も
僑
、
つ
べ
き
大
竹
か

ら
こ
の
作
家
の
研
究
に
入
う
て
し
ま
っ
六
の
だ

が
、
こ
の
作
家
の
魅
力
に
最
初
か
ら
完
全
倭
り

釖
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
点
で
は
、
,
艮
か
っ
六

と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
作
家
の
研
究

に
深
く
入
り
こ
ん
で
ゆ
く
に
従
っ
て
、
こ
の
作
家

の
作
品
に
は
、
一
つ
の
特
異
性
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
九
。
そ
れ
は
、
私
の
晩
変
』
研
究
の

際
の
綴
に
も
表
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る

が
、
こ
の
特
異
性
が
、
評
価
が
肖
定
と
再
定
に
大

き
く
分
れ
る
原
閃
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

ま
九
逆
に
、
こ
の
作
家
の
魅
力
を
作
り
出
し
て
い

る
も
の
で
も
あ
る
と
.
"
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
特

異
性
と
は
、
こ
の
作
家
は
そ
の
作
品
を
舎
く
の
に

異
〕
饗
力
を
何
け
て
い
る
と
い
う
点
な
の
で
あ

る
。
『
晩
夏
を
初
め
磊
ん
だ
時
以
来
、
私
が
こ

の
作
家
に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な

黒
巾
な
力
を
傾
け
て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
作

家
の
徹
底
し
た
作
県
界
の
魅
力
に
よ
る
も
の
だ

と
思
う
の
で
あ
る
。
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清
ら
か
な
易
を
描
い
た
田
園
村
人
と
か
、
大

き
な
事
柄
に
は
同
を
ふ
さ
ぎ
、
・
身
の
回
り
の
小
さ

な
卑
柄
に
の
み
愛
鱸
L
そ
そ
い
で
そ
う
い
う
も
の

を
細
か
く
描
与
し
た
ビ
ー
ダ
ー
マ
イ
ヤ
ー
期
の
仟

家
と
か
.
倒
わ
れ
る
シ
ユ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
鴛
を
つ

ぷ
さ
に
見
て
み
る
と
、
そ
の
描
写
に
こ
め
ら
れ
九

こ
の
異
常
な
力
に
条
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。
自
分
自
身
及
び
人
閲
一
般
を
、
ま
九
そ
の

時
代
を
肯
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
九
シ
ユ
一
ブ

イ
フ
タ
ー
は
、
決
し
て
そ
の
時
代
の
人
間
や
様
々

の
亊
物
を
あ
り
の
ま
ま
倫
く
こ
と
は
し
な
か
っ

九
。
事
物
の
細
か
な
揣
写
が
長
々
と
続
け
ら
れ

て
、
実
際
の
世
界
の
長
た
ら
し
く
退
屈
な
記
述
が

な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
、

こ
の
異
常
な
力
が
傾
け
ら
れ
て
「
別
の
世
界
が

造
り
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
身
の
回
り
の
嘔

物
を
細
か
く
拙
写
す
る
だ
け
の
ビ
ー
ダ
ー
マ
イ
ヤ

(
十
九
県
前
Υ
の
小
奥
気
質
を
持
っ
九
竹

前
Υ
期
の
ド
イ
ツ
文
陀
絶
え
ず
携
わ
り
、
そ
の

背
景
と
し
て
の
社
公
や
時
代
の
問
題
に
も
触
れ
て

い
る
と
、
.
b
世
紀
の
我
々
の
時
代
に
大
き
な
問

題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
て
い
る
嘔

柄
の
大
部
分
は
、
そ
の
根
を
既
に
こ
の
卜
九
世
紀

施
半
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
忠
い
が
強
く
す
る
。

即
ち
、
こ
の
時
代
は
、
科
学
・
技
術
の
勃
興
に
よ

つ
て
h
越
に
人
問
の
力
が
増
大
し
'
生
化
、
都

Ⅲ
化
の
波
が
広
が
っ
て
ゅ
く
ま
さ
に
新
時
代
の
昭

の
時
代
で
あ
っ
光
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ

て
、
そ
の
根
底
に
あ
る
本
質
的
な
も
の
を
鋭
く
兄

つ
め
、
こ
の
流
れ
の
h
太
を
兄
透
そ
う
と
す
る
人

々
が
い
九
。
こ
の
よ
う
な
人
々
は
、
古
い
世
界
に

廚
己
の
抜
き
が
六
い
根
を
持
つ
が
ゆ
え
に
新
時
代

の
流
れ
を
無
条
件
に
鑁
美
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

危
倶
の
念
を
將
っ
て
新
し
い
流
れ
を
見
守
る
の
で

あ
る
0
 
そ
し
て
、
シ
ユ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
『
晩
変
』

は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
肯
定
と
价
定
の
は
ざ

ま
」
で
し
か
雄
き
ら
れ
な
い
作
家
が
、
そ
の
よ
う

な
自
己
の
思
い
を
託
し
て
別
の
世
界
を
造
り

上
げ
た
み
ご
と
な
作
品
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

W
の
我
々
の
粍
は
、
晩
.
嬰
の
史
「
私

」
家
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
名
称
)
の
作
攻
に
分
類
さ

れ
る
シ
ユ
テ
ィ
フ
タ
ー
は
、
詮
そ
の
背
後
に
、

そ
の
時
代
を
批
判
的
に
兄
る
大
き
な
哲
学
を
隠
し

持
っ
て
い
九
と
い
う
こ
と
が
高
え
る
の
で
あ
る
。

シ
ニ
テ
ィ
ワ
タ
ー
の
研
究
に
よ
っ
て
十
九
世
紀

た
ち
は
<
,
や
っ
と
新
し
い
時
代
の
端
初
に
゛
.
つ
て

い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
し
と
.
断
オ
れ
て
い
る
シ
ニ

テ
ィ
フ
タ
ー
の
時
代
か
ら
兒
れ
ば
ど
れ
六
け
途
く

隔
っ
た
複
雑
な
川
外
に
な
う
た
こ
と
か
わ
か
ら
な

し
か
し
、
こ
の
「
肖
定
と
厶
Π
定
の
は
ざ
ま

)
0

しで
し
か
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
作
家
の
こ
の
作
品

か
、
我
々
と
ま
っ
た
く
無
縁
の
も
の
と
も
思
わ
れ

な
い
。
私
は
も
う
一
度
こ
の
端
初
の
時
代
に
.
於

り
、
新
し
い
時
代
の
行
太
を
門
黛
え
よ
う
と
し
六

占
い
作
家
の
.
、
川
化
昇
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
複
知
な
埒
代
を
兄
定
め
、
灰
告
す
る
力
を
得

九
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。(

女
f
六
学
助
敬
授
)
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