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一
　
世
界
史
上
の
著
作
（
名
著
）
の
活
用

教
員
駆
け
出
し
の
頃
、
授
業
作
り
に
苦
戦
し
様
々
な
先
行
研
究
・
実
践

に
あ
た
る
な
か
で
『
文
学
作
品
を
利
用
し
た
世
界
史
学
習
』
と
い
う
本
に

出
会
っ
た
。
昭
和
二
六
年
版
の
学
習
指
導
要
領
以
来
、
読
書
活
動
が
重
視

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
背
景
に
、
有
名
な
文
学
作
品
を
世
界
史
の
授
業
で
活

用
す
る
実
践
例
を
多
数
紹
介
し
て
お
り
、
自
分
の
授
業
に
も
取
り
入
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
た
。
た
だ
、
ほ
と
ん
ど
の
作
品
は
そ
れ
な
り

の
分
量
が
あ
る
の
で
、
一
コ
マ
五
〇
分
の
授
業
で
利
用
す
る
と
い
っ
て
も
、

一
つ
の
作
品
全
体
を
授
業
で
読
み
通
し
て
活
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ

た
。『
文
学
作
品
を
利
用
し
た
世
界
史
学
習
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
実
践

例
も
、
大
半
が
取
り
扱
う
作
品
を
事
前
に
読
ん
で
お
く
よ
う
に
指
示
す
る

も
の
で
あ
り
、
例
外
的
に
授
業
時
間
内
に
作
品
を
読
み
込
ん
で
活
用
す
る

（
1
）

形
式
を
と
っ
て
い
た
の
は
、
詩
を
利
用
す
る
場
合
で
あ
っ
た
。

し
か
し
筆
者
と
し
て
は
、
せ
っ
か
く
活
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
授
業
時
間

中
に
作
品
の
全
部
を
読
み
通
す
か
た
ち
で
取
り
入
れ
た
い
と
い
う
思
い
が

強
く
、
別
の
方
法
が
な
い
か
模
索
し
た
。
結
局
前
任
校
で
は
、
目
新
し
い

こ
と
で
は
な
い
が
、
長
期
休
業
中
の
課
題
と
し
て
生
徒
各
自
が
任
意
に
選

ん
だ
世
界
史
上
の
「
古
典
」
を
読
み
、
あ
ら
す
じ
と
感
想
と
を
書
く
と
と

も
に
、
読
書
感
想
文
に
終
わ
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
「
古

典
」
が
書
か
れ
た
時
代
背
景
を
調
べ
て
報
告
し
、
読
ん
だ
作
品
を
世
界
史

的
に
意
味
づ
け
る
作
業
を
さ
せ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
任
意
と
い
っ
て
も
完

全
に
自
由
に
選
ば
せ
る
と
作
品
の
範
囲
が
広
が
り
す
ぎ
る
の
で
、
教
科
書

や
副
教
材
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
著
作
物
、
あ
る
い
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
人

物
に
よ
る
著
作
物
と
い
う
限
定
を
つ
け
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
生
徒
が

と
り
あ
げ
た
「
古
典
」
は
、
文
学
作
品
だ
け
で
は
な
く
哲
学
書
・
歴
史
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書
・
思
想
書
か
ら
自
然
科
学
系
の
著
作
に
い
た
る
ま
で
広
範
囲
に
及
ん
だ
。

課
題
は
筆
者
自
作
の
原
稿
用
紙
（
一
五
〇
〇
字
程
度
）
一
枚
に
ま
と
め
さ

せ
、
そ
れ
ら
を
印
刷
し
ク
ラ
ス
ご
と
に
冊
子
に
し
て
配
布
し
、
全
員
で
一

人
一
人
の
制
作
物
の
内
容
を
共
有
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
特
定
の
「
古

典
」
一
冊
を
指
定
し
て
、
全
員
が
同
じ
作
品
を
読
み
通
す
課
題
に
す
れ
ば
、

課
題
提
出
後
に
冊
子
を
作
成
し
、
そ
れ
を
も
と
に
授
業
を
お
こ
な
う
こ
と

も
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
読
む
作
業
を
さ
せ
る
か
ら
に
は
、

生
徒
が
一
定
程
度
主
体
的
に
選
択
し
た
「
古
典
」
を
読
ま
せ
た
い
と
考
え

た
の
で
、
結
果
的
に
一
ク
ラ
ス
四
〇
人
が
四
〇
様
（
実
際
に
は
同
じ
「
古

典
」
を
複
数
の
生
徒
が
選
択
す
る
場
合
が
あ
り
、
四
〇
様
に
な
る
こ
と
は

な
か
っ
た
）
の
取
り
組
み
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
授
業
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
を
す
る
た
め
の
工
夫
が
で
き
な
い
ま
ま
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

二
　
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ=

ド
ー
デ
ー
の
『
最
後
の
授
業
』

こ
う
し
た
不
完
全
燃
焼
的
な
取
り
組
み
を
改
善
し
、
一
コ
マ
の
授
業
で

完
結
さ
せ
る
か
た
ち
で
文
学
作
品
を
活
用
す
る
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
分
量
の
少
な
い
も
の
を
扱
う
し
か
な
い
わ
け
で
、
適
切
な
短
編
の
作
品

を
み
つ
け
出
し
て
活
用
し
て
み
よ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
か
な

か
思
う
よ
う
な
作
品
を
み
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
と
き
、
ち

ょ
っ
と
し
た
き
っ
か
け
か
ら
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ

=

ド
ー
デ
ー
の
『
最
後
の
授

業
』
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
思
い
当
た
っ
た
。

『
最
後
の
授
業
』
は
一
八
七
二
年
五
月
一
三
日
に
、
ド
ー
デ
ー
が
パ
リ

の
新
聞
『
レ
ヴ
ェ
ヌ
マ
ン
』
に
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
ド
ー
デ

ー
は
七
一
年
七
月
か
ら
七
三
年
三
月
ま
で
の
間
、
ほ
ぼ
毎
週
月
曜
日
に
新

聞
紙
上
に
小
話
を
連
載
し
て
い
た
が
、『
最
後
の
授
業
』
を
含
め
て
新
聞

紙
上
に
連
載
さ
れ
た
作
品
群
を
ま
と
め
、
七
三
年
中
に
一
冊
の
単
行
本
と

し
た
の
が
『
月
曜
物
語
』
で
あ
る
。
よ
く
ご
存
じ
の
こ
と
と
は
思
う
が
、

以
下
に
『
最
後
の
授
業
』
の
あ
ら
す
じ
を
記
し
て
お
く
。

プ
ロ
イ
セ
ン
＝
フ
ラ
ン
ス
（
普
仏
）
戦
争
の
結
果
、
ア
ル
ザ
ス
は
フ
ラ

ン
ス
か
ら
ド
イ
ツ
に
割
譲
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
ア
ル
ザ
ス

の
小
学
校
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
授
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン

ス
語
の
教
師
で
あ
っ
た
ア
メ
ル
先
生
は
正
装
に
身
を
包
み
、
教
室
で
子
供

た
ち
や
集
ま
っ
た
村
人
た
ち
に
、
ド
イ
ツ
語
し
か
教
え
て
は
い
け
な
い
と

い
う
命
令
が
ベ
ル
リ
ン
か
ら
来
た
こ
と
、
今
日
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
最
後
の

「
お
け
い
こ
」
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
授
業
を
始
め
た
。
先
生
は
職
を
失

い
、
明
日
は
ア
ル
ザ
ス
を
永
遠
に
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
生
は
フ

ラ
ン
ス
語
に
つ
い
て
次
か
ら
次
へ
と
話
を
し
、「
あ
る
民
族
が
ど
れ
い
と

な
っ
て
も
、
そ
の
国
語
を
保
っ
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
そ
の
ろ
う
獄
の
か
ぎ

を
握
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
私
た
ち
の
あ
い
だ
で
フ
ラ
ン
ス
語

を
よ
く
守
っ
て
、
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
話
し
た
」。
時
計

が
一
二
時
を
打
つ
と
、
先
生
は
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
が
あ
ふ
れ
た
た
め
で
あ

ろ
う
、
言
葉
を
終
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
黒
板
に
大
き
な
字
で
「
フ
ラ
ン
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ス
ば
ん
ざ
い
！
」
と
書
い
て
、
子
供
た
ち
に
帰
る
よ
う
に
手
で
合
図
を
し

た
。

三
　
日
本
に
お
け
る
『
最
後
の
授
業
』

周
知
の
通
り
、
こ
の
短
編
小
説
は
日
本
の
国
語
教
育
の
教
材
と
し
て
、

国
内
で
長
く
読
み
継
が
れ
て
き
た
。
日
本
で
英
訳
か
ら
の
重
訳
と
い
う
形

で
最
初
の
翻
訳
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
で
あ
り
、

二
七
（
昭
和
二
）
年
に
は
、
中
学
校
の
国
語
の
教
科
書
に
初
め
て
掲
載
さ

れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
五
二
年
度
に
新
制
中
学
校
用
の
国
語
教
科

書
に
登
場
し
、
五
六
年
度
に
は
小
学
六
年
生
の
国
語
教
科
書
に
採
用
さ
れ

た
。
こ
れ
を
皮
切
り
に
八
五
年
度
ま
で
、
小
学
校
で
は
教
科
書
で
採
用
さ

れ
、
七
七
年
度
か
ら
七
九
年
度
ま
で
の
六
年
生
だ
っ
た
子
供
に
限
れ
ば
、

九
割
近
く
が
『
最
後
の
授
業
』
を
国
語
の
教
科
書
で
学
ぶ
と
い
う
「
国
民

教
材
」
と
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
教
材
化
さ
れ
た
『
最
後
の

授
業
』
は
、
ア
メ
ル
先
生
の
「
フ
ラ
ン
ス
語
を
よ
く
守
っ
て
、
決
し
て
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
言
や
黒
板
に
「
フ
ラ
ン
ス
ば
ん
ざ
い
！
」
と
書

い
た
所
作
の
部
分
な
ど
を
感
動
的
に
扱
い
な
が
ら
、
祖
国
愛
あ
る
い
は
母

国
語
愛
と
い
っ
た
観
点
か
ら
指
導
が
な
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
、
小
学
校

現
場
か
ら
は
多
く
の
実
践
例
が
発
表
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
『
最
後
の
授
業
』
の
小
学
校
国
語
教
材
と
し
て
の
扱
い
方

に
対
し
、
ア
ル
ザ
ス
の
言
語
事
情
の
実
態
を
考
え
る
な
ら
ば
、
従
来
の
よ

う
な
教
材
と
し
て
の
扱
い
方
は
適
切
で
は
な
い
と
す
る
批
判
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
田
中
克
彦
が
八
一
年
発
行
の
『
こ
と
ば
と
国
家
』
な
ど
で

日
本
に
お
け
る
そ
れ
ま
で
の
『
最
後
の
授
業
』
の
扱
い
方
を
明
確
に
批
判

し
て
か
ら
は
、『
最
後
の
授
業
』
が
も
つ
言
語
的
矛
盾
が
明
ら
か
と
な
り
、

八
六
年
度
以
降
小
学
校
国
語
の
教
科
書
に
は
一
切
採
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

四
　
高
校
世
界
史
で
取
り
扱
う
『
最
後
の
授
業
』

『
最
後
の
授
業
』
は
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
曰
く
付
き
」
の
文
学
作
品

で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
の
舞
台
が
普
仏
戦
争
後
の
ア
ル
ザ
ス
で
あ
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
世
界
史
の
授
業
に
取
り
入
れ
て
活
用
す
る
こ
と

が
で
き
そ
う
だ
と
考
え
た
。
小
学
校
の
教
科
書
の
教
材
と
し
て
は
消
え
て

し
ま
っ
た
も
の
の
、『
最
後
の
授
業
』
は
岩
波
文
庫
の
『
月
曜
物
語
』
の

冒
頭
を
飾
る
短
編
で
あ
り
、
比
較
的
簡
単
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
好
条
件
も
備
わ
っ
て
い
た
。
ま
た
、
岩
波
文
庫
の
ペ
ー
ジ
数
に
し
て
七

ペ
ー
ジ
分
と
い
う
分
量
で
あ
り
、
高
校
生
な
ら
ば
さ
ほ
ど
時
間
を
か
け
な

く
て
も
全
部
を
読
み
通
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
筆
者
が
目
指
す
文
学
作

品
を
利
用
し
た
世
界
史
学
習
を
進
め
る
う
え
で
、
一
コ
マ
の
授
業
内
で
取

り
扱
う
に
は
願
っ
て
も
な
い
条
件
を
備
え
て
い
る
作
品
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
ア
ル
ザ
ス
の
歴
史
を
概
観
す
る
と
、
九
世
紀
に
フ
ラ
ン
ク
王
国

が
三
分
さ
れ
た
際
に
東
フ
ラ
ン
ク
王
国
領
と
な
り
、
そ
の
後
神
聖
ロ
ー
マ

帝
国
（
ド
イ
ツ
）
に
引
き
継
が
れ
、
一
七
世
紀
に
三
十
年
戦
争
が
お
こ
る

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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と
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
領
に
変
更
さ
れ
、
普
仏
戦

争
期
に
い
た
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ア
ル
ザ
ス
が
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
の
規
定
で
フ
ラ
ン
ス
領
に
な
っ

た
こ
と
は
学
習
済
み
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
を
踏
ま
え
て
い
る
な
ら

ば
、
普
仏
戦
争
前
の
ア
ル
ザ
ス
の
学
校
で
フ
ラ
ン
ス
語
の
教
育
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
と
い
う
『
最
後
の
授
業
』
の
場
面
設
定
は
、
高
校
生
に
は
そ

れ
ほ
ど
難
解
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
一
九
世
紀
後
半

の
西
欧
史
学
習
の
な
か
で
フ
ラ
ン
ス
第
二
帝
政
や
普
仏
戦
争
の
こ
と
が
学

習
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
に
、
以
下
の
よ
う
な
授
業
を
計
画
し
実
施
し
た
。

文
学
作
品
を
読
み
通
し
、
話
し
あ
い
な
ど
を
通
し
て
感
じ
た
疑
問
点
を
解

明
す
る
、
と
い
う
作
業
を
取
り
入
れ
た
授
業
展
開
で
あ
る
（
こ
の
実
践
は

前
任
校
で
一
〇
年
あ
ま
り
、
現
任
校
で
は
一
度
だ
け
取
り
組
ん
だ
）。

五
　
授
業
実
践
の
あ
ら
ま
し

（
一
）
ね
ら
い

①
『
最
後
の
授
業
』
を
文
学
と
し
て
通
読
さ
せ
る
と
と
も
に
、
歴
史
的
考

察
の
対
象
と
し
て
批
判
的
に
読
ま
せ
る
。

②
国
民
国
家
形
成
の
過
程
に
お
い
て
見
受
け
ら
れ
る
国
民
国
家
の
特
質
を

理
解
さ
せ
る
。

（
二
）
導
入

①
（
普
仏
戦
争
が
終
わ
っ
た
後
の
一
コ
マ
の
授
業
時
間
を
確
保
し
て
）
ま

ず
、
普
仏
戦
争
に
関
連
す
る
作
業
を
取
り
入
れ
た
授
業
を
お
こ
な
う
こ

と
を
生
徒
に
伝
え
る
。

②
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ=

ド
ー
デ
ー
の
『
最
後
の
授
業
』

と
い
う
短
編
小
説
を
読
む
こ
と
を
告
げ
、
こ
の
作
品
は
普
仏
戦
争
終
了

直
後
の
一
八
七
二
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
時
代
状
況
を
反
映
し
た

作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
補
足
す
る
。

・『
最
後
の
授
業
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
確
か
め
る
と
、

小
学
校
の
国
語
で
読
ん
で
は
い
な
い
世
代
で
も
あ
る
か
ら
か
、
読
ん

だ
こ
と
の
あ
る
生
徒
は
ク
ラ
ス
に
一
～
二
名
程
度
で
あ
っ
た
。

・
一
九
八
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
小
学
校
五
・
六
年
生
の
国
語
の
教
科
書

に
載
っ
て
い
た
作
品
で
あ
り
、
高
校
生
の
君
た
ち
な
ら
一
〇
分
も
か

か
ら
ず
に
読
み
終
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
話
し
て
取
り
組
ま
せ
る
。

③
岩
波
文
庫
『
月
曜
物
語
』
に
載
っ
て
い
る
『
最
後
の
授
業
』
の
全
文
を

書
き
写
し
て
作
成
し
た
プ
リ
ン
ト
（
文
庫
本
の
段
落
替
え
は
守
る
が
、

一
行
の
文
字
数
を
増
や
し
、
行
番
号
を
付
け
て
作
成
）
を
配
布
し
、
一

〇
分
程
度
で
全
文
を
読
ま
せ
る
。

（
三
）
展
開

①
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
布
し
て
読
後
感
を
簡
潔
に
書
き
込
ま
せ
、
数
人
に

そ
の
読
後
感
を
発
表
さ
せ
る
。

・
読
後
感
は
、
み
ず
か
ら
の
言
葉
を
奪
わ
れ
る
こ
と
の
理
不
尽
さ
と
国

語
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
国
語
愛
を
語
る
も
の
が
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大
半
を
占
め
た
。
な
か
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
や
大
戦
中
に
日

本
が
お
こ
な
っ
た
朝
鮮
・
台
湾
や
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
語
強

制
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
持
ち
出
し
て
、
そ
れ
と
『
最
後
の
授
業
』

で
描
か
れ
た
場
面
を
比
較
す
る
者
も
あ
っ
た
。

・
前
出
の
よ
う
な
小
学
校
国
語
の
授
業
で
の
『
最
後
の
授
業
』
の
読
み

方
と
お
お
む
ね
大
差
は
な
く
、
田
中
克
彦
が
批
判
し
た
よ
う
な
『
最

後
の
授
業
』
の
解
釈
・
理
解
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

・
一
八
～
一
九
世
紀
の
西
欧
の
学
習
を
済
ま
せ
て
は
い
る
が
、
内
容
理

解
が
深
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
歴
史
的
事
項
の
あ
い
だ
の
関
連
が

的
確
に
つ
か
め
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
（
そ
れ
自
体
は
学
習
の
成
果

が
定
着
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
問
題
な
の
だ
が
）
こ
と
が
、
ふ

み
込
み
の
足
り
な
い
読
み
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

②
全
般
的
な
読
後
感
は
そ
れ
と
し
て
、
作
品
の
記
述
の
な
か
に
腑
に
落
ち

な
か
っ
た
点
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
問
い
か
け
、
そ
の
点
を
そ
う
感
じ

た
理
由
と
と
も
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
さ
せ
、
数
人
に
発
表
さ
せ
る
。

・
作
品
全
体
の
と
ら
え
方
と
し
て
は
、
一
九
八
〇
年
代
前
半
ま
で
の
小

学
校
に
お
け
る
国
語
教
育
で
の
作
品
解
釈
と
同
様
の
と
ら
え
方
を
し

て
し
ま
っ
て
お
り
、
多
く
の
生
徒
は
疑
問
を
感
じ
ず
に
い
た
が
、
な

か
に
は
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
疑
問

を
も
っ
て
読
み
終
え
た
生
徒
も
い
た
。
生
徒
か
ら
の
疑
問
の
な
か
で
、

こ
の
作
品
の
理
解
に
関
わ
っ
て
核
心
に
ふ
れ
る
疑
問
と
考
え
ら
れ
る

の
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
で
あ
っ
た
。

・
第
一
、
な
ぜ
「
教
室
の
奥
の
ふ
だ
ん
は
空
い
て
い
る
席
に
、
村
の
人

た
ち
が
、
私
た
ち
の
よ
う
に
黙
っ
て
腰
を
お
ろ
し
て
い
る
」
の
か
、

と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
学
校
に
大
人
た
ち
が
わ
ざ
わ
ざ
や
っ
て
き
て

ア
メ
ル
先
生
の
授
業
を
聞
こ
う
と
し
な
く
て
も
、
別
の
場
で
「
四
十

年
間
よ
く
尽
く
し
て
く
れ
た
こ
と
を
感
謝
」
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ

ろ
う
、
と
い
う
思
い
か
ら
発
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
第
二
、
フ
ラ
ン
ツ
少
年
は
な
ぜ
ア
メ
ル
先
生
が
「
じ
き
に
行
っ
て
し

ま
う
、
も
う
会
う
こ
と
も
あ
る
ま
い
、
と
考
え
る
」
の
か
、
と
い
う

疑
問
で
あ
る
。「
ア
ル
ザ
ス
と
ロ
レ
ー
ヌ
の
学
校
で
は
、
ド
イ
ツ
語

し
か
教
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
命
令
が
、
ベ
ル
リ
ン
か
ら
来
」
て

「
新
し
い
先
生
が
明
日
見
え
」
る
に
し
て
も
、
何
も
ア
メ
ル
先
生
が

ア
ル
ザ
ス
か
ら
出
て
行
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
思
い
か
ら

発
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
第
三
、「
今
あ
の
ド
イ
ツ
人
た
ち
に
こ
う
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
あ
り

ま
せ
ん
。
ど
う
し
た
ん
だ
、
君
た
ち
は
フ
ラ
ン
ス
人
だ
と
言
い
は
っ

て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
自
分
の
言
葉
を
話
す
こ
と
も
書
く
こ
と
も
で

き
な
い
の
か
！
」
の
箇
所
を
指
摘
し
て
、「
自
分
の
言
葉
を
話
す
こ

と
も
」「
で
き
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
疑
問

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
田
中
克
彦
が
指
摘
し
た
『
最
後
の
授
業
』
の
も

つ
言
語
的
矛
盾
に
気
づ
い
て
発
出
し
た
疑
問
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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の
人
々
が
「
自
分
の
言
葉
」
と
し
て
い
た
言
語
の
こ
と
に
わ
ず
か
で
は
あ

る
が
す
で
に
ふ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
山
岳
派
に
よ
る
独
裁
政
治
を
扱
う
際
に
、
国

民
公
会
に
お
け
る
バ
レ
ー
ル
の
「
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
に
つ
い
て
」
と
い
う

報
告
の
内
容
を
資
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
そ
の
報
告
は
、
フ
ラ
ン
ス

国
内
で
フ
ラ
ン
ス
語
が
通
じ
な
い
地
域
が
あ
り
、
そ
の
た
め
そ
の
地
域
に

は
革
命
が
浸
透
し
な
い
、
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
の
徹
底
を
主
張
す
る

も
の
で
、
バ
レ
ー
ル
は
「
バ

=

ブ
ル
ト
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
言
語
、
バ
ス

ク
語
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
の
言
語
は
、
狂
信
と
迷
信
の
支
配
を
永
続
さ

せ
、
…
…（
略
）…
…
フ
ラ
ン
ス
の
敵
ど
も
を
助
け
る
こ
と
が
あ
り
う
る
」

と
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
図
1
）。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
も
と
づ

い
て
、
国
家
の
政
治
的
統
一
を
強
め
る
た
め
の
言
語
の
統
一
、
す
な
わ
ち

フ
ラ
ン
ス
語
教
育
の
徹
底
が
は
か
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
生
徒
は
す
で
に

学
習
済
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
当
時
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
フ

ラ
ン
ス
語
が
話
さ
れ
て
い
な
い
か
十
分
に
は
通
じ
な
い
地
域
を
地
図
上
で

確
認
し
て
お
り
（
図
2
）、
ア
ル
ザ
ス
も
そ
れ
ら
の
地
域
の
な
か
の
一
つ

で
あ
る
こ
と
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

・
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
学
習
か
ら
だ
い
ぶ
時
間
が
経
過
し
て
お
り
、
生
徒

は
ア
ル
ザ
ス
の
言
語
状
況
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
曖
昧
な
ま
ま
で

『
最
後
の
授
業
』
を
読
ん
だ
こ
と
に
な
る
が
、
話
し
あ
い
の
な
か
で

も
既
習
事
項
の
中
身
が
思
い
浮
か
ば
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
。

（
5
）

③
発
表
さ
れ
た
腑
に
落
ち
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
世
界
史

の
学
習
内
容
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
ク
ラ
ス
全
員
が
考
察
を
加
え
る
よ
う

に
指
示
す
る
。
と
く
に
前
出
の
第
二
の
疑
問
と
第
三
の
疑
問
に
つ
い
て

は
、
小
グ
ル
ー
プ
を
作
ら
せ
話
し
あ
い
を
通
じ
て
疑
問
点
の
解
明
に
取

り
組
ま
せ
る
。
解
明
し
た
結
果
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
さ
せ
る
。

・
第
二
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
生
徒
た
ち
は
、
仕
事
を
失
っ
て
し
ま
う

ア
メ
ル
先
生
は
仕
事
を
求
め
て
ほ
か
の
地
域
に
移
っ
て
い
く
の
だ
、

と
比
較
的
容
易
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

・
こ
の
結
論
は
ま
っ
と
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
加
え
て
ほ
か
の
側
面

か
ら
も
迫
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
、
以
下
の
事
実
を
補
足
す
る
。

す
な
わ
ち
、
ア
ル
ザ
ス
の
ド
イ
ツ
割
譲
を
決
め
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

講
和
条
約
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
希
望
す
る
ア
ル
ザ
ス
の
住
民
に

対
し
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
ほ
か
の
地
域
へ
の
移
住
を
認
め
て
い
た
。

こ
の
規
定
は
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
を
ア
ル
ザ
ス
か
ら
追
放
す
る
と
い
う

意
味
あ
い
を
も
っ
て
い
た
が
、
こ
の
規
定
に
も
と
づ
き
約
五
万
人
の

ア
ル
ザ
ス
住
民
が
ア
ル
ザ
ス
を
離
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
類
推
す
る
な
ら
ば
、
ア
メ
ル
先
生
が
ア
ル
ザ
ス
か
ら
出

て
行
く
の
は
、
ア
ル
ザ
ス
に
残
っ
て
ド
イ
ツ
国
籍
を
も
つ
ド
イ
ツ
国

民
に
な
る
こ
と
を
選
ば
ず
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
で
あ
り
続
け
る
こ
と

を
選
択
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

第
三
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
以
前
の
学
習
活
動
の
な
か
で
、
ア
ル
ザ
ス

（
4
）
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・
そ
こ
で
、
革
命
に
お
け
る
山
岳
派
の
独
裁
を
学
習
し
た
際
の
「
フ
ラ

ン
ス
語
教
育
に
つ
い
て
」
の
資
料
に
関
し
て
助
言
す
る
と
、
よ
う
や

く
ア
ル
ザ
ス
の
人
々
が
日
常
使
用
し
て
い
る
言
語
は
ド
イ
ツ
語
系
の

ア
ル
ザ
ス
語
で
あ
り
、
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
「
自
分
の
言
葉
」
と

は
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
思
い
当
た
っ
た
。

④
ア
ル
ザ
ス
の
人
々
の
日
常
生
活
は
ア
ル
ザ
ス
語
で
お
こ
な
わ
れ
、
フ
ラ

ン
ス
語
は
学
校
で
教
わ
る
言
葉
だ
が
う
ま
く
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ア
ル
ザ
ス
の
人
々
に
と
っ
て
フ
ラ
ン

ス
語
は
い
わ
ば
押
し
つ
け
ら
れ
た
言
語
で
あ
り
、
四
〇
年
に
わ
た
っ
て

ア
メ
ル
先
生
は
そ
の
押
し
つ
け
を
お
こ
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
ル
先
生
の
最
後
の
授
業
に
は
村
の

大
人
た
ち
が
や
っ
て
き
て
教
室
に
陣
取
り
、
オ
ゼ
ー
ル
老
人
に
い
た
っ

て
は
「
め
が
ね
を
掛
け
、
初
等
読
本
を
両
手
で
持
っ
て
、
彼
ら
（
小
さ

な
生
徒
た
ち
…
筆
者
補
注
）
と
一
し
ょ
に
文
字
を
拾
い
読
み
し
て
い
た
。

彼
も
一
生
懸
命
な
の
が
分
か
っ
た
。
彼
の
声
は
感
激
に
震
え
て
い
た
」

と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
講
和
条
約
で
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ド
イ
ツ
に
割
譲
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
ア
ル
ザ
ス
の
人
々
の
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
で

き
る
か
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
政
治
情
勢
を
ふ
り
返
り
な
が
ら
考
え

る
よ
う
に
指
示
し
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
意
見
を
記
入
さ
せ
る
。

⑤
ア
ル
ザ
ス
の
日
常
語
が
ア
ル
ザ
ス
語
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
押
し
付

市民諸君，連合せる暴君どもは言った。「無
知はつねにわれわれのもっとも強力な援軍
である。無知を保持しよう。無知は狂信者
をつくる，無知は反革命派を増す。フラン
ス人を野蛮へひき戻そう。教育のない人民
たちや公教育の言葉とはちがう言葉をしゃ
べる連中を利用しよう」と。……（略）……
さまざまな市民と共和国の領土を形成する
諸国間の伝達に微妙な差異をもたらしてい
る……（略）……古い原語のなかで，われわ
れはバ＝ブルトンと呼ばれている言語，バ
スク語，ドイツやイタリアの言語は，狂信
と迷信の支配を永続させ，僧侶や貴族や実
務家たちの支配を守り，革命が重要な九つ
の県に浸透するのを妨げてきたし，今なお
フランスの敵どもを助けることがありうる
と指摘した。……（略）……われわれは政府，
諸法，習慣，風俗，服装，商業，そして思
考さえも変革した。それゆえそれらの日々
の道具である言語を，変革しよう。

図 1　バレール「フランス語教育について」

図 2　フランスにおける言語分布　田中克彦『こ
とばと国家』（岩波新書，岩波書店，1981）をも
とに作成。
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由
主
義
的
で
あ
る
の
で
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
よ
り
フ
ラ
ン

ス
領
に
な
っ
て
か
ら
二
二
〇
年
ほ
ど
が
経
過
し
た
ア
ル
ザ
ス
に
は
、

ド
イ
ツ
に
よ
る
支
配
の
開
始
に
不
安
や
嫌
悪
感
を
も
つ
人
々
が
存
在

し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
考
察
を
し
た
グ
ル
ー
プ
が
出
た
。

・
ま
た
、
ア
ル
ザ
ス
の
人
々
は
、
言
語
の
観
点
か
ら
は
ド
イ
ツ
の
支
配

開
始
に
よ
り
ア
ル
ザ
ス
語
に
近
い
ド
イ
ツ
語
が
国
語
と
さ
れ
る
の
を

受
け
入
れ
つ
つ
も
、
政
治
の
面
か
ら
は
自
由
主
義
的
な
フ
ラ
ン
ス
の

国
民
で
い
ら
れ
た
ら
と
の
希
望
を
も
と
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
考
察
を
し
た
グ
ル
ー
プ
も
出
た
。
多
く
の
生
徒
が
こ
の
よ
う

な
か
た
ち
で
既
習
事
項
と
の
連
関
を
把
握
し
て
考
察
で
き
れ
ば
よ
か

っ
た
の
だ
が
、
筆
者
の
思
う
よ
う
に
す
ん
な
り
と
は
行
か
な
か
っ
た

の
が
現
実
で
あ
っ
た
。

（
四
）
ま
と
め

①
一
見
感
動
的
な
作
品
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
が
ち
な
『
最
後
の
授
業
』

で
あ
る
が
、
ア
ル
ザ
ス
と
い
う
地
域
の
歴
史
的
な
特
徴
に
照
ら
し
て
み

る
と
、
作
品
の
状
況
設
定
に
は
簡
単
に
理
解
し
え
な
い
問
題
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

②
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
、
国
民
国
家
形
成
の
動
き
が
広
ま
る
が
、
そ
の
過

程
で
は
、
国
家
と
し
て
の
求
心
性
を
保
つ
た
め
言
語
の
統
一
が
推
進
さ

れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
み
ず
か
ら
の
言
葉
（
母
語
）
を
奪
わ
れ
る
人
々

さ
え
出
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

（
7
）

け
ら
れ
た
言
語
で
あ
る
と
い
う
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
ー
デ
ー
が

ア
メ
ル
先
生
に
仮
託
し
て
「
あ
る
民
族
が
ど
れ
い
と
な
っ
て
も
、
そ
の

国
語
を
保
っ
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
そ
の
ろ
う
獄
の
か
ぎ
を
握
っ
て
い
る

よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
私
た
ち
の
あ
い
だ
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
よ
く
守
っ

て
、
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
理
由
を
考
え
、
ワ

ー
ク
シ
ー
ト
に
自
分
の
意
見
を
記
入
さ
せ
る
。

・
④
や
⑤
に
対
す
る
回
答
に
、
唯
一
の
正
し
い
答
え
を
求
め
る
と
い
う

の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
川
那
部
保
明
は
、
ア
メ
ル
先
生
が
フ

ラ
ン
ス
語
を
愛
し
教
え
る
ア
ル
ザ
ス
人
の
先
生
で
あ
り
、
作
品
は
ア

ル
ザ
ス
人
の
フ
ラ
ン
ス
国
家
に
対
す
る
忠
誠
心
を
描
い
て
い
る
、
と

す
る
見
方
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ア
メ
ル
先
生
が
ア
ル
ザ

ス
の
外
部
か
ら
や
っ
て
き
て
ア
ル
ザ
ス
の
人
々
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
押

し
つ
け
て
い
る
、
と
い
う
従
来
の
見
方
と
は
正
反
対
の
見
方
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
筆
者
か
ら
生
徒
に
伝
え
て
考
察
さ
せ
た
。

・
感
動
的
な
物
語
だ
と
思
っ
て
読
ん
だ
が
、
ア
ル
ザ
ス
の
特
殊
性
を
ふ

ま
え
る
と
理
解
す
る
の
は
難
し
く
、
混
乱
し
た
（
な
か
に
は
だ
ま
さ

れ
た
よ
う
に
感
じ
る
、
と
い
う
記
述
も
あ
っ
た
）
と
し
、
ド
ー
デ
ー

の
意
図
を
よ
く
つ
か
め
な
い
と
す
る
生
徒
が
多
か
っ
た
。

・
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
内
容
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
や
プ

ロ
イ
セ
ン
を
中
心
と
し
て
統
一
さ
れ
た
ド
イ
ツ
は
規
律
主
義
的
で
あ

り
、
フ
ラ
ン
ス
は
自
由
や
平
等
の
理
念
を
追
求
す
る
と
い
う
点
で
自

（
6
）
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六
　
お
わ
り
に

ア
ル
ザ
ス
の
人
々
の
言
語
は
ド
イ
ツ
語
系
の
ア
ル
ザ
ス
語
（
ア
ル
ザ
ス

方
言
）
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
国
民
国
家
形
成
の
過
程
で
、
ア

ル
ザ
ス
の
人
々
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
教
育
が
押
し
付
け
ら
れ
て
い
た
。

ア
ル
ザ
ス
に
つ
い
て
お
そ
ら
く
は
ま
っ
た
く
学
ん
で
い
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
日
本
の
中
学
生
や
小
学
生
に
、
ア
ル
ザ
ス
の
言
語
状
況
や
歴
史
的
経

過
を
理
解
さ
せ
る
の
は
大
変
難
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
田
中
克
彦
ら
に
批

判
さ
れ
た
よ
う
な
『
最
後
の
授
業
』
の
扱
い
を
し
て
い
た
小
・
中
学
校
の

教
師
に
つ
い
て
も
、
ア
ル
ザ
ス
の
言
語
状
況
や
歴
史
的
経
過
を
十
分
に
理

解
し
な
い
ま
ま
に
こ
の
作
品
を
教
材
と
し
て
扱
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

教
え
る
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
は
、
教
材
研
究
の
重
要
性
を
あ
ら
た
め

て
強
く
感
じ
る
と
と
も
に
、
手
を
抜
く
こ
と
な
く
日
常
の
授
業
準
備
に
当

た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
反
省
す
る
こ
と
し
き
り
で
あ
る
。

一
方
、
世
界
史
と
い
う
科
目
に
お
い
て
ア
ル
ザ
ス
の
歴
史
的
経
過
を
学

ん
で
い
る
高
校
生
で
あ
る
な
ら
ば
、『
最
後
の
授
業
』
を
批
判
的
に
読
む

こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
今
回
報
告
し
た
実
践
を
通
じ
て
み
え

て
き
た
の
は
、
あ
る
授
業
で
学
ん
だ
事
項
が
ほ
か
の
授
業
で
う
ま
く
い
か

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
生
徒
の
状
況
で
あ
る
が
、
つ
ね
づ
ね
時
間
の
流
れ

と
空
間
的
な
ヨ
コ
の
つ
な
が
り
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
け
ば
、

ブ
ツ
切
り
で
は
な
い
世
界
史
理
解
が
進
む
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
本

（
8
）

・
一
九
世
紀
後
半
に
い
た
る
半
世
紀
ほ
ど
の
あ
い
だ
、
ア
ル
ザ
ス
で
は

フ
ラ
ン
ス
語
教
育
が
推
進
さ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
施
策
が
強
化
さ
れ

長
く
お
こ
な
わ
れ
れ
ば
、
母
語
を
失
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
出
て

く
る
か
も
し
れ
な
い
。
失
わ
な
い
ま
で
も
言
語
的
に
不
都
合
が
強
い

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

・
こ
れ
は
遠
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
話
と
し
て
放
っ
て
お
け
る
こ
と
で
は
な

い
。
日
本
史
で
学
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
日
本

の
植
民
地
支
配
に
お
け
る
言
語
政
策
や
、
沖
縄
に
お
け
る
言
語
政
策

に
も
通
じ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
た
い
。

③
普
仏
戦
争
に
関
連
す
る
作
業
を
取
り
入
れ
た
本
時
の
授
業
に
つ
い
て
の

感
想
を
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
さ
せ
、
提
出
さ
せ
る
。

・
言
葉
が
個
人
の
み
な
ら
ず
集
団
・
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成

に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
感
じ
た
生
徒
が
お
り
、
ア
ル
ザ

ス
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
正
直
な

と
こ
ろ
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
率
直
に
語
っ
た
生
徒
も
い
た
。

・
矛
盾
す
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
内
容
を
含
み
込
ん
だ
作
品
を
著
し
た

ド
ー
デ
ー
本
人
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
と
、『
最
後
の
授
業
』
の

深
い
理
解
に
は
つ
な
が
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
感
想
を
述
べ

た
生
徒
が
い
た
。
鋭
い
指
摘
で
あ
る
。
ド
ー
デ
ー
の
人
物
像
を
も
扱

っ
た
展
開
を
検
討
し
て
み
た
い
。
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六
）。

（
2
）�　

田
中
克
彦
『
こ
と
ば
と
国
家
』（
岩
波
新
書
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
）
五
〇
～

五
一
頁
。

（
3
）�　

こ
の
項
は
、
府
川
源
一
郎
『
消
え
た
「
最
後
の
授
業
」

─
言
葉
・
国
家
・
教

育
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
二
）
に
拠
っ
て
い
る
。

（
4
）�　

ド
ー
テ
ー
著
、
桜
田
佐
訳
『
月
曜
物
語
』（
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
六

〈
第
一
刷
〉）。

（
5
）�　

河
野
健
二
編
『
資
料
フ
ラ
ン
ス
革
命
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
）
四
八
〇
～
四

九
〇
頁
。

（
6
）�　

川
那
部
保
明
「
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
ー
デ
「
最
後
の
授
業
」
の
問
題
域

─
「
市

民
」
と
「
人
間
」
＝
「
ひ
と
」
の
あ
い
だ
」『
論
叢
現
代
文
化
・
公
共
政
策
』
第
一

巻
（
二
〇
〇
五
）。

（
7
）�　

ア
ル
ザ
ス
の
歴
史
や
言
語
状
況
・
社
会
・
文
化
に
つ
い
て
は
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・

オ
ッ
フ
ェ
著
、
宇
京
頼
三
訳
『
ア
ル
ザ
ス
文
化
論
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
七
）

に
詳
し
い
。

（
8
）�　

鈴
木
孝
夫
『
閉
さ
れ
た
言
語
・
日
本
語
の
世
界
』（
新
潮
選
書
、
新
潮
社
、
一
九

七
五
）
一
九
五
頁
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
一
流
の
言
語
学
者
も
当
時
は
ア

ル
ザ
ス
の
言
語
状
況
・
歴
史
的
経
過
を
十
分
に
ふ
ま
え
ず
に
、『
最
後
の
授
業
』
に

描
か
れ
て
い
る
状
況
を
「
国
語
愛
」
と
賞
賛
し
て
い
た
。
小
・
中
学
校
の
教
師
に

お
い
て
は
、
む
べ
な
る
か
な
で
あ
ろ
う
。

�

（
く
さ
か
べ　

こ
う
し
ょ
う
／
東
京
都
立
青
山
高
等
学
校
時
間
講
師
）

実
践
で
は
、
ア
ル
ザ
ス
の
特
質
に
つ
い
て
筆
者
の
思
う
よ
う
に
は
生
徒
は

気
づ
か
な
か
っ
た
が
、
既
習
事
項
に
つ
い
て
の
若
干
の
助
言
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ア
ル
ザ
ス
の
も
つ
特
徴
を
ふ
ま
え
、『
最
後
の
授
業
』
の
問

題
性
を
理
解
す
る
段
階
に
ま
で
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
国
民
国

家
の
特
質
の
一
面
に
も
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。

な
お
、
こ
の
後
ア
ル
ザ
ス
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
再
び
フ
ラ
ン
ス
領

と
な
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
に
は
ド
イ
ツ
に
占
領
さ
れ
た
が
、
大
戦
後

フ
ラ
ン
ス
領
に
復
帰
し
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。
独
仏
の
あ
い
だ
に
あ

っ
て
ア
ル
ザ
ス
は
両
国
の
抗
争
の
地
と
さ
れ
た
た
め
、
独
仏
協
調
ひ
い
て

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
を
維
持
す
る
う
え
で
の
象
徴
的
な
地
域
と
さ
れ
、

中
心
都
市
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
は
、
E
U
の
主
要
機
関
の
一
つ
で
あ
る
欧

州
議
会
の
本
会
議
が
開
か
れ
る
。
ア
ル
ザ
ス
を
取
り
扱
う
際
に
は
念
頭
に

置
く
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

読
む
、
と
い
う
作
業
自
体
は
特
別
な
作
業
で
は
な
い
が
、
読
む
題
材
を

よ
く
検
討
し
選
択
し
て
生
徒
に
提
供
で
き
れ
ば
、
世
界
史
の
理
解
を
深
め
、

歴
史
的
思
考
力
を
鍛
え
る
こ
と
に
大
い
に
貢
献
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。『
最
後
の
授
業
』
以
外
に
も
一
コ
マ
の
授
業
で
読
み
通
し
活
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
作
品
を
探
し
、
授
業
化
を
は
か
っ
て
い
き
た
い
。

▼
注

（
1
）�　

星
村
平
和
編
著
『
文
学
作
品
を
利
用
し
た
世
界
史
学
習
』（
学
事
出
版
、
一
九
七


