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植
民
地
の
「現
実
」
を
規
定
す
る

I ロ
ン
ド
ン
文
壇
に
お

け

る

一
八
九

0
年
前
後
の
キ

プ
リ
ン
グ
受
容
-

沢

 

自
然

は
じ
め
に

一
八
八
九
年
、
ラ
ド
ヤ
ー
ド
.
キ
プ
リ
ン
グ
は
、
新
聞
記
者
兼
作
家
と
 

し
て
七
年
あ

ま

り

を

過
ご
し
た
植
民
地
イ

ン

ド

を

去
り
、
イ

ギ

リ

ス

へ

 

「帰
国
」
し
た
。
翌
年
の
一
八
九

0

年
、
そ
れ
ま
で
に
出
版
し
て
い
た
作
 

品
が
批
評
家
た
ち
の

汴=

を
に
わ
か
に
集
め
、
キ
フ
リ
ン
グ
は
華
々
し
く
 

ロ

ン

ド

ン

文
壇
に
登

埸す

る

さ
ら
に
、
こ
の
時
期
に
発
表
を
は
じ
め
た
、 

兵
隊
を
題
材
と
す
る
詩
が
爆
発
的
な
人
気
を
博
し
、
流
行
作
家
と
し
て
の
 

彼
の
地
位
は
不
動
の
も
の
と
な
る
。

彼
の
初
期
作
品
の
多
く
は
、
「本
国
」
に
も
植
民
地
に
も
完
全
に
は
同
 

一

化
で
き
な
い
、
植
民
者
の
ア
ィ
テ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
を
扱
つ
て
い
る
 

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
ぅ
な

「本
！
：」

と
植
民
地
の
文
化
的
距
離
の
問
題
は
、 

メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
の
側
で
は
い
か
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？

そ
 

し
て
こ
の
こ
と
は
、
キ
ブ
リ
ン
グ
が
人
気
を
得
た
こ
と
と
ど
う
関
連
し
て
 

い
る
の
だ
ろ
う
か
？
 

本
論
で
は
、
こ
の
問
題
を
具
体
的
に
探
る
た
め
に
、

一
八
九
：
年
前
後
の
ィ
ギ
リ
ス
に
あ
ら
わ
れ
た
、
キ
プ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
 

の
書
評
を
分
析
す
る
。
批
評
家
た
ち
が
、
遠
く
離
れ
た
植
民
地
の
「現
実
」 

を
ど
の
よ
う
に
想
像
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
彼
ら
の
キ
プ
 

リ
ン
グ
の
読
み
に
ど
う
影
響
し
た
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

当
時
の
キ
プ
リ
ン
グ
書
評
に
つ
い
て
は
ア
ン
•
パ
リ
ー
に
よ
る
優
れ
た
 

先
行
研
究
が
あ
り
、
本
論
に
お
い
て
も
彼
女
の
議
論
を
何
度
か
參
照
す
る
 

こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
し
か
し
、

こ
こ
で
の
関
心
は
二
つ
の
点
で
パ
リ
ー
 

と
は
異
な
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
彼
女
は
キ
プ
リ
ン
グ
の
詩
の
書
評
の
み

 

を
扱
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
彼
の
散
文
に
つ
い
て
の
批
評
も
分
析
 

の
対
象
と
す
る
。
第
二
に
、

「
テ
ク
ス

ト

と

読
者
を
結
び
つ
け
、
特
定
の
 

相
互
関
係
を
形
成
す
る

」
と
い
う
意
味
で
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
•
フ
ォ

ー

メ

 

丨
シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
、
パ
リ
ー

は

\'1料
を
^
み
解
い
て
い
る
の
だ
が
、 

本
論
は
む
し
ろ
、
植

民
地
に
対
す
る
「本
国
」
側
の
具
体
的
な
反
応
の
例
 

と
し
て
書
評
を
分
析
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
異

文
化
に
対
す
る
「ま
 

な
ざ
し
」

の
あ
り
方
と
い
う
、
比
較
文
学
の
重
要
な
研
究
課
題
の

I

つ
に
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植 民 地 の 「現 実 」 を規定する

取
り
組
ん
で
み
た
い
。

一
、
リ

ア

リ

ス

テ

ィ

ッ

ク

な

ロ

マ

ン

ス

と

い

う

評
価

一
八
九
〇
年
前
後
の
キ
プ
リ
ン
グ
書
評
に
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
は
、
新
 

進
作
家
の
紹
介
と
い
う
側
面
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
 

が
、
彼
の
ィ
ン
ド
経
歴
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
具
体
例
 

と

し
て
、
彼

の

短

篇

集

『
高
原
平
話
集
』

(
/
^
/
2'̂
/
/
<
^
.
/
1
5-。
5
/
/
.
广
 

1
8
8S

)

に
つ
い
て
の
『サ
タ
デ
ー
.
レ
ビ
ユ
ー
』
誌
の
書
評
か
ら
次
の
一
 

節
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「英
国
領
イ
ン
ド
の
住
民
や
、

(キ
ブ
リ
ン
 

グ
が
勤
め
て
い
た
)

『
シ
ヴ
ィ
ル
•
ア
ン
ド
.
ミ
リ
タ
リ
ー
 
•
ガ
ゼ
ッ
ト
』 

紙
の
購
読
者
は
、
『高
原
平
話
集
』
と
い
う
タ
ィ
ト
ル
の
意
味
を
知
っ
て
 

い
て
、
そ
の
本
を
急
い
で
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
 

か
し
、

ロ
ン
ド
ン
や
ィ
ギ
リ
ス
全
国
の
見
聞
の
狭
い
住
民
に
と
っ
て
は
、 

r

ベ
ウ
ラ
か
ら
の
率
直
な
話
』
と
題
さ
れ
た
本
と
同
じ
く
ら
い
、
熟
読
し
 

よ
う
と
い
う
気
に
は
な
ら
な
い
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
キ
プ
リ
ン
 

グ
は
、
植
民
地
通
で
は
あ
る
が
、
「本
国
」
の
文
化
状
況
に
は
疎
い
ナ
ィ
 

丨
ブ
な
作
家
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
「見
聞
の
狭
い
」
の
は
キ
プ
 

リ
ン
グ
の
ほ
う
た
と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
こ
の
ア
イ
ロ
 

ニ
ー
は
、
「本
国
」
と
植
民
地
の
あ
い
だ
の
文
化
的
差
異
を
前
提
と
し
て
 

は
じ
め
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
—̂

•
厶
丨
ア

=

ギ
ル
'ハ
 

—
卜
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
イ
ン
ド
在
住
イ
ギ
リ
ス
人
は
、

彼
ら
の
イ
ン
ド
体
験
ゆ
え
に
、
「本
国
」
の

「普
通
」
の
イ
ギ
リ
ス
人
た
 

ち
と
は
文
化
的
に
異
な
る
も
の
と
し
て
自
ら
を
意
識
し
て
い
た
。
「本
国
」 

の
側
も
ま
た
、
彼
ら
を
奇
異
の
目
で
眺
め
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
の
独
 

自
性
を
認
識
し
て
い
た
の
だ
。
こ
の
文
化
的
独
自
性
は
、
当

時

「
ア
ン
グ
 

口
 
•
イ
ン
デ
イ
ア
ン
」
と
い
う
語
が
、
彼
ら
を
指
す
言
葉
と
し
て
定
着
し
 

て
い
た
こ
と
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
，、
以
下
の
議
論
で
は
、
「
ア
ン
 

グ

ロ

.
イ
ン
デ
イ
ア
ン
」
と
い
う
言
葉
を
こ
の
古
い
意
味
で
用
い
て
、
彼
 

ら

の

「本
国
」
と
の
距
離
感
を
強
調
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

植
民
地
人
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
文
化
的
差
異
の
ゆ
え
に
、
キ
プ
リ
ン
グ
 

の
テ
ク
ス
ト
は
異
国
趣
味
文
学
の
一
種
と
し
て
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
に
な
 

る
。
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
キ
プ
リ
ン
グ
人
気
の
確
立
に
も
つ
 

と
も
貢
献
し
た
一
人
が
、
「大
衆
的
支
持
の
点
で
は
、

一
八
八
〇
年
代
、 

九

，-年
代
に
も
つ
と
も
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
」
と
評
さ
れ
る
ア
ン
ド
ル
 

丨

•
ラ
ン
グ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
彼
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
て
、
彼
が
本
 

格
的
に
キ
ブ
リ
ン
グ
を
論
じ
た
エ
ッ
セ
イ
の
一
節
を
長
め
に
引
用
し
て
お
 

く
こ
と
に
し
よ
う
。

従
来
は
も
っ
ぱ
ら
退
屈
な
場
所
と
み
な
さ
れ
て
き
た
イ
ン
ド
大
陸
を
、 

本
物
の
驚
異
と
魔
法
に
満
ち
た
魅
力
的
な
場
所
と
し
て
、
キ
プ
リ
ン
グ
 

氏
は
提
示
し
て
く
れ
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
異
国
趣
味
文
学
好
み
が
昨
 

今
高
ま
っ
て
い
る
。
ヨ

ー

ロ

ッ
バ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
以
外
の
世
界
の
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比較文学第 4 5巻

奇
妙
さ
と
魅
力
に
人
々
が
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
 

は
、
想
像
力
と
文
学
的
技
能
を
も
っ
た
人
々
が
新
た
な
征
服
者
で
あ
っ
 

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
、
ィ
ン
ド
、
ア
フ
リ
カ
、
才
1
ス
ト
 

ラ
リ
ア
、
日
本
、
南
海
の
島
々
に
お
け
る
コ
ル
テ
ス
、
バ
ル
ボ
ア
だ
。 

ピ
エ
ー
ル
•
ロ
チ
氏
の
洗
練
さ
を
も
っ
て
書
こ
う
が
、
あ
る
い
は
ボ
ル
 

タ
ー
ウ
ッ
ド
氏
の
乱
雑
さ
を
も
っ
て
書
こ
う
が
、
こ
れ
ら
の
征
服
者
た
 

ち
は
、
少
な
く
と
も
新
世
界
を
自
分
自
身
の
目
で
見
た
。
彼
ら
は
人
口
 

が
多
す
ぎ
る
通
り
を
抜
け
出
し
て
広
々
と
し
た
土
地
へ
と
赴
き
、
船
に
 

馬
に
乗
り
、
^
き
、
狩
り
を
し
た
。
要
す
る
に
、
町
の
霧
と
煙
か
ら
逃
 

げ
出
し
た
の
だ
。
新
鮮
な
空
気
を
吸
っ
て
得
た
新
し
い
力
が
彼
ら
の
心
 

と
体
に
入
っ
た
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
の
語
る
物
語
に
は
新
し
さ
と
快
活
さ
 

が
あ
る
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
著
作
の
本
質
的
な
良
戈
が
ど
れ
た
け
 

現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
は
リ
ア
リ
ズ
ム
作
家
と
い
う
よ
り
 

は
ロ
マ
ン
ス
作
家
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
だ
。
彼
ら
に
は
見
た
り
記
録
し
 

た
り
す
べ
き
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
顕
微
鏡
を
使
っ
て
品
性
を
 

こ
と
細
か
に
見
る
こ
と
を
し
な
い
。
特
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
リ
ア
リ
 

ズ
厶
が
た
い
そ
う
注
目
を
集
め
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
新
し
い
も
の
で
、 

か
つ
ゾ
ラ
氏
た
ち
も
ま
た
、
征
服
す
べ
き
新
世
界
を
見
出
し
た
か
ら
だ
。 

し
か
し
こ
の
世
の
中
に
は
、
過
去
の
探
検
家
た
ち
が
知
つ
て
い
て
あ
え
 

て
無
視
し
て
き
た
場
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
生
と
品
性
の
「悪
し
き
土
地
」 

だ

こ

の

「悪
し
き
土
地
」
に
泥
塗
り
の
家
や
あ
ば
ら
屋
を
築
く
よ
り

は
、
ま
つ
た
く
新
し
い
領
域
を
求
め
る
方
が
賢
明
と
い
ぅ
も
の
で
あ
ろ

《
6
)
0

「異
国
趣
味
文
学
好
み
」
が
い
か
に
し
て
出
現
し
た
の
か
を
正
確
に
た
 

ど
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
「
コ
ル
テ
ス
」
「
バ
ル
ボ
ア
」
と
い
つ
た
 

過
去
の
植
民
地
探
検
家
た
ち
へ
の
言
及
が
端
的
に
示
し
て
い
る
ょ
う
に
、 

十
九
世
紀
末
の
帝
国
主
義
が
一
つ
の
要
因
で
あ
つ
た
こ
と
は
間
違
い
な
 

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
つ
の
点
で
解
放
感
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
も
 

の
と
し
て
、
ラ
ン
グ
は
「異
国
趣
味
文
学
」
を
手
放
し
に
歓
迎
す
る
。
第
 

一
に
地
理
的
な
意
味
で
の
解
放
で
あ
る
。
作
者
自
ら
の
海
外
体
験
を
素
材
 

と

す

る

「

畀：E

趣
味
文
学
」
は
、
「町
の
霧
と
煙
」
と

「
人
口
が
多
す
ぎ
 

る
通
り
」
に
象
徴
さ
れ
る
、
「西
洋
」
か
ら
の
想
像
上
の
脱
出
を
読
者
に
 

可
能
に
す
る

◊開
放
的
な
非
西
洋
と
い
う
眉
唾
も
の
の
概
念
が
、
急
速
に
 

進
行
す
る
近
代
化
に
疲
れ
た
「
心
と
体
」
を
活
性
化
す
る
も
の
と
し
て
、 

こ
こ
で
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
ラ
ン
グ
に
と
つ
て
「異
国
趣
味
 

文
学
」
の
高
ま
り
は
、
従
来
主
流
と
な
つ
て
い
た
文
学
か
ら
の
解
放
を
も
 

意
味
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
自
然
主
義
に
強
く
影
響
さ
れ
て
 

い
た
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
に
対
抗
す
る
形
で
あ
ら
わ
れ
た
、
ロ
マ
ン
ス
の
再
 

流
行
で
あ
る
。
文
学
手
法
の
み
な
ら
ず
主
題
の
点
で
も
、
ラ
ン
グ
は
後
者
 

を
高
く
評
価
す
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
/
自
然
主
義
の
「悪
し
き
土
地
」
——

 

す
な
わ
ち
都
市
化
に
伴
う
社
会
の
諸
問
題
——

に
対
す
る
擬
似
科
学
的
な
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植 民 地 の 「現 実 」 を規定する

興
味
は
、
人
間
の
エ
コ
ィ
ズ
ム
の
醜
態
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
抽
出
す
る
 

が
、

ロ
マ
ン
ス
/
異
国
趣
味
文
学
は
、
「
驚
異
と
魔
法
」
を
筆
太
に
描
く
 

と
さ
れ
る
。
キ
プ
リ
ン
グ
を
含
む
ロ
マ
ン
ス
作
家
た
ち
は
、
「本
国
」
の
 

悲
惨
さ
を
過
度
に
強
調
す
る
自
然
主
義
か
ら
読
者
を
解
放
し
、
異
国
の
 

「新
鮮
な
空
気
」
を
提
供
す
る
と
い
う
わ
け
だ
。

リ
ア
リ
ズ
ム
と
ロ
マ
ン
ス
の
対
峙
と
い
う
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
 

の

名

も

「
リ
ア
リ
ズ
ム
と
ロ
マ
ン
ス
」
と
題
す
る
別
の
エ
ッ
セ
ィ
の
中
で
、 

ラ
ン
グ
自
身
が
考
察
し
て
い
る
，
こ
の
中
で
ラ
ン
グ
は
'
「冒
険
の
描
写
、 

す
な
わ
ち
ロ
マ
ン
ス
物
語
の
快
楽
」
と
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
表
現
さ
 

れ

る

「挙
動
と
品
性
の
研
究
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
、
小
説
は
構
成
 

さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
ラ
ン
グ
は
こ
の
二
つ
の
要
素
は
不
可
分
で
あ
る
と
 

し
な
が
ら
も
、
「
リ
ア
リ
ス
厶
は
し
ば
し
ば
、
愉
快
な
現
実
よ
り
も
不
愉
 

快
な
現
実
を
よ
り
多
く
見
出
す
傾
向
に
あ
る
」
と
不
満
を
述
べ
、
さ
ら
に
 

「
リ
ア
リ
ズ
ム
作
家
た
ち
は
、
確
か
に
真
実
を
私
た
ち
に
示
し
て
く
れ
る
 

と
は
い
え
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
望
ま
し
く
も
な
く
、
か
つ
一
般
的
で
も
 

な
い
真
実
の
側
面
を
も
っ
と
も
好
ん
で
示
す
傾
向
が
あ
る
」
と
、
リ
ア
リ
 

ズ
厶
の
社
会
認
識
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
疑
問
を
呈
す
る
。
「ど
ち
ら
か
 

と
い
え
ば
望
ま
し
く
も
な
く
、
か
つ
一
般
的
で
も
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、 

文
学
者
は
い
か
な
る
社
会
的
責
任
を
も
つ
て
、
い

か

に

「現
実
」
を
知
覚
 

す
る
べ
き
な
の
か
が
、
こ
こ
で
の
真
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
物
語
つ
て
い
 

る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

ハ
ガ
ー
ド
や
ス
テ
イ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
人
気

を
背
景
と
し
て
、

一
八
八
-：-年
代
後
半
に
活
発
に
議
論
さ
れ
た
リ
ア
リ
ズ
 

厶
と
ロ
マ
ン
ス
の
対
立
が
意
味
し
た
も
の
は
、
単
な
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
 

違
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文

学

の

「現
実
」
描
写
の
根
底
に
あ
る
社
会
文
化
 

的
な
価
値
観
の
問
題
で
も
あ
つ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う

U

こ
の
こ
と
は
リ
ア
リ
ズ
ム
を
擁
護
す
る
側
の
議
論
を
見
て
も
明
ら
か
 

だ
。
例
え
ば
あ
る
批
評
は
、

ロ
マ
ン
ス
は
「言
葉
の
あ
る
種
の
謙
虚
さ
と
 

節
度
、
知
的
な
語
調
の
あ
る
種
の
穏
健
さ
」
を
欠
い
て
お
り
、
「悪
意
あ
 

る
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
意
識
的
な
軽
薄
さ
」
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
と
非
 

難
す
る
。

ロ
マ
ン
ス
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
知
的
に
低
級
で
あ
る
と
い
う
評
 

価
自
体
は
何
ら
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
興
味
深
い
の
 

は
、

ロ
マ
ン
ス
は
そ
の
「軽
薄
さ
」
ゆ
え
に
、
「
あ
り
そ
う
も
な
い
事
件
 

に
訴
え
る
煽
情
主
義

r

を
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
の
批
評
が
主
張
し
て
 

い
る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ

の

「非
現
実
性
」
が
ロ
マ
ン
ス
の
致
 

命
的
な
弱
点
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
ギ
リ
ア
ン
•
ビ
ア
ー
も
指
摘
 

す
る
よ
う
に
、
ロ
マ
ン
ス
は
欲
望
の
充
足
を
常
に
志
向
す
る
ジ
ャ
ン
ル
で
 

あ
が
。
ラ
ン
グ
が
「愉
快
な
現
実
」

「不
愉
快
な
現
実
」
と
い
う
疑
わ
し
 

い
区
別
を
持
ち
出
す
の
は
そ
の
た
め
だ
。
し
か
し
' 
こ
の
欲
望
充
足
へ
の
 

志
向
ゆ
え
に
こ
そ
、

ロ
マ
ン
ス
は
社
会
的
「現
実
」
か
ら
遊
離
、
逃
避
し
 

て
お
り
、
し
た
が
つ
て
知
的
に
も
劣
つ
て
い
る
と
い
う
批
判
を
招
く
こ
と
 

に
な
る
。

ラ
ン
グ
が
キ
プ
リ
ン
グ
を
熱
烈
に
歓
迎
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
論
争
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の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
つ
た
。
先
に
引
用
し
た
一
節
に
お
い
て
、
作
家
た
 

ち
の
異
文
化
体
験
こ
そ
が
、
異
国
趣
味
文
学
を
根
本
的
に
支
え
て
い
る
と
 

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
，
ギ
ア
ツ
は
、

エ
ス
 

ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
信
憑
性
は
、
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ア
ー
が
実
際
に
異
文
化
に
 

透
入
し
た
こ
と
を
読
者
に
説
得
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
つ
て
い
る
と
 

し
、
こ
れ
を
「あ
ち
ら
側
に
い
た
こ
と
の
権
威
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
 

「あ
ち
ら
側
に
い
た
こ
と
の
権
威
」
を
喚
起
す
る
こ
と
で
、
ラ
ン
グ
は
異
 

国
趣
味
文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
強
調
す
る
。
そ
の
う
え
で
ラ
ン
グ
は
、
こ
 

の
文
学
の
主
題
的
本
質
が
ロ
マ
ン
ス
で
あ
る
と
断
じ
て
み
せ
る
。
つ
ま
り
、 

キ
プ
リ
ン
グ
の
作
品
は
、
彼
自
身
の
ィ
ン
ド
経
験
に
依
拠
し
て
い
る
が
ゆ
 

え
に
リ
ア
リ
ズ
ム
的
で
も
あ
り
、
し
た
が
つ
て
「非
現
実
性
」
と
い
う
致
 

命
的
弱
点
を
克
服
し
た
ロ
マ
ン
ス
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
だ
。
「キ
プ
リ
ン
 

グ
氏
の
作
品
は
、
優
れ
た
作
品
が
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
リ
ア
ル
 

で
あ
り
か
つ
ロ
マ
ン
ス
的
で
あ
る
。
リ
ア
ル
な
の
は
、
彼
が
と
て
も
素
早
 

く
か
つ
鋭
く
も
の
を
見
、
感
じ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
ロ
マ
ン
ス
的
で
 

も
あ
る
の
は
、
彼
が
、
ロ
マ
ン
ス
の
本
質
、
つ
ま
り
冒
険
の
魅
力
と
可
能
 

性
に
対
す
る
慧
眼
の
持
ち
主
で
あ
る
か
ら
だ
」
と
、
彼
の
議
論
の
趣
旨
か
 

ら
言
え
ば
若
干
矛
盾
す
る
評
価
を
'

 
ラ
ン
グ
は
下
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。

重
要
な
こ
と
に
、
こ
の
類
の
議
論
を
展
開
し
た
の
は
ラ
ン
グ
だ
け
で
は
 

な
い
。

エ
ド
マ
ン
ド
.
ゴ
ス
は
や
は
り
当
時
影
響
力
の
強
か
つ
た
批
評
家
 

で
、
ラ
ン
グ
よ
り
は
遥
か
に
知
的
な
議
論
を
発
表
し
て
い
た
。
し
か
し
彼

の
論
点
も
、
実
は
ラ
ン
グ
に
か
な
り
近
い
の
で
あ
る
。

(キ
プ
リ
ン
グ
の
文
壇
登
場
以
前
に
は
)

ア
ン
グ
ロ
 
•
サ
ク
ソ
ン
世
界
 

の
知
的
小
説
は
、
奇
妙
に
も
女
性
的
に
な
っ
て
い
た
。
英
国
で
も
ア
メ
 

リ
ヵ
で
も
、
繊
細
な
印
象
を
読
者
に
与
え
よ
ぅ
と
す
る
小
説
家
た
ち
の
 

嗜
好
は
極
端
に
洗
練
さ
れ
、
判
断
は
極
端
に
控
え
め
に
な
っ
て
い
た
。 

自
己
意
識
の
ひ
だ
ま
で
あ
ま
す
こ
と
な
く
、
隣
人
の
心
を
探
る
の
を
好
 

ま
な
い
な
ら
ば
、
ラ

ィ

ダ

ー.
ハ
ガ
ー

ド
氏
と
と
も
に
「月
の
山
」

へ
 

向
か
ぅ
船
に
乗
り
こ
む
よ
り
他
に
手
段
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
ア
ン
 

グ
ロ
 
•
サ
ク
ソ
ン
の
小
説
世
界
に
お
い
て
は
、
過
度
の
心
理
分
析
と
過
 

度
に
超
人
間
的
な
ロ
マ
ン
ス
と
の
あ
い
だ
に
、
大
き
な
隙
間
が
あ
っ
た
 

の
だ
。
こ
の
隙
間
を
キ
プ
リ
ン
グ
氏
は
、
そ
の
異
国
趣
味
的
リ
ア
リ
ズ
 

ム
と
珍
し
い
経
験
の
生
き
生
き
と
し
た
描
写
に
よ
っ
て
埋
め
た
の
で
あ
 

る
。
彼
の
気
質
は
著
し
く
男
性
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
い
て
彼
の
ィ
マ
 

ジ

ネ

ー

ショ
ン
は
厳
然
と
し
て
現
存
の
諸
原
理
の
範
囲
内
に
あ
る
。

ラ
ン
グ
の
攻
撃
対
象
は
自
然
主
義
的
リ

ア

リ

ズ

ム

だ

っ

た
が
、
こ
こ
で
 

ゴ

ス

が

問
題
と
し

て

い

る

の
は
、

ヘ
ン
リ

ー

•
ジ
エ
ー

厶

ズ

流
の
リ

ア

リ

 

ズ

厶

だ

と

思
わ
れ
る
。
ゴ

ス

に

よ
れ
ば
こ
の
リ

ア

リ

ズ

ム

は

、

そ
の
洗
練
 

さ
れ
す
ぎ
た
「過
度
の
心
理
分
析
」
ゆ
え
に
「女
性
的
」
な
も
の
で
あ
る
。 

一
方
、

ハ
ガ

ー

ド

風
の
ロ
マ
ン
ス
は
、
「男
性
的
」
で
は
あ

る

が

、

「超
人
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間
的
」
、

つ
ま
り
非
現
実
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
ゴ
ス
も
ま
た
、 

こ
の
ジ
レ
ン
マ
の
解
決
を
キ
プ
リ
ン
グ
に
求
め
る
の
だ
。
対
立
す
る
二
つ
 

の
ジ
ャ
ン
ル
の
中
間
に
キ
プ
リ
ン
グ
を
置
く
こ
と
で
、
ゴ
ス
は
彼
の
テ
ク
 

ス
ト
を
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
か
つ
「男
性
的
」
で
あ
る
と
み
な
す
。
こ
 

こ
で
も
彼
の
評
価
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
「異
国
趣
味
的
リ
ア
リ
 

ス
厶
」
、
す
な
わ
ち
、
キ
フ
リ
ン
グ
が
ィ
ン
ド
を
実
際
に
体
験
し
た
と
い
 

う
、
「あ
ち
ら
惻
に
い
た
こ
と
の
権
威
」
に
他
な
ら
な
い
。

と
同
時
に
、
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
と
ロ
マ
ン
ス
の
中
間
に
キ
プ
リ
ン
グ
を
 

位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
前
者
の
長
所
、
す
な
わ
ち
適
度
な
心
理
描
写
を
も
 

彼
の
テ
ク
ス
ト
に
見
出
す
こ
と
が
比
較
的
容
易
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
 

に
お
け
る
ゴ
ス
の
批
評
は
後
に
見
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
別
の
例
を
 

挙
げ
よ
う
。
自
身
も
官
僚
と
し
て
イ
ン
ド
に
勤
務
し
た
経
験
を
持
つ
ゥ
ィ
 

リ
ア
ム
•
ハ
ン
タ
—
は
、
「
(ア
ン
グ
ロ
.
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
詠
つ
た
キ
プ
 

リ
ン
グ
の
詩
は
、
)
実
在
の
男
性
、
女
性
た
ち
が
考
え
、
感
じ
た
こ
と
を
 

反
映
し
て
お
り
、

(中
略
)
真
実
の
も
の
だ
」
と
評
価
す
る
。
キ
プ
リ
ン
 

グ
の
詩
は
、
実
在
す
る
ア
ン
ク
ロ
.
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
の
思
考
と
感
情
 

が
結
晶
化
し
た
も
の
だ
と
い
う
わ
け
だ
ア
ン
•
ハ
リ
ー
が
鋭
く
指
摘
し
 

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
批
評
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
主
観
的
 

な
真
実
な
る
も
の
は
リ
ア
リ
ズ
ム
を
通
じ
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
 

い
う
、
「
理
想
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
観
で
あ
る
。
こ

の

「理
想
主
義
的
 

リ
ア
リ
ズ
ム
」
ゆ
え
に
、
キ
ブ
リ
ン
グ
は
よ
り
完
全
な
意
味
で
の
植
民
地

イ
ン
ド
の
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼

が

「本
 

国
」

へ
も
た
ら
す
文
学
は
、
異

国

の

「正
確
な
」
風
景
描
写
の
み
な
ら
ず
、 

そ
こ
に
住
む
人
々
の
主
観
的
、
心
理
的
真
実
を
も
伝
え
る
も
の
と
さ
れ
る

か
ら
だ
。

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
キ
プ
リ
ン
グ
に
 

好
意
的
な
批
評
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
植
民
 

地
イ
ン
ド
の
「現
実
」
を
想
像
し
た
い
と
い
う
欲
望
な
の
で
あ
る
。

二
、
「現
実
」
を
選
択
す
る

た
だ
し
、
こ
こ
で
一
言
断
つ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ス
ぺ
 

丨
ス
の
都
合
上
詳
し
く
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
キ
ブ
リ
ン
グ
の
作
品
 

自
体
が
、
植
民
地
イ
ン
ド
の
「現
実
」
を
伝
え
る
と
い
う
体
裁
を
し
ば
し
 

ば
取
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
の
意
味
で
、
キ
プ
リ
ン
グ
の
文
学
的
成
功
は
 

あ
く
ま
で
も
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
と
批
評
家
を
含
め
た
読
者
た
ち
の
相
互
関
 

係
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
の
こ
と
を
十
分
に
心
に
留
め
た
う
え
 

で
、
キ
プ
リ
ン
グ
が
キ
ヤ
ノ
ン
化
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
書
評
が
果
 

た
し
た
役
割
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。

ア
ン
•
パ

リ

ー
は
、
こ
の
問
題
を
探
る
の
に
冇
効
な
出
発
点
を
提
供
し
 

て
く
れ
て
い
る
。
先
述
し

た

よ

う

に

、

パ

リ

ー

は

リ

ー

デ

イ
ン
グ
.

フ

ォ

 

—

 
メ

ー

シヨ
ン
を
理
論
的
枠
組
み
と
し
て
用
い
て
お
り
、
そ
こ
で
、
雑
誌
 

こ
そ
が
、
「十
九
世
紀
に
お
け
る
イ

デ

ォ
ロ
ギ

ー

の
生
成
過
程
の
重
要
な
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場
で
あ
り
、
支
配
的
な
概
念
や
価
値
観
に
対
し
て
あ
る
特
定
の
姿
勢
を
読
 

者
に
と
ら
せ
る
の
に
明
ら
か
に
重
要
で
あ
つ
た
」
と
主
張
す
る
。
確
か
に
、 

読

者

を

「正
し
い
」
テ
ク
ス
ト
の
読
み
方
へ
と
導
く
の
に
書
評
雑
誌
が
果
 

た
し
た
役
割
を
強
調
す
る
彼
女
の
議
論
に
は
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、 

こ
こ
で
む
し
ろ
着
目
し
た
い
の
は
、
特
定
の
影
響
を
及
ぼ
す
ま
さ
に
そ
の
 

過
程
に
お
い
て
、
何

が

「支
配
的
な
概
念
や
価
値
観
」
で
あ
る
の
か
が
陰
 

に
陽
に
定
義
さ
れ
、
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
価
値
観
 

が
規
定
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
批

評

は

「
ィ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
生
成
過
程
の
重
 

要
な
場
」
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
即
し
て
い
 

う
な
ら
ば
、
キ
プ
リ
ン
グ
に
対
す
る
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
の
書
評
が
、
彼
の
ィ
 

ン
ド
描
写
を
リ
ア
ル
な
も
の
と
解
釈
す
る
と
き
、
そ
の
描
写
の
対
象
で
あ
 

る
植
民
地
の
「現
実
」
に
内
在
す
る
と
さ
れ
る
、
社
会
的
、
文
化
的
価
値
 

観
も
同
時
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
エ
ド
ワ
 

I

ド

.
サ
メ

-

丨

ド
は
、
「事
実
と
は
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、 

社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
物
語
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
物
語
が
、
事
実
を
吸
 

収
、
維
持
し
' 
循
環
さ
せ
る
の
だ
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
は
——

才
 

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
厶
が
そ
の
典
型
な
の
だ
が
——

、
異
文
化
に
対
す
る
あ
る
 

「ま
な
ざ
し
」
が
、
よ
り
大
き
な
文
化
的
枠
組
み
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
 

正
当
性
を
獲
得
す
る
場
合
に
特
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、 

キ
プ
リ
ン
グ
の
テ

ク

ス
ト
の
中
に
植
民
地
の
「事
実
」
「現
実
」
を
見
出
 

す
こ
と
を
可
能
に
す
る
「社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
物
語
」
を
提
供
し
た
の

が
、
メ

ト

ロ

ポ

リ

ス

の

批
評
家
た
ち
な
の
だ
。

ロ
ン
ド
ン
文
壇
の
こ
の
よ
う
な
役
割
は
、
キ
プ
リ
ン
グ
の
作
品
が
そ
の
 

主
題
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
評
価
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
 

て
い
る
。
概
観
的
に
言
え
ば
、
イ
ン
ド
人
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
人
兵
士
を
扱
 

っ
た
物
語
は
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
ゆ
え
に
賞
賛
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ア
ン
グ
 

口

♦
イ
ン
デ
イ
ア
ン
を
主
題
と
す
る
作
品
は
稚
拙
な
も
の
と
し
て
退
け
ら
 

れ
る
傾
向
に
あ
る
。
以
下
、
こ
の
よ
う
な
評
価
が
も
つ
意
味
合
い
を
具
体
 

的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

イ
ン
ド
人
を
主
要
登
場
人
物
と
す
る
短
篇
は
、
批
評
家
の
あ
い
だ
で
か
 

な
り
人
気
が
高
い
。
例
え
ば
ラ
ン
グ
は
、
「
(そ
の
よ
う
な
短
篇
の
一
つ
で
 

あ

る

「
ス
ド
ゥ
フ
ー
の
家
で

| 

('二

n 

t
h
e 

H
o
u
s
e

 

o
f S

u
d
d
h
o
o

パ

18
86)

を
 

読
め
ば
、
)
公
文
書
や
う
わ
べ
だ
け
の
旅
行
記
に
よ
る
よ
り
も
、
教
育
の
 

な
い
現
地
人
が
信
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
る
か
に
多
く
の
こ
と
を
知
 

る
」
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
「
公
文
書
や
う
わ
べ
だ
け
 

の
旅
行
記
」
と
の
対
照
は
、
「現
地
人
」
の
心
理
的
深
み
を
探
る
の
に
キ
 

プ
リ
ン
グ
が
成
功
し
て
い
る
と
い
う
肯
定
的
評
価
の
あ

ら

わ

れ

で
あ
る
。 

「理
想
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
こ
の
よ
う
に
強
調
す
る
こ
と
で
、
キ
プ
 

リ
ン
グ
の
イ
ン
ド
表
象
は
肯
定
、
裁
可
さ
れ
る
。
と
同
時
に
、
キ
プ
リ
ン
 

グ
の
植
民
地
表
象
が
「現
実
」
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
と
さ
れ
る
と
き
、 

そ
も
そ
も
何
が
「現
実
」
で
あ
る
の
か
が
規
定
さ
れ
る
の
だ
。

こ
の
こ

と

を

よ

り

明
確
に
示
し
て
い
る
の
が
、
『ザ

.
ブ
ッ
ク
マ
ン
』
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植 民 地 の 「現戈」 を規定する

誌
の
一
書
評
で
あ
る
。
イ
ン
ド
描
写
の
正
確
さ
こ
そ
が
キ
プ
リ
ン
グ
の
魅
 

力
だ
と
す
る
こ
の
書
評
者
は
言

う

。

一
方
で
は
、
ィ
ン
ド
を
と
て
も
よ
く
知
つ
て
い
る
人
が
——

ひ
ょ
つ
 

と

す

る

と

も
つ
と
も
知
悉
し
て
い
る
人
と
一

aう
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
 

——

キ
プ
リ
ン
グ
の
描
く
現
地
人
の
性
格
と
考
え
方
は
、
皮
相
的
で
限
 

ら
れ
た
観
察
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
単
に
素
晴
ら
し
い
想
像
力
の
産
 

物
で
し
か
な
い
と
私
に
言
っ
た
。
他
方
で
、
彼
の
描
く
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
 

は
私
自
身
の
経
験
と
食
い
違
う
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
 

よ
り
は
ず
っ
と
面
白
い
彼
の
東
洋
的
な
要
素
も
、
バ
ー
ト
ン
や
メ
ド
ウ
 

ス

•
テ
ィ
ラ
ー
と
い
つ
た
大
家
が
残
し
た
印
象
を
強
め
こ
そ
す
れ
、
そ
 

れ
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
。

「
イ
ン
ド
を
と
て
も
よ
く
知
つ
て
い
る
人
」
は
、
キ
プ
リ
ン
グ
の
イ
ン
 

ド
人
表
象
の
信
頼
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
わ
け
だ
が
、
書
評
者
は
ま
ず
、 

キ
プ
リ
ン
グ
の
描
く
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
人
が
醸
し
出
す
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
 

印
象
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
こ
の
疑
問
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
。
続
け
て
 

こ
の
書
評
は
、
キ
プ
リ
ン
グ
の
短
篇
は
、
「
そ
の
幾
つ
か
は
完
全
な
創
作
 

だ
が
、
選
び
ぬ
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
あ
ら
か
じ
め
き
 

ち
ん
と
整
理
さ
れ
た
彼
の
観
察
が
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、 

個
々
の
作
品
は
あ
た
か
も
彼
自
身
の
経
験
の
よ
う
に
読
め
る
の
だ
」
と
主

張
す
る

。

こ
こ
で
も
「観
察
」
と

「経
験
」
と
い
う
言
葉
が
、
キ
プ
リ
ン
 

グ

の

「あ
ち
ら
側
に
い
た
こ
と
の
権
威
」
を
喚
起
し
、
そ
れ
が
彼
の
作
品
 

の
信
憑
性
を
保
証
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
書
評
者
は
、
「正
 

し
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
キ
プ
リ
ン
グ
の
作
品
は
真
実
で
あ
 

る
——

そ
う
で
あ
る
に
違
い
な
い
の
だ
」
と
結
論
す
る
。
「
そ
う
で
あ
る
に
 

違
い
な
い
の
だ
」
と
い
う
語
句
に
は
、
知
的
判
断
よ
り
む
し
ろ
、
キ
プ
リ
 

ン
グ
の
描
写
を
通
じ
て
、
実
在
す
る
イ
ン
ド
人
を
想
像
、
理
解
し
た
い
と
 

い
う
書
評
者
の
欲
望
が
露
呈
し
て
い
る
。

し
か
し
、
「現
地
人
」
を
登
場
人
物
に
も
つ
す
ベ
て
の
物
語
が
評
価
さ
 

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
キ
プ
リ
ン
グ
が
イ
ン
ド
時
代
に
発
表
し
た
短
 

篇

「獣
の
し
る
し

」

c
H
h
e 

M
a
r
k

 

o
f t

h
e 

B
e
a
s
t:

18
9
0

)
は
、
ラ
ン
グ
を
 

は
じ
め
と
す
る
批
評
家
た
ち
に
、
そ
の
雰
囲
気
が
あ
ま
り
に
も
気
味
悪
い
 

と
い
う
理
由
で
酷
評
さ
れ
て
い
る
.
事
実
た
つ
た
今
引
用
し
た
ば
か
り
の
 

『ザ

•
ブ
ッ
ク
マ
ン
』
誌
の
書
評
で
さ
え
、
こ
の
物
語
を
論
じ
な
が
ら
、 

「
キ
プ
リ
ン
グ
は
、
腐
敗
し
た
死
体
、
激
し
い
苦
痛
、
飛
び
散
る
血
と
い
 

つ
た
、
ジ

ャ

ー

ナ

リス
テ
ィ
ッ
ク
な
「恐
怖
」
、
「
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
発
見
」 

に
対
す
る
病
的
な
好
み
を
ま
だ
捨
て
切
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「恐
 

怖
」
は
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
り
は
し
な
い
。
た
だ
嫌
悪
感
を
か
き
た
て
る
 

だ
け
だ
」
と
非
難
す
る
の
だ
。
し
か
し
、
「獣
の
し
る
し
」
は
、
ア
ン
グ
 

口

.イ
ン
デ
ィ
ア
ン
で
あ
る
語
り
手
と
そ
の
友
人
で
警
官
の
ス
ト
リ
ッ
ク
 

ラ
ン
ド
が
、
仲
間
を
救
う
た
め
に
や
む
を
え
ず
イ
ン
ド
人
に
対
し
て
ふ
る
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う
暴
力
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
"
だ
と
す
れ
ば
、
物
 

語
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
否
定
的
な
評
価
は
、
植
民
者
の
リ
ス
べ
ク
タ
ビ
 

リ
テ
ィ
を
規
定
、
維
持
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
あ
ら
わ
れ
と
み
な
す
こ
と
 

も
で
き
る
だ
ろ
う
。
「我
々
は
イ
ギ
リ
ス
人
と
し
て
の
自
分
を
永
久
に
汚
 

し
て
し
ま
っ
た
の
だ
」
と
い
う
語
り
手
の

('|白
は
お
ろ
か
、
物
語
そ
の
も
 

の
を
完
全
に
無
視
す
る
こ
と
で
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
の
想
像
力
は
、
植
民
地
 

に
お
け
る
異
文
化
交
渉
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
限
定
す
る
。

同
様
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
兵
士
を
主
人
公
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「兵
隊
も
 

の
」
の
作
品
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
も
ま
た
、
階
級
関
係
の
あ
る
べ
き
形
 

を
植
民
地
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
し
て
の
側
面
を
も
 

つ
。
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ゴ
ス
の
書
評
を
代
表
例
と
し
 

て
検
討
し
て
み
よ
う
。
ゴ
ス
は
、
従
来
の
小
説
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
人
兵
 

士
の
描
写
は
、
「中
身
が
な
く
て
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
、
あ
 

る
い
は
非
現
実
的
な
ま
で
に
感
傷
的
で
不
愉
快
な
も
の
」
で
あ
っ
た
と
す
 

る
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
キ
フ
リ
ン
グ
の
描
写
は
リ
ア
リ
ス
 

テ
ィ
ッ
ク
か
つ
非
感
傷
的
で
、
し
た
が
っ
て
社
会
的
「現
実
」
に
よ
り
忠
 

実
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
こ
の
「理
想
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
覲
を
 

補
強
す
る
た
め
に
、
ゴ
ス
は
キ
プ
リ
ン
グ
短
篇
の
語
り
の
構
造
に
着
目
し
、 

「作
者
は
、
三
人
の
兵
士
と
暖
か
い
友
情
を
結
ん
だ
、
ほ
と
ん
ど
無
口
の
 

若
い
文
民
の
役
を
引
き
受
け
て
い
る
」
と
主
張
す
る
。
確
か
に
、
キ
プ
リ
 

ン

グ

の

「兵
隊
も
の
」
の
短
篇
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
ほ
と
ん
ど
無
口
の
若

い
文
民
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
は
い
る
。
ま
た
、
語
り
手
を
作
者
キ
プ
リ
 

ン
ク
と
安
易
に
同
一
視
す
る
こ
の
傾
向
は
' 
何
も
ゴ
ス
に
限
ら
ず
、
ポ
ス
 

ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
.
ス

タ
デ
ィ
ズ
到
来
以
前
の
キ
プ
リ
ン
グ
研
究
に
し
ば
し
 

ば
見
受
け
ら
れ
も
す
る
。
し
か
し
大
事
な
の
は
、
物
語
世
界
と
物
語
外
世
 

界
の
こ
の
よ
う
な
混
同
に
よ
っ
て
、
キ
プ
リ
ン
グ
の
作
品
の
中
に
、
実
在
 

の
兵
士
た
ち
の
心
理
を
読
み
取
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
な
の
だ
。

同
時
に
ゴ
ス
は
、
キ
プ
リ
ン
グ
が
描
く
兵
士
た
ち
の
従
順
さ

を

強
調
す
 

る
。
「
厶
ル
ヴ
ァ
ニ
ー
と
オ
ル
セ
リ
ス
の
伝
記
作
家
」
と
し
て
の
キ
プ
リ
 

ン
グ
は
、
「英
知
あ

る

神
は
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
粗
野
で
な
ら
ず
者
の
英
 

国
人
兵
士
の
心
を
、
幼
い
子
供
の
心
と
同
じ
く
ら
い
柔
和
な
も
の
に
作
ら
 

れ
た
。
兵
士
が
、
上
官
を
信
頼
し
て
、
胸
の
悪
く
な
る
よ
う
な
厳
し
い
場
 

所
へ
も
つ
い
て
い
け
る
よ
う
に
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
や
す
や
 

す
と
納
得
さ
せ
て
い
る
と
、
ゴ
ス
は
評
価
す
る
。
高
慢
さ
丸
出
し
の
こ
の
 

文
章
は
、
実
は
キ
プ
リ
ン
グ
の
短
篇
「
兵
士
オ
ル
テ
リ
ス
の
狂
気
」

.■
The 

M
a
d
n
e
s
s

 

o
f 

P
r
i
v
a
t
e 

o
r
t
h
e
r
i
s'

,
18

S
8
)

の
一
節
を
そ
の
ま
ま
引
用
 

し
た
も
の
で
あ
り
、
ゴ
ス
の
議
論
は
あ
た
か
も
、
こ
の
物
語
が
兵
士
の
上
 

官
へ
の
従
順
さ
を
主
題
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
、
し
か
 

し
、
こ
の
短
篇
が
実
際
に
描
く
の
は
、
ホ
ー
厶
シ
ッ
ク
が
高
じ
て
、
軍
か
 

ら
の
脱
走
を
試
み
る
オ
ル
セ
リ
ス
な
の
だ
"
彼
が
軍
逃
亡
を
思
い
と
ど
ま
 

る
の
は
、
国
や
上
官
へ
の
忠
誠
か
ら
で
は
な
く
、
兵
士
と
し
て
生
き
る
よ
 

り
他
に
な
い
こ
と
を
彼
自
身
が
哀
し
く
も
自
覚
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
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植 民 地 の 「現 実 」 を規定する

ろ
が
ゴ
ス
の
引
用
は
、
軍
隊
生
活
の
非
人
間
性
を
短
篇
が
は
か
ら
ず
も
暴
 

い
て
い
る
こ

と

を

完
全
に
隠
蔽
し
て
し

ま

う

。

の
み
な
ら
ず
ゴ
ス
は
、
キ

 

プ
リ
ン
グ

の

テ

ク

ス

ト

の

「
理
想
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
強
調
す
る
こ
 

と
で
、
実
在
の
兵
士
を
も
、
命
令
に
従
順
で
帝
国
の
栄
光
に
寄
与
す
る
存
 

在
に
美
化
し
て
し

ま

う

の
だ

。

こ
れ
ま
で
議
論
し
て
き
た
よ
う
に
、
当
時
の
キ
プ
リ
ン
グ
書
評
は
、
植
 

民

地

の

あ

る

べ

き

「
現
実
」
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
営
為
で
も
あ
っ
た
と
 

す
る
な
ら
ば
、

ア
ン
グ
ロ
•
ィ
ン
デ
ィ
ア
ン
社
会
に
題
材
を
取
っ
た
作
品
 

が
総
じ
て
低
い
評
価
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
、
同
様
の
視
点
か
ら
再
検
討
 

す
る
必
要
が
生
じ
る
' 
こ
の
よ
う
な
評
価
の
典
型
的
な
»
が

『
エ
ジ
ン
 

バ
ラ
評
論
』

に
あ
ら
わ
れ
た
匿
名
の
書
評
で
あ
る
。

こ
の
書
評
は
、
「
(キ
 

フ
リ
ン
グ
は
)
確
か
に
自
在
に
姿
を
変
え
て
、
英
国
人
兵
士
や
少
年
鼓
手
 

の
心
に
入
り
こ
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
他
の
領
域
に
お
け
る
彼
の
 

人
生
経
験
は
あ
ま
り
に
も
狭
い
。
そ
の
結
果
、
召
使
い
部
屋
の
ゴ
シ
ッ
プ
 

を
盗
み
聞
き
し
て
そ
れ
を
誇
張
す
る
こ
と
で
売
っ
て
い
る
雑
誌
に
出
て
く
 

る
よ
う
な
社
会
像
を
、
現
実
と
偽
っ
て
読
者
に
押
し
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
 

る

f

と
不
満
を
述
べ
る
。
兵

士

の

描

写

が

「心
」
に
象
徴
さ
れ
る
「本
物
」 

の
文
化
的
価
値
観
を
体
現
し
て
い
る
の
に
対
し
、
彼
の
描
く
ア
ン
グ
ロ
. 

イ

ン

デ
イ
ア
ン
た
ち
は
、
ジ
ヤ
ー

ナ

リ

ス
テ
ィ
ッ
ク
で
表
面
的
な
「社
会
 

像
」

で
し
か
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
評
価
を
批
評
家
た
ち
の
先
入
観
と
し
て
の
み
片

づ
け
て
し
ま
う
こ
と
は
単
純
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
キ
ブ
リ
ン
グ
の
 

「
ア
ン
グ
ロ
 
•
イ
ン
デ
イ
ア
ン
」
も
の
の
多
く
は
コ
ミ
カ
ル
な
側
面
が
強
 

す
ぎ
て
、
文
学
と
し
て
は
い
さ
さ
か
軽
佻
な
感
じ
が
否
め
な
い
。
し
か
し
、 

「
兵
隊
も
の
」
お

よ

び

「
ィ
ン
ド
も
の
」

の

短

篇

が

そ

の

「
現
実
」
描
写
 

の
迫
真
性
ゆ
え
に
絶
賛
さ
れ
る
一
方
で
、

「
ア

ン

グ

ロ

-
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
 

も
の
」

に
対
す
る
評
価
が
著
し
く
劣
る
こ
と
の
背
後
に
は
、
単
な
る
審
美
 

的
判
断
以
上
の
何
か
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
''

こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
、
当
の
ア
ン
グ
ロ
•
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
社
会
が
、 

「
ア

ン

グ

ロ

•
ィ
ン
デ
ィ
ア
ン
も
の
」

の
作
品
群
に
対
し
て
し
ば
し
ば
強
 

く
反
発
し
て
い
た
こ
と
だ
。

ア
ン
ガ
ス
.
ウ
イ
ル
ソ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
 

よ
う
に
、
イ
ン
ド
時
代
の
キ
プ
リ
ン
グ
は
、

「
自
分
よ
り
地
位
が
上
の
も
 

の
を
も
っ
ぱ
ら
批
判
す
る
、
攻
撃
的
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
書
き
」

で
あ
る
と
 

か
、

「
傲
慢
で
自
分
の
地
位
を
わ
き
ま
え
て
い
な
い
」
な
ど
と
、
特
に
社
 

会
的
地
位
の
高
い
人
々
か
ら
し
ば
し
ば
見
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
逆
に
言
 

え
ば
、
キ

プ

リ

ン

グ

の

「
ア
ン
グ
ロ
 
•
ィ
ン
デ
ィ
ア
ン
も
の
」

の
作
品
の
 

い
く
つ
か
が
、
大
英
帝
国
の
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
批
判
と
し
て
解
釈
さ
れ
 

て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
た

と

え

ば

『高
原
平
話
集
』

に
収
め
 

ら

れ

た

短

篇

「細
菌
の
破
壊
者
」

r
>
o
e
r
m
-
D
e
s
t
r
o
y
e
r
18

8
7

)
に
は
、 

「ご
存
知
の
通
り
、
五
年
に
一
度
わ
れ
わ
れ
は
新
し
い
イ
ン
ド
総
督
を
年
 

季
奉
公
契
約
で
雇
う
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
総
督
は
自
分
の
荷
物
と
と
も
 

に
個
人
秘
書
を
輸
入
す
る
の
だ
が
、
こ

の

個

人

秘

書

が

「運
命
」

に
よ
っ
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て
実
際
の
総
督
で
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
。
「
運
命
」
が
イ
ン
ド
帝
 

国
を
運
営
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
イ
ン
ド
帝
国
は
あ
ま
り
に
も
大
き
く
 

て
手
に
負
え
な
い
か
ら
だ
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
イ
ン
ド
総
督
を
は
じ
 

め
と
す
る
官
僚
は
「年
季
奉
公
」
を
し
て
い
る
だ
け
で
、
植
民
地
経
営
の
 

基
盤
は
脆
弱
で
あ
り
' 
そ
の
意
味
で
気
紛
れ
な
「
運
命
」
の
な
す
が
ま
ま
 

で
あ
る
と
い
う
ほ
の
め
か
し
に
は
、
よ
り
よ
い
社
会
へ
の
希
求
と
表
裏

一 

体
と
な
っ
た
、
現
状
へ
の
強
い
不
満
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
 

が
っ
て
こ
の
よ
う
な
文
章
が
、
諷
刺
の
直
接
の
的
と
な
っ
た
高
級
官
僚
た
 

ち
の
神
経
を
逆
な
で
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
メ

ト

ロ

 

ポ
リ
ス
の
批
評
家
た
ち
が
、
作
品
の
未
熟
さ
を
理
由
と
し
て
「
ア
ン
グ
 

口
 
•
イ
ン
デ
イ
ア
ン
も
の
」
を
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
と
し
て
退
け
る
と
 

き
、
こ
の
よ
う
な
キ
プ
リ
ン
グ
の
社
会
批
判
は
完
全
に
抹
消
さ
れ
て
し
ま
 

う
の
だ
。

逆
説
的
な
こ
と
に
、
キ
プ
リ
ン
グ
の
社
会
批
判
が
避
け
ら
れ
、
封
じ
こ
 

め
ら
れ
て
い
く
さ
ま
は
、
「
ア
ン
グ
ロ
.
イ
ン
デ
イ
ア
ン
も
の
」

に
好
意
 

的
な
批
評
に
も
っ
と
も
顕
著
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
キ
プ
リ
ン
グ
の
第
一
 

詩

集

『お
役
所
の
短
詩
』

s

i

5

1

/ 5
/
—

-,1
8
8
6

)
に
対
す
る
ハ
 

ン
タ
ー
の
書
評
を
具
体
例
と
し
て
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
彼

は

「
キ
プ
リ
 

ン
グ
氏
は
シ
ム
ラ
に
集
ま
る
人
々
を
滑
稽
に
描
い
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
 

彼
ら
は
と
て
も
リ
ア
リ

ス

テ
イ
ツ

ク

で
あ
る
」
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。 

シ
ム
ラ
は
ヒ

マ

ラ

ヤ

山
中
に
あ
つ
た
ア
ン
グ
ロ
•
イ
ン
デ
イ
ア
ン
の
た
め

の
避
暑
地
で
、
キ
プ
リ
ン
グ
の
物
語
の
な
か
で
は
、
濃
密
な
人
間
関
係
の
 

も
と
、

つ
か
の
間
の
不
倫
関
係
が
横
行
す
る
い
さ
さ
か
い
か
が
わ
し
い
場
 

と
し
て
登
場
す
る

。

先
述
し

た

と

お

り

、

ハ
ン
タ

ー

は

「
理
想
主
義
的
リ
 

ア
リ
ズ
ム
」
を
キ
プ
リ
ン
グ
の
テ

ク

ス

ト

に

見
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、 

「彼
は
自
分
が
と
も
に
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
に
対
し
て
、 

内
心
怒
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
」
と
彼
は
自
問
自
答
す
る
に
 

至
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
キ
プ
リ
ン
グ
の
ア
ン
グ
ロ
 
•
イ
ン
デ
イ
ア
ン
た
 

ち
の
描
写
の
な
か
に
は
彼
の
社
会
批
判
的
な
異
議
申
立
て
が
あ
る
こ
と
 

に
、

ハ
ン
タ
ー
は
う
す
う
す
気
が
つ
い
て
い
る
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
 

——

い
や
、
だ
か
ら
こ
そ
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
——

、
彼
は
突
然
話
題
 

を
変
え
、
キ
プ
リ
ン
グ
が
語
る
と
い
う
「異
郷
の
熱
帯
で
の
生
活
の
辛
さ
」 

を
論
じ
は
じ
め
る
。

ほ
と
ん
ど
の
詩
に
描
か
れ
て
い
る
、
享
楽
的
で
軽
薄
な
小
社
会
の
ほ
か
 

に
、
も

う

I

つ
別
の
ア
ン
グ
ロ
.
イ
ン
デ
イ
ア
ン
社
会
が
あ
る
。
こ
の
 

社
会
は
、
そ
の
崇
高
な
目
的
と
、
個
々
人
が
努
力
す
る
こ
と
に
ほ
と
ん
 

ど
興
味
を
失
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
努
力
す
る
そ
の
堅
実
 

さ
ゆ
え
に
、
歴
史
上
例
を
見
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
の
若
き
詩
人
 

こ
そ
が
そ
の
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
つ
の
日
か
、
こ
の
崇
高
な
 

ア
ン
グ
ロ
.
イ
ン
デ
イ
ア
ン
社
会
を
あ
る
が
ま
ま
に
描
い
て
く
れ
る
作
 

家
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
い
か
に
我
慢
強
く
厳
し
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い
自
制
心
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
に
い
る
我
が
国
の
男
性
女
性
た
ち
が
、

世
界
で
も
っ
と
も
偉
大
な
英
国
の
責
務
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
か
が

明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

(中
略
)

キ
プ
リ
ン
グ
氏
は
、

ア

ン

グ

ロ

.

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
の
生
活
の
こ
の
よ
う
な
現
実
を
も
垣
間
見
せ
て
く

れ
る

◊彼
の
真
剣
な
作
品
こ
そ
が
今
後
も
っ
と
も
期
待
で
き
る
も
の
で

30)

あ

ろ

う

。

こ
こ
で
ハ
ン
タ

ー

は
、
「
ほ
と
ん
ど
の
詩
」
を
事
実
上
無
視
し
て
ま
で
も
、 

「も
う
一
つ
別
の
ア
ン
グ
ロ
 
•
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
社
会
」
を
強
調
す
る
。
こ
の
 

社
会
の
特
徴
は
、
「我
慢
強
く
厳
し
い
自
制
心
」
、

つ
ま
り
自
己
犠
牲
的
な
 

帝
国
へ
の
献
身
で
あ
る
。

こ
の
社
会
像
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
 

の
人
々
に
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
植
民
地
の
「
現
実
」

で
あ
る
と
ハ
ン
ク
 

丨

は

主
張
し
、
さ
ら
に
キ

プ
リ
ン
グ
が
今
後
描
く
べ
き
な
の
は
、
シ
ム
ラ
 

の
人
々
で
は
な
く
、

こ

の

「崇
高
な
ア
ン
グ
ロ
 
.
ィ
ン
デ
ィ
ア
ン
社
会
」 

で
あ
る
と
す
る
の
だ
。

こ
の
批
評
は
、
単
に
キ

プ
リ
ン
グ
を
植
民
地
社
会
 

の
代
弁
者
と
位
置
づ
け
る
の
み
な
ら
ず
、
そ

の

社

会

の

「
現
実
」

の
性
質
 

ま
で
限
定
す
る
。
そ

し

て

そ

の

「
現
実
」
と
は
、
帝
国
の
使
命
に
身
を
捧
 

げ
て
奉
仕
す
る
ア
ン
グ
ロ
.
イ
ン
デ
イ
ア
ン
た
ち
の
姿
に
他
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

「本
国
」

の
批
評
家
た
ち
は
、
キ
プ
リ

ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
を
植
民
地
ィ
ン
ド
の
「
現
実
」
を
忠
実
に
反
映
す
る
も
 

の
と
し
て
歓
迎
し
た
。
キ
プ
リ
ン
グ
の
作
品
そ
の
も
の
に
こ
の
よ
う
な
解
 

釈
を
招
く
要
素
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
検
討
し
て
き
 

た
数
々
の
書
評
に
は
、
許
容
さ
れ
う
る
植
民
地
表
象
と
そ
う
で
な
い
も
の
 

を
選
別
す
る
と
い
う
意
味
で
、

メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
の
文
化
が
植
民
地
の
「
現
 

実
」
を
規
定
し
て
い
く
フ
ロ
セ
ス
が
見
て
と
れ
る
。
キ
フ
リ
ン
グ
の
ロ
ン
 

ド
ン
文
壇
登
場
を
後
押
し
し
た
批
評
家
た
ち
は
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
を
特
定
 

の
観
点
か
ら
読
み
こ
む
こ
と
で
、
彼
ら
の
価
値
観
を
具
現
す
る
植
民
地
像
 

を
作
り
あ
げ
、
そ

れ

を

「現
実
」
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
文
化
的
力
学
が
働
い
て
い
た
の
は
、
何
も
百

f年
 

前
の
ィ
ギ
リ
ス
だ
け
で
は
な
い
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
す
る
今

n
に
あ
 

っ
て
、
国
境
や
言
語
の
壁
を
越
ぇ
た
文
学
の
問
題
を
扱
う
比
較
文
学
的
視
 

点
は
、
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
他
者
の
 

文
学
を
受
容
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
卜
分
に

Ü己
批
判
的
で
あ
る
必
要
が
 

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

一

八

九

?-〕
|1|1後
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
に
お
け
る
キ
 

プ
リ
ン
グ
批
評
の
あ
り
方
が
提
起
す
る
、
異
文
化
の
文
学
を
読
む
こ
と
の
 

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
は
、
そ
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
方
は
も
ち
ろ
ん
異
な
 

る
と
は
い
ぇ
、
す
ぐ
れ
て
今
日
的
な
課
題
で
も
あ
る
の
だ
。

注

(
1
)
以
下
、

「
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
」
と
い
う
用
語
を
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
用
い
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る

こ

の

語

は

、
英
語
圏
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
に
お
い
て
は
、 

「扣
H

」

と
植
民
地
の
関
係
性
を
含
意
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
 

と
が
多
く
、
こ
こ
で
も
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
い
る
。

(c-i) 
A

nn Parry. The Poetry of RudyarJ Kipling. Rousitn> the N
ation 

(B
uckingham

: O
pen U

P. 1992), P. 2.

(co) 
"N

ovels and Stories” 
The Saturday Review

 65 (1888). Rpt. in 

R
oger L

ancelyn G
reen ed.. K

ipling: the C
ritical H
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(London: R
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oore-G

ilhert. K
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ork: St. 

M
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Joseph W
eintrauh."A

ndrew
 Lang: C
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A
ndrew

 Lang, Essays in Little (London: H
enry. 1891). pp. 200-
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porary Review
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(
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そ
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キ
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リ

ン
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エ
 

ミ
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ゾ
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版
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反
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リ
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b
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こ
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メ

ア

リ
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ル
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ズ
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プ

ラ

ッ

ト

の

い

ぅ

I

オ

ー

 

ト

エ

ス

ノ

グ
ラ
フ
ィ

ー

」

の
一
種
と
し
て
、
キ
フ
リ
ン
グ
の
初
期
作
 

品
を
概
念
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
ぅ
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、 

い
ず
れ
機
会
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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