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レ
オ
ン
・
ド
・
ロ
ニ
ー
（
一
八
三
七
︱
一
九
一
四
）
は
︑
日
本
人
は
お
ろ
か
︑

一
般
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
さ
え
馴
染
み
の
な
い
人
物
で
あ
る
が
︑
実
は
フ
ラ
ン

ス
の
日
本
学
の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
ロ
ニ
ー
は
僅
か
十
五
歳
の

時
よ
り
︑
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
・
ジ
ュ
リ
ア
ン

に
師
事
し
て
中
国
学
の
研
究
を
始
め
た
が
︑
当
初
よ
り
ジ
ュ
リ
ア
ン
に
未
開

拓
だ
っ
た
日
本
語
を
学
ぶ
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
︒
教
科
書
も
師
匠
も
な
く
︑

ロ
ニ
ー
は
独
学
で
日
本
語
を
学
び
は
じ
め
た
︒
日
本
に
行
く
機
会
も
な
く
︑

資
料
も
限
ら
れ
て
い
た
時
代
で
ロ
ニ
ー
の
日
本
語
学
習
に
は
限
界
が
あ
っ
た

が
︑
そ
れ
で
も
一
八
六
二
年
の
文
久
遣
欧
使
節
団
の
日
本
人
と
も
︑
維
新
後

の
使
節
団
の
人
物
と
も
交
流
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
の
功
績
が
買
わ
れ

た
の
か
︑
一
八
六
八
年
に
東
洋
言
語
特
別
学
校
（
現
在
の
東
洋
言
語
文
化
大
学
︑

通
称IN

ALC
O

の
前
身
）
の
日
本
語
教
授
に
任
命
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
ロ
ニ
ー

は
若
い
頃
よ
り
中
国
や
日
本
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
広
く
﹁
外
国
の
文
化
と
言

語
﹂
に
興
味
を
も
ち
︑
南
米
の
マ
ヤ
語
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
研
究
も
行
っ

た
︒
さ
ら
に
︑
現
在
で
い
う
﹁
研
究
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
﹂
に
も
尽
力
し

て
お
り
︑﹁
民
族
誌
学
会
﹂
を
発
足
さ
せ
︑
そ
の
部
会
と
し
て
﹁
ア
メ
リ

カ
・
東
洋
学
会
﹂
を
設
立
し
︑
そ
れ
を
媒
介
に
一
八
七
三
年
世
界
初
の
国
際

東
洋
学
会
議
を
開
催
し
た
と
い
う
画
期
的
な
活
動
も
あ
っ
た
︒

　
ロ
ニ
ー
の
研
究
︑
特
に
リ
ー
ル
市
の
ロ
ニ
ー
文
庫
の
研
究
は
︑
一
九
八
〇
︱

九
〇
年
代
の
書
誌
学
的
な
研
究
以
降
︑
二
〇
一
〇
年
あ
た
り
ま
で
は
し
ば
ら

く
停
滞
気
味
で
は
あ
っ
た
が
︑
二
〇
一
三
年
に
ロ
ニ
ー
の
子
孫
の
発
案
に

よ
っ
て
リ
ー
ル
市
蔵
の
ロ
ニ
ー
関
係
資
料
を
め
ぐ
る
研
究
は
再
開
し
た
︒

　
そ
こ
で
リ
ー
ル
大
学
教
授
の
ベ
ル
ラ
ン
ゲ
河
野
紀
子
は
こ
の
ロ
ニ
ー
の
生

涯
と
そ
の
作
品
の
考
察
︑
ま
た
は
リ
ー
ル
市
に
寄
贈
さ
れ
た
ロ
ニ
ー
文
庫
の

書 
評ベ

ル
ラ
ン
ゲ
河
野
紀
子
編

﹃ 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
日
本
学
の
源
流 

︱
︱
リ
ー
ル
市
レ
オ
ン
・
ド
・
ロ
ニ
ー
文
庫
を
巡
っ
て
﹄
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分
析
を
通
し
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
日
本
研
究
は
ど
の
よ
う
な
思
想
を
背
景
に

し
て
創
造
さ
れ
た
か
︑
ま
た
当
時
ど
の
よ
う
に
し
て
東
西
の
知
識
が
交
差
し

て
い
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
︑
新
た
な
視
点
を
提
供
し
よ
う
と
し
て
本

書
を
編
集
す
る
に
至
っ
た
︒

　
本
書
は
ベ
ル
ラ
ン
ゲ
河
野
に
よ
る
序
章
で
始
ま
り
︑
同
じ
著
者
の
跋
文
で

締
め
括
ら
れ
て
い
る
︒
十
二
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
︑
各
章
に
は
一
人
の
執

筆
者
が
当
て
ら
れ
た
︒
分
担
者
は
リ
ー
ル
市
の
日
本
研
究
者
の
み
な
ら
ず
︑

フ
ラ
ン
ス
や
ベ
ル
ギ
ー
の
日
本
史
の
専
門
家
︑
あ
る
い
は
言
語
学
の
研
究
者

で
あ
り
︑
ロ
ニ
ー
の
子
孫
ま
で
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
各
章
の
概
要
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
︒

　
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ベ
ル
ヴ
ェ
ー
ル
は
﹁
日
本
学
分
野
に
お
け
る
レ
オ
ン
・

ド
・
ロ
ニ
ー
の
協
力
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
像
﹂
に
お
い
て
︑
ロ
ニ
ー
が
交

流
を
持
っ
て
い
た
日
本
人
︑
日
本
在
住
の
フ
ラ
ン
ス
人
や
広
く
﹁
東
洋
学
﹂

に
関
係
し
て
い
た
人
物
な
ど
を
徹
底
的
に
調
査
し
︑
明
治
時
代
の
思
想
に
多

大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
福
沢
諭
吉
や
︑
仏
教
思
想
を
改
新
し
︑﹁
宗
教
﹂

概
念
の
定
義
に
関
わ
っ
た
島
地
黙
雷
の
ほ
か
︑
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
日
本
語

講
師
を
務
め
て
い
た
今
村
和
郎
な
ど
︑
ロ
ニ
ー
の
様
々
な
活
動
に
大
き
く
貢

献
し
た
人
物
た
ち
を
紹
介
す
る
︒
そ
の
人
物
の
多
く
は
ロ
ニ
ー
が
立
ち
上
げ

た
学
会
に
参
加
し
︑
発
表
も
し
て
い
る
︒
世
紀
末
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
︑

日
本
人
は
少
な
く
な
る
が
︑
こ
れ
ら
の
学
会
が
フ
ラ
ン
ス
︑
延
い
て
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
日
本
研
究
の
基
盤
を
築
き
上
げ
た
こ
と
は
︑
そ
の
錚
々
た
る
面
々

か
ら
容
易
に
理
解
で
き
る
︒

　
ベ
ル
ラ
ン
ゲ
河
野
紀
子
は
﹁
レ
オ
ン
・
ド
・
ロ
ニ
ー
文
庫
と
十
九
世
紀
に

お
け
る
知
の
交
流
﹂
に
お
い
て
二
一
〇
点
の
和
書
と
五
一
〇
の
漢
籍
か
ら
な

る
ロ
ニ
ー
文
庫
の
中
よ
り
︑﹃
約
翰
福
音
之
傳
﹄︑﹃
海
国
図
志
／
亜
米
利
加

総
記
﹄︑﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
三
点
を
取
り
上
げ
︑
ど
の
よ
う
に
ロ
ニ
ー
が
そ
れ

ぞ
れ
の
書
籍
を
入
手
し
︑
ま
た
そ
れ
ら
は
ロ
ニ
ー
の
学
問
と
ど
の
よ
う
に
関

わ
り
合
っ
て
い
た
か
を
検
討
し
た
︒
三
書
は
そ
の
入
手
の
経
緯
︑
形
状
︑
そ

し
て
話
題
も
全
く
異
な
る
が
︑
ど
れ
も
中
国
語
訳
を
経
由
し
た
外
書
の
日
本

語
訳
で
あ
る
と
い
う
重
要
な
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
本
が
当
時

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
流
布
し
た
の
は
日
本
か
ら
の
使
節
団
の
派
遣
と
関
係
し
て

お
り
︑
こ
の
状
況
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東
洋
学
の
進
展
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒

　
西
澤
直
子
は
﹁
レ
オ
ン
・
ド
・
ロ
ニ
ー
と
福
沢
諭
吉
﹂
で
使
節
団
の
武
士

の
一
人
︑
福
沢
諭
吉
に
論
点
を
絞
り
︑
ロ
ニ
ー
と
の
交
流
を
検
討
す
る
︒
慶

應
義
塾
大
学
が
所
蔵
す
る
﹃
ロ
ニ
ー
ア
ル
バ
ム
﹄
と
い
う
資
料
を
手
が
か
り

に
︑
福
沢
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
体
験
が
︑
そ
の
思
想
の
形
成
に
ど
の
よ
う
に

反
映
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
︒
一
八
六
二
年
四
月
の
出
会

い
よ
り
︑
福
沢
と
ロ
ニ
ー
は
何
度
も
会
う
こ
と
に
な
り
︑
同
年
の
福
沢
の
帰

国
の
途
中
ま
で
文
通
を
続
け
た
︒
現
在
か
ら
み
れ
ば
短
い
滞
在
で
あ
っ
た
が
︑

福
沢
は
ロ
ニ
ー
の
学
会
や
雑
誌
に
高
い
関
心
を
示
し
て
お
り
︑
帰
国
後
の
活
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動
に
そ
の
経
験
を
生
か
し
︑﹃
西
欧
事
情
﹄
を
執
筆
し
た
︒﹁
欧
露
巴
の
一
奇

人
﹂︑
ロ
ニ
ー
の
存
在
は
福
沢
に
新
し
い
思
想
の
可
能
性
を
示
し
た
の
か
も

し
れ
な
い
︒

　
ギ
ヨ
ー
ム
・
カ
レ
は
﹁
在
パ
リ
「
大
君
の
隠
密
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

所
蔵
ロ
ニ
ー
書
簡
に
つ
い
て
﹂
で
︑
一
八
六
九
年
以
降
に
収
集
さ
れ
た
日
本

に
あ
る
ロ
ニ
ー
の
関
係
資
料
の
う
ち
︑
三
点
の
手
紙
に
注
目
す
る
︒
こ
の
書

簡
は
一
八
六
六
年
と
一
八
六
七
年
に
ロ
ニ
ー
か
ら
江
戸
幕
府
の
﹁
外
務
大

臣
﹂
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
︑
そ
の
中
身
に
は
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
事
情
の

概
要
や
政
府
へ
の
助
言
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
江
戸
幕
府
が
ど
こ
ま
で
こ
の
ロ

ニ
ー
の
助
言
を
重
視
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
幕
府
に
と
っ
て
こ
の
よ

う
な
非
公
式
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
存
在
は
有
意
義
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

り
︑
ま
た
ロ
ニ
ー
本
人
に
と
っ
て
日
本
政
府
と
の
架
け
橋
と
な
る
こ
と
は
︑

﹁
日
本
の
専
門
家
﹂
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
で
の
自
分
の
地
位
を
確
保
す
る
一
手

段
で
も
あ
っ
た
︒
カ
レ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
ロ
ニ
ー
の
書
簡
に
は
薩
摩
の

よ
う
な
藩
が
独
断
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
代
表
者
を
派
遣
す
る
な
ど
︑
維
新
の
前

触
れ
と
と
れ
る
動
き
へ
の
不
審
視
が
顕
著
で
︑
維
新
前
よ
り
日
本
に
関
心
を

持
っ
た
学
者
の
戸
惑
い
と
不
安
を
物
語
っ
て
い
る
︒

　
ウ
ィ
リ
ー
・
F
・
ヴ
ァ
ン
ド
ゥ
ワ
ラ
は
﹁
フ
ラ
ン
ス
日
本
学
と
レ
オ
ン
・

ド
・
ロ
ニ
ー
︱
︱
日
本
語
学
専
門
家
と
し
て
の
貢
献
﹂
で
ロ
ニ
ー
が
ど
の
よ

う
に
日
本
語
を
学
習
し
た
か
︑
ま
た
彼
の
学
問
は
初
期
の
日
本
語
学
習
に
い

か
な
る
貢
献
が
あ
っ
た
か
を
検
証
し
た
︒
ロ
ニ
ー
が
教
科
書
と
し
て
使
っ
て

い
た
の
は
シ
ー
ボ
ル
ト
に
よ
っ
て
伝
わ
っ
た
﹃
和
漢
音
釈
書
言
字
考
合
類
大

節
用
集
﹄（﹃
書
言
字
考
﹄）
と
い
う
江
戸
中
期
の
辞
書
で
あ
り
︑
十
七
世
紀
の

宣
教
師
が
作
っ
た
初
期
の
日
本
語
文
法
教
科
書
の
縛
り
か
ら
の
が
れ
る
の
に

重
要
な
資
料
で
あ
っ
た
︒
ロ
ニ
ー
は
一
八
五
八
年
に
す
で
に
そ
の
内
容
を
学

習
者
向
け
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
紹
介
・
解
説
し
て
お
り
︑
そ
こ
で
彼
の
中
国
語
︑

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
知
識
が
生
か
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
日
本
語

の
知
識
を
応
用
し
た
ロ
ニ
ー
の
著
作
で
当
時
最
も
注
目
さ
れ
た
の
は
﹃
詩
歌

撰
葉
﹄
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
に
は
﹃
万
葉
集
﹄︑﹃
百
人
一
首
﹄
か
ら
の
中
古

の
名
歌
と
と
も
に
︑
十
八
世
紀
初
頭
の
百
科
全
書
︑﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
か

ら
採
っ
た
漢
詩
や
︑
福
沢
諭
吉
や
松
木
弘
安
（
後
の
寺
島
宗
則
）
な
ど
の
日

本
人
の
短
歌
︑
さ
ら
に
吉
原
な
ど
の
遊
郭
の
流
行
歌
ま
で
も
含
ま
れ
て
お
り
︑

十
九
世
紀
後
半
の
日
本
の
風
俗
を
反
映
し
て
い
る
面
も
あ
る
︒
ロ
ニ
ー
自
身

の
短
歌
も
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
作
品
か
ら
本
人
の
多
様
な
関
心
と
と
も

に
︑
そ
の
学
問
の
限
界
も
し
ば
し
ば
窺
え
る
が
︑
初
期
の
日
本
語
学
習
の
基

盤
と
な
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
︒

　
岩
下
曜
子
は
﹁
レ
オ
ン
・
ド
・
ロ
ニ
ー
﹃
養
蚕
新
説
（
1
8
6
8
）﹄
に
つ

い
て
の
一
考
察
﹂
に
お
い
て
︑
ロ
ニ
ー
の
別
の
著
作
に
焦
点
を
当
て
る
︒﹃
養

蚕
新
説
﹄
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
農
務
省
の
依
頼
を
受
け
て
ロ
ニ
ー
が
フ
ラ

ン
ス
語
に
﹁
翻
訳
﹂
し
た
が
︑
原
本
の
正
体
は
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
お
ら
ず
︑

謎
も
多
い
︒
岩
下
は
本
書
の
成
立
に
お
い
て
先
駆
す
る
ホ
フ
マ
ン
に
よ
る

﹃
養
蚕
秘
録
﹄
の
仏
訳
の
役
割
を
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
女
性
し
か
描
か
れ
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て
い
な
い
ロ
ニ
ー
の
本
の
挿
絵
と
︑
同
じ
場
面
を
描
い
た
他
の
養
蚕
書
と
の

違
い
も
取
り
上
げ
ら
れ
︑﹁
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
﹂
が
芽
生
え
る
最
中
︑
当
時
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
﹁
日
本
像
﹂
の
形
成
と
の
関
係
も
吟
味
さ
れ
て
い
る
︒

　
と
こ
ろ
が
︑
ブ
リ
ジ
ッ
ト
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
の
﹁
レ
オ
ン
・
ド
・
ロ
ニ
ー

が
演
劇
を
手
掛
け
る
時
︒
1
8
7
1
﹃
青
竜
寺
﹄﹂
で
は
︑
ロ
ニ
ー
が
﹁
ジ
ャ

ポ
ニ
ズ
ム
﹂
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
鮮
明
に
現
れ
る
︒
こ
の

﹃
青
竜
寺
﹄
と
い
う
の
は
一
八
七
一
年
に
上
演
さ
れ
た
ロ
ニ
ー
作
の
軽
い
喜

劇
で
︑﹁
ア
テ
ネ
・
オ
リ
エ
ン
タ
ル
会
﹂
の
会
員
を
中
心
に
制
作
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
︒﹁
ア
テ
ネ
・
オ
リ
エ
ン
タ
ル
会
﹂
は
ロ
ニ
ー
が
発
足
さ
せ
た

﹁
民
族
誌
学
会
﹂
の
支
局
的
な
集
ま
り
で
あ
っ
た
が
︑
一
八
六
四
年
に
独
立

し
︑﹁
東
洋
︑
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
︑
ア
フ
リ
カ
︑
オ
セ
ア
ニ
ア
の
諸
民
族
に

つ
い
て
の
知
識
﹂
を
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
関
係
を
問
わ
ず
﹂
深
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
た
︒
ロ
ニ
ー
は
既
存
の
台
本
を
仏
訳
し
た
わ
け
で
も
な
く
︑

見
た
こ
と
の
な
い
能
や
歌
舞
伎
に
影
響
を
受
け
た
わ
け
で
も
な
い
︒
そ
の
劇

は
あ
く
ま
で
会
員
の
知
識
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
お
り
︑
い
わ

ば
仲
間
受
け
を
狙
っ
た
同
人
誌
的
な
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
中
に
ロ

ニ
ー
は
日
本
語
の
歌
︑
あ
る
い
は
中
国
語
の
歌
を
導
入
し
︑
彼
に
よ
る
歌
集

に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
和
歌
な
ど
も
使
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
作
風
は
同
時

代
の
フ
ラ
ン
ス
喜
劇
に
準
じ
て
い
る
が
︑﹁
学
問
﹂
の
賛
美
と
︑
資
本
主
義

へ
の
批
判
︑
そ
し
て
学
問
を
伴
わ
な
い
︑
趣
味
的
な
﹁
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
﹂
に

対
す
る
非
難
も
顕
著
で
あ
る
︒
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
こ
の

よ
う
な
マ
イ
ナ
ー
な
作
品
で
も
︑
ロ
ニ
ー
は
人
間
文
化
の
普
遍
性
を
前
提
と

し
た
姿
勢
を
貫
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
そ
の
姿
勢
は
や
が
て
ロ
ニ
ー
を
日
本
学
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
に
も
繋
が
っ

た
と
思
わ
れ
る
︒﹁
レ
オ
ン
・
ド
・
ロ
ニ
ー
に
お
け
る
仏
教
の
受
容
︱
︱
解

説
者
か
ら
実
践
者
へ 

一
個
人
の
軌
跡
﹂
で
ク
リ
ス
・
ベ
ル
ア
ド
は
ロ
ニ
ー

と
仏
教
の
関
係
を
軸
に
︑
ロ
ニ
ー
の
活
動
の
別
の
側
面
に
迫
る
︒
ロ
ニ
ー
の

仏
教
観
︑
そ
し
て
神
道
観
の
精
密
度
は
初
期
よ
り
一
八
九
〇
年
代
ま
で
は
明

ら
か
に
増
す
が
︑
島
地
黙
雷
と
の
交
流
で
得
た
﹁
哲
学
と
し
て
の
仏
教
﹂

（
近
代
仏
教
）
と
﹁
民
間
仏
教
﹂
と
い
う
区
別
が
徹
底
し
て
い
る
︒
晩
年
の

ロ
ニ
ー
は
日
本
仏
教
よ
り
も
そ
の
﹁
哲
学
と
し
て
の
仏
教
﹂
に
関
心
を
持
ち
︑

﹁
東
洋
の
宗
教
﹂
に
つ
い
て
講
義
を
始
め
た
後
︑
つ
い
に
仏
教
の
﹁
経
行
﹂

（
歩
く
瞑
想
）
に
因
ん
だ
﹁
哲
学
散
歩
﹂
を
推
進
し
た
︒
さ
ら
に
一
八
九
一

年
に
実
証
主
義
と
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
融
合
さ
せ
た
﹁
折
衷
仏
教
学
派
﹂

を
創
立
さ
せ
︑
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
仏
教
の
導
入
に
努
め
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
ロ
ニ
ー
は
日
本
の
文
化
の
み
な
ら
ず
︑
広
く
﹁
東
洋
﹂
の
文

化
︑
あ
る
い
は
さ
ら
に
視
野
を
広
げ
て
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
﹁
異
文
化
﹂

を
認
識
さ
せ
る
た
め
に
努
力
を
続
け
た
︒
言
語
学
者
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ロ
ッ

ト
シ
ュ
テ
ン
は
﹁
レ
オ
ン
・
ド
・
ロ
ニ
ー
︑「
日
本
の
心
」
の
伝
播
者
︱
︱

知
の
受
容
の
大
い
な
る
賭
け
﹂
で
ロ
ニ
ー
の
活
動
を
様
々
な
観
点
か
ら
再
考

し
て
︑
彼
の
﹁
東
洋
文
化
﹂
の
紹
介
の
思
想
的
背
景
を
描
い
て
み
せ
た
︒

　
最
後
に
︑
ロ
ニ
ー
の
子
孫
で
も
あ
る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
フ
ァ
ー
ブ
ル=
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ミ
ュ
レ
ー
ル
は
﹁
レ
オ
ン
・
ド
・
ロ
ニ
ー
︑
そ
の
幅
広
い
人
脈
︱
︱
東
洋
か

ら
ア
メ
リ
カ
へ
﹂
で
︑
祖
先
の
活
動
を
総
括
し
︑
そ
の
再
評
価
の
基
盤
と
な

る
功
績
を
ま
と
め
た
︒
そ
れ
に
よ
り
日
本
学
の
創
始
者
と
い
う
側
面
よ
り
も
︑

十
九
世
紀
の
世
界
の
東
西
に
研
究
仲
間
の
網
を
作
り
︑
情
報
交
換
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
整
備
し
よ
う
と
し
た
先
駆
者
の
輪
郭
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
︒

　
以
上
︑
煩
雑
な
が
ら
本
書
の
内
容
の
要
点
を
ま
と
め
て
み
た
が
︑
多
才
な

学
者
︑
ロ
ニ
ー
の
性
格
に
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
︑
実
に
多
彩
な
論
考
で
あ

る
︒
ど
の
章
も
丁
寧
な
資
料
の
紹
介
と
分
析
に
基
づ
い
て
お
り
︑
本
書
に

よ
っ
て
ロ
ニ
ー
の
功
績
は
も
ち
ろ
ん
︑
当
時
の
日
本
学
の
推
進
を
可
能
と
し

た
世
界
状
況
︑
思
想
的
背
景
の
理
解
も
有
意
義
に
深
め
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
︒

一
次
資
料
の
写
真
も
豊
富
で
︑
ロ
ニ
ー
の
蔵
書
や
書
簡
な
ど
の
実
感
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
︒
誤
字
は
通
常
の
範
囲
を
出
て
お
ら
ず
︑
読
書
を
妨
げ
る
こ

と
は
な
い
︒
た
だ
︑
本
書
は
ロ
ニ
ー
文
庫
と
ロ
ニ
ー
関
係
の
資
料
を
ほ
ん
の

一
部
し
か
紹
介
し
て
お
ら
ず
︑
例
え
ば
ベ
ル
ア
ド
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
ロ

ニ
ー
の
仏
教
関
係
の
資
料
に
は
ま
だ
十
分
研
究
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
︒
本

書
に
倣
い
︑
こ
れ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東
洋
学
者
の
蔵
書
を
使
っ
た
研
究
が

引
き
続
き
進
め
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
願
う
次
第
で
あ
る（

1
）

︒

注（
1
）  

実
際
︑
ロ
ニ
ー
文
庫
の
漢
籍
に
関
し
て
︑
町
泉
寿
郎
を
筆
頭
に
二
松
学
舎
大
学
の

研
究
者
た
ち
が
数
年
前
か
ら
調
査
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
︒
そ
の
漢
籍
の
蔵
書
の

分
析
か
ら
ま
た
ロ
ニ
ー
本
人
だ
け
で
は
な
く
︑
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
﹁
東
洋
学
﹂

の
有
り
様
が
一
層
鮮
明
に
現
れ
て
く
る
と
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒




