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285 癒しを与える空間を後世に遺す

癒
し
を
与
え
る
空
間
を
後
世
に
遺
す

――
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
・
ヒ
ル
著
「O

ur C
om

m
on Land

」
の
翻
訳
――

木　

村　

美　

里

《
解　

説
》

オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
・
ヒ
ル
著
の
論
文
「
私
た
ち
の
共
有
す
る
大
地
」（O

ur C
om

m
on Land

）
は
、
同
タ
イ
ト
ル
の
論
文
集
に

収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
集
の
公
刊
は
一
八
七
七
年
で
あ
る
。
ヒ
ル
の
著
書
は
少
な
く
、
論
文
集
『
ロ
ン
ド
ン
の
貧
困
者

の
住
居
』（H

om
es of the London Poor, 1875
）
と
あ
わ
せ
て
二
冊
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
で
ヒ
ル
が
執
筆
し
た
も
の
と
し
て

は
、
書
籍
に
未
収
録
と
な
っ
て
い
る
論
文
、
書
簡
お
よ
び
小
冊
子
『
ワ
ー
カ
ー
仲
間
へ
の
手
紙
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
論
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
彼
女
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
思
想
的
影
響
を
与
え
た
神
学
者
F
・
D
・
モ
ー
リ
ス
の
死
後

か
ら
五
年
が
経
過
し
、
共
有
地
保
存
協
会
へ
の
入
会
お
よ
び
先
述
の
論
文
集
『
ロ
ン
ド
ン
の
貧
困
者
の
住
居
』
の
公
刊
二
年
後

と
な
っ
て
い
る
。
一
八
七
七
年
に
お
け
る
ヒ
ル
の
活
動
と
し
て
は
、
五
月
九
日
に
国
民
保
険
協
会
で
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
と

題
す
る
論
文
を
発
表
し
て
い
る
）
1
（

。

ヒ
ル
の
私
生
活
に
お
い
て
起
こ
っ
た
主
な
出
来
事
と
し
て
は
、
婚
約
と
そ
の
解
消
、
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
と
の
不
和
、
友
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人
シ
ド
ニ
ー
・
コ
ク
レ
ル
の
死
去
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
女
に
と
っ
て
不
幸
な
こ
と
が
続
い
た
一
年
と
い
え
る
が
、
彼
女
は
そ

の
厳
し
い
状
況
の
中
で
体
調
を
崩
し
な
が
ら
も
活
動
を
継
続
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
結
果
と
し
て
、
翌
年
一
八
七
八
年
か
ら

一
八
八
〇
年
ま
で
の
三
年
間
、
病
気
療
養
の
た
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
行
す
る
に
至
っ
た
。

ヒ
ル
に
お
け
る
論
文
執
筆
ス
タ
イ
ル
の
特
徴
は
実
践
主
義
的
で
あ
る
と
同
時
に
理
想
主
義
的
視
点
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
綿
密
な
事
実
に
基
づ
き
、
道
理
に
合
っ
た
明
確
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
『
ロ
ン
ド
ン
の
貧
困
者
の
住

居
』
は
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
、
そ
の
後
英
国
、
ド
イ
ツ
で
翻
訳
さ
れ
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
論
文
が
収
録
さ
れ

た
『
私
た
ち
の
共
有
す
る
大
地
』
は
対
照
的
な
評
価
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
）
2
（

。

こ
の
論
文
は
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
に
対
す
る
彼
女
の
考
え
が
表
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
入
会
し
た
共
有
地
保
存
協
会
で
は

執
行
委
員
と
し
て
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
の
た
め
の
活
動
を
行
っ
た
。
ま
た
ヒ
ル
の
姉
が
創
設
し
、
美
の
普
及
に
努
め
た
カ
ー

ル
協
会
に
は
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
小
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
委
員
会
は
ヒ
ル
本
人
が
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
）
3
（

。

さ
ら
に
こ
の
論
文
を
執
筆
す
る
以
前
の
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
運
動
に
お
い
て
挫
折
も
経
験
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
論

文
は
ヒ
ル
が
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
運
動
の
必
要
性
・
重
要
性
を
よ
り
強
く
実
感
し
、
人
々
へ
理
解
を
促
す
た
め
の
論
文
の
一

つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
論
文
を
概
観
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
は
じ
め
に
ヒ
ル
は
読
者
に
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
に
辿
り
着
く
ま
で
の
道

の
り
を
想
起
さ
せ
る
。
例
え
ば
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
市
民
の
多
く
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
利
用
し
て
田
園
地
方
を
旅
行

し
、
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
を
訪
れ
る
か
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
旅
行
者
た
ち
が
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
で
過
ご
す
風
景

を
描
き
出
し
て
い
る
。
説
明
の
後
に
読
者
へ
「
ロ
ン
ド
ン
の
人
々
が
休
暇
や
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
な
し
で
何
を
行
な
え
る
の

か
」
と
の
問
い
を
投
げ
か
け
、
自
然
に
囲
ま
れ
た
癒
し
の
空
間
の
重
要
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

次
に
ヒ
ル
は
複
数
の
見
解
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
当
時
内
務
大
臣
で
あ
っ
た
ク
ロ
ス
氏
や
共
有
地
保
存
協
会
設
立
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の
中
心
的
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
る
シ
ョ
ウ
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
氏
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヒ
ル
は
ク
ロ
ス
内
務
大
臣
の
予
測

に
対
し
て
決
し
て
楽
観
視
し
て
い
な
い
。
論
文
の
中
の
「
囲
い
込
み
の
歴
史
と
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
の
裁
判
を
見
て
来
た

者
」
の
中
に
は
ヒ
ル
自
身
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
ヒ
ル
が
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
運
動
に
お
け
る
経
験
に
基
づ

い
て
、
現
実
を
冷
静
に
分
析
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
最
後
に
人
々
に
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
の
保
護
と
権
利
を
主
張

す
る
こ
と
を
説
く
内
容
で
結
ば
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
先
述
の
通
り
ヒ
ル
の
論
文
は
理
想
を
語
る
と
と
も
に
、
現
実
的
な
側
面
も
人
々
に
説
い
て
い
る
。
自
然

の
豊
か
さ
と
美
し
さ
を
語
る
と
と
も
に
、
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
に
関
す
る
法
律
の
現
状
を
伝
え
、
金
銭
的
利
益
と
オ
ー
プ

ン
・
ス
ペ
ー
ス
の
価
値
に
つ
い
て
の
人
間
心
理
に
も
ふ
れ
る
。
彼
女
は
国
民
ひ
と
り
ひ
と
り
の
意
識
が
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス

の
重
要
性
に
向
か
う
こ
と
を
願
い
、
ま
た
、
将
来
の
癒
し
の
空
間
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス

を
大
切
に
す
る
意
識
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
か
ら
環
境
保
全
に
取
り
組
み
、
人
々
が
生
き
て
ゆ
く
中
で
何
が
大
切
か
、
価
値
が
あ
る
か
を
見
極
め
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
私
た
ち
に
と
っ
て
、
ヒ
ル
の
思
想
が
そ
の
一
助
に
な
る
と
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
論
文
は
百
年
以
上
も

前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
人
々
の
心
に
も
届
く
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。



288

私
た
ち
の
共
有
す
る
大
地
）
4
（

　

オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
・
ヒ
ル

大
都
市
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
に
住
む
人
は
別
と
し
て
、
休
暇
を
選
べ
る
人
が
、
春
な
い
し
夏
に
あ
る
国
民
の
休
日
）
5
（

の
よ
う
な
日
を
あ
え

て
選
ぶ
こ
と
は
お
そ
ら
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
そ
の
日
に
旅
行
を
し
た
り
、
田
園
を
散
策
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
も
ま
ず
な
い
で
し
ょ

う
。
な
ぜ
な
ら
ど
の
駅
も
混
雑
し
て
い
て
、
切
符
売
り
場
に
は
人
が
殺
到
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
公
衆
の
乗
り
物
も
座
席
だ
け
で
な
く
、
す

べ
て
の
立
ち
乗
り
の
車
両
ま
で
も
が
満
員
で
す
。
多
種
多
様
な
乗
り
物
（
種
類
や
大
き
さ
の
異
な
る
ロ
バ
、
ポ
ニ
ー
ま
た
は
馬
が
引
く
バ

ン
、
カ
ー
ト
、
軽
装
二
輪
馬
車
、
ギ
グ
（
二
輪
軽
馬
車
））
で
、
ロ
ン
ド
ン
の
外
へ
と
つ
づ
く
道
路
は
何
マ
イ
ル
も
渋
滞
し
て
い
ま
す
。
も

し
埃
の
舞
う
日
な
ら
ば
、
ど
の
道
筋
も
絶
え
ず
鬱
陶
し
く
て
息
苦
し
い
塵
の
雲
で
覆
わ
れ
て
い
る
状
態
で
す
。

し
か
し
こ
の
混
雑
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
一
日
が
ど
れ
だ
け
私
た
ち
に
大
き
な
喜
び
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
悲

し
む
べ
き
こ
と
に
、
道
路
沿
い
の
パ
ブ
で
見
ら
れ
る
ひ
ど
い
光
景
、
粗
野
な
歌
、
荒
々
し
い
態
度
、
夜
の
無
謀
運
転
な
ど
の
、
一
時
の
快
楽

に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
ほ
ど
、
休
暇
の
考
え
方
や
具
体
的
な
す
ご
し
方
と
か
た
く
結
び
つ
く
も
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
結
び
つ
き
が
多
く
の

国
民
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
、
一
日
は
大
き
な
喜
び
を
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。
純
粋
で
幸
せ
な
思
い
が
こ
の
喜

び
の
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
決
ま
り
を
守
ら
な
い
者
た
ち
へ
の
取
り
締
ま
り
は
厳
し
く
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
例
え
ば
帰
宅
途
中
に
、
馬
上
勤
務
の
警
察
官
の
静
か
な
姿
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
月
明
か
り
の
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下
、
埃
の
舞
う
暗
闇
の
中
で
、
飲
酒
運
転
者
に
大
変
辛
抱
強
く
運
転
へ
の
注
意
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
最
近
地
方
で
は
、
飲
酒
に
よ
る
泥

酔
者
数
が
年
々
減
少
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
秩
序
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
識
あ
る
人
々
の
意
見
を
さ
ら
に
多
く
得
ら

れ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。
乗
り
物
の
列
が
向
か
う
先
を
た
ど
る
と
、
す
べ
て
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
行
き
着

く
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
は
、
エ
ッ
ピ
ン
グ
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ
、
ま
た
は
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
時
に
節
度
を

欠
い
て
し
ま
う
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
ど
の
場
所
も
本
当
に
幸
せ
そ
う
な
群
集
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
決
し
て
紳
士
的
で
上
品
と

は
い
え
ま
せ
ん
が
、
大
勢
の
行
楽
客
が
絶
え
ず
、
ブ
ラ
ン
コ
、
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
、
ロ
バ
、
露
店
を
囲
ん
で
い
ま
す
。
幸
せ
そ
う
な
家
族

を
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
ハ
ン
カ
チ
に
包
ま
れ
た
ピ
ク
ニ
ッ
ク
デ
ィ
ナ
ー
を
持
っ
た
父
、
母
、
子
ど
も
た
ち
を
。
ピ
ン
ク
の
紙
テ
ー
プ

を
購
入
し
て
、
誇
ら
し
げ
に
帽
子
に
つ
け
る
た
め
に
、
夢
中
に
な
っ
て
馬
車
に
寄
り
か
か
る
子
ど
も
た
ち
の
喜
び
に
ふ
れ
て
く
だ
さ
い
。
砂

や
草
の
土
手
を
に
ぎ
や
か
に
走
り
ま
わ
る
子
ど
も
た
ち
を
眺
め
て
く
だ
さ
い
。
あ
る
い
は
優
し
い
父
親
が
エ
ー
ル
）
6
（

の
ポ
ッ
ト
を
持
ち
、
小
さ

な
カ
ー
ト
で
心
地
よ
さ
そ
う
に
座
っ
て
い
る
妻
の
も
と
へ
運
ぶ
風
景
に
目
を
留
め
て
く
だ
さ
い
。
若
者
た
ち
の
荒
々
し
さ
を
ブ
ー
ツ
の
埃
が

示
し
て
い
る
よ
う
に
、
何
マ
イ
ル
も
歩
い
て
き
た
た
く
ま
し
さ
に
共
感
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
元
気
の
よ
い
誠
実
な
顔
は
、
他
愛
な
い
冗
談

を
言
い
合
い
な
が
ら
一
日
中
歩
い
て
き
た
嬉
し
さ
と
と
も
に
輝
い
て
い
ま
す
。
若
者
た
ち
は
サ
ン
ザ
シ
）
7
（

の
花
の
素
晴
ら
し
い
枝
を
意
気
揚
々

と
家
に
持
ち
帰
り
も
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
自
ら
を
誇
る
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
山
へ
登
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い
る
の
で
す
。
こ

の
よ
う
な
す
べ
て
の
人
々
に
、
休
息
の
一
日
は
純
粋
な
幸
福
を
も
た
ら
し
ま
す
。

さ
て
、
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
ロ
ン
ド
ン
の
人
々
が
こ
の
休
暇
な
し
に
、
あ
る
い
は
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス

な
し
で
何
を
行
え
る
の
か
、
と
。
ロ
ン
ド
ン
の
人
々
は
閉
鎖
さ
れ
た
部
屋
と
狭
い
道
路
に
何
週
間
も
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

休
暇
を
過
ご
す
に
も
混
雑
し
た
流
れ
の
中
で
、
家
々
の
間
や
埃
っ
ぽ
い
塀
の
間
を
何
マ
イ
ル
も
旅
を
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
突
然
彼

ら
の
前
に
混
雑
か
ら
開
放
さ
れ
た
青
い
遠
景
（
木
が
生
い
茂
っ
た
あ
る
い
は
野
生
の
共
有
地
）
の
空
間
が
広
が
り
ま
す
。
長
い
間
癒
さ
れ
な
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か
っ
た
瞳
は
、
生
い
茂
る
草
や
星
の
よ
う
な
花
々
に
よ
っ
て
再
び
喜
び
を
与
え
ら
れ
ま
す
。
一
見
す
る
と
そ
の
共
有
地
と
森
は
、
確
か
に

人
々
が
ひ
し
め
い
て
い
る
よ
う
に
映
り
ま
す
。
し
か
し
、
ロ
ン
ド
ン
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
生
命
を
感
じ
る
満
ち
足
り
た
空
間
、
解
放
さ
れ

た
空
気
、
緑
の
草
や
彩
り
な
の
で
す
。
そ
れ
ら
が
な
け
れ
ば
、
空
虚
な
場
所
と
み
な
さ
れ
か
ね
ま
せ
ん
。
ど
の
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
も
失

わ
な
い
よ
う
に
注
意
を
払
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ま
で
に
一
つ
ま
た
一
つ
と
残
さ
れ
て
き
た
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
は
、
す
べ
て
必
要
と
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。
年
々
、
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
を
保
護
し
、
増
や
す
こ
と
が
よ
り
重
要
で
あ
り
、
必
要
不
可
欠
な
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
。今

日
、
下
院
で
は
囲
い
込
み
を
規
制
す
る
法
律
案
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
ク
ロ
ス
氏
）
8
（

は
、
こ
の
案
が
法
律
と
な
っ
た
時
の
効
果
を
期
待

し
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
多
様
な
囲
い
込
み
の
歴
史
と
特
別
な
共
有
地
に
関
す
る
裁
判
を
見
て
き
た
者
た
ち
は
、
ク

ロ
ス
氏
が
述
べ
た
こ
の
法
律
の
持
つ
効
果
に
期
待
を
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
法
律
案
の
施
策
が
適
応
さ
れ
る
際
に
は
、
公
衆
に
開
放

す
る
た
め
に
共
有
地
を
管
理
す
る
よ
い
条
項
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
施
策
が
採
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
領
主
の
考
え
に
左

右
さ
れ
ま
す
。
共
有
地
の
囲
い
込
み
と
私
物
化
の
可
能
性
を
自
ら
放
棄
し
、
後
継
者
も
そ
の
可
能
性
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
わ
か
っ
て
い
な
が

ら
、
こ
の
施
策
に
従
う
よ
う
な
こ
と
が
十
中
八
九
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
素
晴
ら
し
い
条
項
で
は
あ
り
ま
す
が
、
領
主
へ
共
有
地
を
含
め
る
よ

う
に
促
す
動
機
が
存
在
し
な
い
時
、
こ
の
条
項
で
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
領
主
の
同
意
な
し
で
、
こ
の
法
案
を
有

効
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

第
二
に
、
こ
の
法
案
は
都
会
の
公
衆
衛
生
当
局
が
、
郊
外
の
す
べ
て
の
共
有
地
を
開
放
し
た
状
態
に
す
る
権
利
を
購
入
で
き
る
こ
と
、
あ

る
い
は
同
様
の
贈
り
物
を
受
け
入
れ
て
も
よ
い
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
際
、
郊
外
の
共
有
地
と
は
居
住
者
五
〇
〇
〇
人
の

町
か
ら
外
六
マ
イ
ル
以
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
共
有
地
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
民
の
休
日
の
小
旅
行
者
た
ち
が
大
都
市
か
ら
ど
れ
だ
け

遠
く
へ
出
か
け
る
の
か
は
全
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
年
々
よ
り
遠
く
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
は
認
識
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
大
都

市
か
ら
一
二
、
否
、
二
〇
マ
イ
ル
離
れ
た
共
有
地
が
、
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
貴
重
な
恩
恵
で
あ
り
、
夏
季
の
何
百
人
も
の
小
旅
行
者
に
と
っ
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て
、
安
い
列
車
に
乗
っ
て
利
用
し
や
す
い
場
所
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
問
い
ま
す
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
に
裏
庭
を

持
っ
た
こ
と
の
な
い
、
小
さ
な
店
の
従
業
員
や
仕
事
熱
心
な
事
務
員
は
、
空
間
、
光
、
空
気
そ
し
て
美
を
求
め
る
権
利
を
考
慮
し
て
も
ら
え

な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
誰
が
、
そ
の
妻
や
子
ど
も
た
ち
を
夏
に
二
週
間
田
園
地
方
へ
連
れ
て
行
こ
う
と
気
に
か
け
る
の
で
し
ょ
う

か
。
か
つ
て
開
放
さ
れ
て
い
た
森
林
、
共
有
地
、
野
原
の
あ
る
地
域
の
数
を
認
識
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
現
在
は
地
方
に
お
い
て
で
さ

え
、
歩
行
者
が
塀
の
間
を
通
っ
た
ま
っ
す
ぐ
な
道
路
を
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
野
原
や
森

が
閉
鎖
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
共
有
す
る
大
地
の
一
つ
一
つ
が
、
公
園
や
森
を
所
有
す
る
者
を
除
き
、
す
べ
て
の
階
級

の
人
々
に
と
っ
て
重
要
と
な
り
ま
す
。「
最
も
低
い
算
定
で
は
」
と
始
ま
る
共
有
地
保
存
協
会
の
報
告
書
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

ま
す
――
「
ア
ン
女
王
の
時
代
以
来
、
五
〇
〇
万
エ
ー
カ
ー
の
共
有
地
が
囲
い
込
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち
今
日
残
さ
れ
た
共
有
地
は
一
〇
〇
万

エ
ー
カ
ー
で
あ
る
」
と1
＊

。
こ
れ
ら
の
土
地
を
散
策
す
る
権
利
は
、
私
た
ち
人
間
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
恩
恵
な
の
で
す
。
こ
の
権
利
は
年

数
の
経
過
に
従
う
ご
と
に
、
よ
り
価
値
あ
る
貴
重
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
慣
習
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
法
的
権
利
と
し
て
、
土
地
を
散
策

す
る
権
利
を
認
識
し
、
こ
れ
が
奪
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
弁
護
士
や
政
治
家
に
問
う
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
ル
フ
ェ
ー
ブ

ル
氏
）
9
（

は
タ
イ
ム
ズ
紙
へ
宛
て
た
手
紙
で
こ
の
こ
と
を
提
案
し
ま
し
た
。
彼
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
ま
す
。

共
有
地
を
使
用
し
、
享
受
す
る
国
民
の
権
利
（
何
世
紀
も
行
使
し
て
き
た
）
は
、
法
律
に
よ
っ
て
明
白
に
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。
も
っ
と
も
こ
の
問
題
へ
の
反
対
意
見
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
驚
く
の
だ
が
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
律
は
緑
地
に
対

す
る
村
の
権
利
を
ほ
ぼ
認
め
て
お
り
、
娯
楽
を
行
う
な
ど
を
根
拠
に
そ
の
よ
う
な
権
利
の
確
立
を
許
可
す
る
。
け
れ
ど
も
ま

だ
、
大
都
市
と
共
有
地
、
村
と
緑
地
の
間
の
類
比
関
係
を
認
め
て
い
な
い
。
た
と
え
、
こ
の
類
比
が
完
璧
な
も
の
で
あ
っ
た
と

し
て
も
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
有
地
を
開
放
し
て
お
く
手
段
と
し
て
法
的
理
論
が
正
し
い
な
ら
ば
、
現
在
大
変
賞
賛
さ
れ
る
い

く
つ
か
の
共
有
地
権
は
、
何
世
紀
も
前
の
慣
習
の
中
に
存
在
し
た
。
長
年
に
わ
た
り
法
的
根
拠
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
裁
判
所



292

は
つ
い
に
慣
習
が
権
利
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
慣
習
は
本
質
的
に
改
め
ら
れ
た
。
す
な
わ

ち
人
間
が
牧
草
地
を
共
有
地
へ
と
変
え
て
、
牛
、
羊
ま
た
は
豚
か
ら
そ
の
土
地
を
奪
い
、
芝
生
を
食
べ
る
代
わ
り
に
す
り
減
ら

す
。
私
は
法
律
、
ま
た
は
法
廷
が
遅
す
ぎ
て
動
け
な
い
の
な
ら
ば
、
議
会
が
こ
の
移
行
を
認
識
し
、
こ
の
慣
習
を
法
律
化
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
共
有
地
は
元
来
、
領
主
よ
り
も
そ
の
地
域
の
居
住
者
た
ち
に
帰
属
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
政
府
の
理

論
や
そ
の
後
の
変
革
――
英
国
不
動
産
法
）
10
（

――
は
、
あ
る
程
度
ま
で
概
略
で
判
例
の
事
実
と
権
利
が
重
な
り
合
う
。
第
一
に
、

領
地
の
所
有
者
は
領
主
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
多
く
の
責
任
を
伴
っ
た
一
定
の
特
権
を
与
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
こ
れ
ら
の

責
任
を
徐
々
に
取
り
除
き
、
ほ
ぼ
公
的
信
託
同
然
の
土
地
へ
と
転
換
す
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
考
慮
が
裁
判
所
の
範
囲
を
超
え
る

な
ら
ば
、
国
会
に
お
い
て
適
し
て
い
る
。
そ
こ
で
一
つ
の
手
段
が
講
じ
ら
れ
た
。
公
衆
た
め
に
共
有
地
を
購
入
す
る
必
要
は
な

い
が
、
存
在
す
る
囲
い
込
み
か
ら
共
有
地
を
保
護
す
る
に
十
分
な
方
法
を
証
明
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
今
日
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
共
有
地
を
公
的
に
利
用
す
る
人
々
が
、
こ
の
共
有
地
保
護
の
方
法
を
つ
く
る
権
利
を
主
張
し
て
い
る

こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
思
う
に
、
議
会
は
法
的
権
利
と
し
て
こ
の
利
用
者
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

も
し
議
会
が
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
氏
の
提
案
を
行
う
な
ら
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
の
共
有
地
が
す
べ
て
開
放
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
町
の
近
郊
に
お
い
て
で
さ
え
、
共
有
地
を
利
用
す
る
権
利
は
維

持
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
砂
利
を
運
び
芝
生
を
刈
り
取
る
権
利
、
あ
る
い
は
牧
草
地
の
権
利
に
影
響
す
る
法
的
事
柄
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き

た
の
で
す
。
対
象
と
な
る
権
利
が
守
ら
れ
る
な
ら
ば
、
申
し
分
な
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
公
共
政
策
を
行
う
上
で
の
広
大
な
土
地
が
、
健
康

と
娯
楽
の
た
め
に
国
民
の
良
心
よ
っ
て
保
護
を
支
持
さ
れ
、
そ
の
権
利
の
み
が
対
象
と
な
る
の
で
す
。
時
代
遅
れ
で
ほ
ぼ
無
価
値
に
等
し
い

慣
習
へ
の
擁
護
は
ほ
と
ん
ど
留
意
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
も
し
使
用
す
る
こ
と
で
獲
得
し
た
権
利
が
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
法
律
の
実
質

的
根
拠
に
お
い
て
擁
護
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
大
変
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
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国
会
議
員
や
法
律
家
た
ち
が
表
明
し
た
見
解
に
つ
い
て
言
及
し
て
き
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
現
在
国
会
で
議
論
し
て
い
る
法
案
に
定
め
ら
れ

た
法
律
の
施
策
を
用
い
る
機
会
は
、
ほ
ぼ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
主
張
で
す
。
こ
れ
は
共
有
地
の
三
分
の
二
を
所
有
す
る
者
の
同
意
を
必
要
と

す
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
領
主
が
持
つ
拒
否
権
ゆ
え
に
行
使
さ
れ
な
い
の
で
す
。
議
員
や
法
律
家
た
ち
は
こ
う
も
言
い
ま
す
。（
そ
し
て

法
案
を
読
む
と
二
つ
の
主
張
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。）
ク
ロ
ス
氏
が
こ
の
法
令
の
規
制
対
象
外
と
な
る
囲
い
込
み
も
す
べ
て
禁
止

す
る
条
項
を
追
加
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
法
案
の
可
決
後
に
も
、
旧
法
令
な
い
し
法
的
権
利
を
伴
わ
な
い
高
圧
的
な
囲
い
込

み
が
続
く
だ
ろ
う
、
と
。
空
間
を
利
用
す
る
公
衆
と
等
し
く
、
自
治
的
な
団
体
の
権
利
が
違
法
の
囲
い
込
み
に
対
し
て
反
対
の
声
を
持
つ
と

認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
地
方
の
共
有
地
に
ど
の
よ
う
な
運
命
が
あ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
権
力
的
な
地
主
の
思
う
ま
ま
と
な
っ
て
い
る

農
業
労
働
者
た
ち
は
、
多
く
の
場
合
に
解
雇
さ
れ
た
り
、
権
利
を
即
撤
回
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
農
業
労
働
者
は
法
律

を
知
ら
ず
、
そ
れ
を
助
言
し
て
く
れ
る
者
も
い
ま
せ
ん
。
訴
訟
理
由
を
申
し
立
て
た
り
、
高
額
訴
訟
に
金
銭
を
費
や
し
た
り
も
し
ま
せ
ん
。

先
に
引
用
し
た
同
じ
手
紙
の
中
で
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
氏
は
述
べ
て
い
ま
す
。「
私
は
農
業
労
働
者
に
、
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
を
お
願
い
し

た
い
。
ま
ず
国
会
が
許
可
し
て
い
な
い
囲
い
込
み
の
す
べ
て
が
明
ら
か
に
違
法
で
あ
る
と
申
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
公
共
心
の
あ
る

個
人
と
公
的
機
関
に
囲
い
込
み
の
調
停
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
人
が
自
ら
の
力
で
告
訴
す
る
必
要
性
を
取
り
除
く
こ
と
で
あ
る
。

他
方
で
領
主
に
は
、
自
身
の
権
利
を
正
確
に
立
証
す
る
こ
と
を
課
す
だ
ろ
う
」
と
。

そ
し
て
単
な
る
金
銭
的
補
償
の
事
柄
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
み
な
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
地
方
の
市
民
一
世
代
の
短
慮
な
強
欲
で
、
未
来

の
大
き
な
財
産
が
失
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。
こ
の
危
険
性
は
今
に
も
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら

ば
私
た
ち
は
皆
、
金
銭
的
価
値
を
ま
る
で
唯
一
で
真
の
価
値
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
貧
し
い

人
々
が
、
子
孫
が
被
る
変
化
よ
り
も
自
分
自
身
へ
の
即
時
的
な
金
銭
価
値
に
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
に
、
疑
問
を
抱
け
る
で
し
ょ
う
か
。
先

を
見
す
え
る
べ
き
者
た
ち
は
、
未
来
の
人
々
へ
の
財
産
が
手
放
さ
れ
て
ゆ
く
様
を
た
だ
傍
観
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
富
裕
層
と
彼
ら
の
独
断

で
選
ば
れ
た
受
益
者
が
ク
リ
ス
マ
ス
に
数
個
の
石
炭
を
与
え
る
と
い
う
行
為
が
、
ま
た
た
く
間
に
親
切
な
施
し
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
多
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く
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
施
し
が
共
有
地
権
に
代
わ
っ
て
盲
目
的
に
農
場
労
働
者
へ
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
は
こ

の
施
し
の
効
果
が
有
益
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
数
少
な
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
土
地
の
共
有
地
権
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
を
望
む
べ
き
な
の
で

し
ょ
う
か
。
芝
生
や
ハ
リ
エ
ニ
シ
ダ
を
刈
る
こ
と
を
命
じ
る
領
主
の
名
目
上
の
責
任
問
題
は
、
領
主
の
許
可
な
し
で
行
え
る
権
利
が
失
わ
れ

て
ゆ
く
こ
と
で
徐
々
に
認
識
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
富
裕
層
や
権
力
者
た
ち
の
影
響
は
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
な
の
で
、
こ
の
影
響
が
徐
々
に

強
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
放
っ
て
お
く
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
土
地
の
四
分
の
一
が
わ
ず
か
七
一
〇
名
の
人
々
に
よ
っ
て

所
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
納
得
し
、
土
壌
の
共
通
相
続
権
を
奪
わ
れ
た
場
所
を
た
だ
静
か
に
眺
め
、
傍
観
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
農

場
や
私
有
地
は
大
き
さ
で
減
少
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
思
う
に
、
ヨ
ー
マ
ン
（
自
作
農
）
階
級
が
急
速
に
消
滅
へ
と
む
か
っ
て
い
る

の
で
す
。
小
規
模
な
借
地
に
お
い
て
、
自
国
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
土
地
を
共
有
す
る
感
性
が
消
え
去
る
の
で
し
ょ
う
か
。
個
人
で
小
さ
な
土
地

を
所
有
す
る
よ
り
も
、
空
間
を
共
有
し
て
所
有
す
る
感
覚
の
ほ
う
が
、
国
民
に
と
っ
て
よ
り
健
康
的
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
確

か
に
現
在
は
、
こ
の
ほ
う
が
よ
り
実
現
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ロ
ウ
エ
ル）11
（

氏
は
、
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
何
が
自
由
で
あ

り
、
所
有
す
る
も
の
す
べ
て
の
中
で
何
が
も
っ
と
も
大
切
で
あ
る
か
を
、
私
た
ち
に
語
っ
て
い
ま
す
。

与
え
ら
れ
る
贈
り
物
は
天
の
み
で
あ
る

お
そ
ら
く
望
め
ば
得
ら
れ
る
の
は
神
の
み
で
あ
る

豊
か
な
夏
は
、
ど
の
よ
う
な
金
銭
的
価
値
を
も
つ
け
ら
れ
な
い

そ
し
て
六
月
の
美
景
は
最
も
貧
し
き
来
訪
者
も
求
め
れ
ば
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
）
12
（

　

ヒ
ュ
ー
・
ミ
ラ
ー）13
（

氏
も
大
地
を
散
策
す
る
権
利
が
、
自
然
へ
の
愛
情
や
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
愛
国
心
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
と
指
摘

し
て
い
ま
す
。
彼
は
初
め
て
エ
ジ
ン
バ
ラ
へ
訪
問
し
た
際
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。「
私
は
い
つ
も
の
喜
び
に
ふ
れ
る
た
め
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に
夕
方
の
散
歩
へ
と
出
か
け
た
。
し
か
し
そ
こ
で
囲
い
込
ま
れ
た
土
地
と
不
法
侵
入
法
が
厳
格
に
施
行
さ
れ
、
深
刻
な
障
害
物
と
成
り
果
て

た
塀
を
見
つ
け
た
。
た
い
て
い
の
場
合
、
原
生
で
開
放
的
な
田
園
に
比
べ
る
と
、
開
拓
さ
れ
た
田
園
は
好
ま
れ
な
い
と
納
得
で
き
る
。
た
だ

し
所
有
権
の
権
利
に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
に
も
等
し
く
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
開
か
れ
た
田
園
に
は
所
有
者
だ
け
で
な
く
、
公
衆
に
も
帰
属

し
て
い
る
と
い
う
重
要
な
概
念
が
あ
る
。
こ
の
概
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
心
情
と
理
解
は
、
農
業
労
働
者
と
貴
族
に
す
べ
て
等
し
く
自
由
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
開
拓
さ
れ
厳
重
に
囲
い
込
ま
れ
た
田
園
は
、
通
常
す
べ
て
の
権
利
が
所
有
者
の
み
に
帰
属
す
る
。
法
律

と
立
憲
的
な
特
権
が
確
定
し
た
土
地
を
愛
す
る
よ
り
も
、
自
然
を
享
受
す
る
中
で
丘
陵
、
川
、
緑
地
の
風
景
と
し
て
国
を
愛
す
る
こ
と
の
ほ

う
が
単
純
明
快
に
思
わ
れ
る
が
、
公
正
な
社
会
制
度
と
平
等
な
法
律
の
国
に
お
い
て
真
の
愛
国
心
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
が
不
思
議
と
い
う
よ

り
も
悔
や
ま
れ
る
。
こ
の
国
の
土
地
で
は
原
生
の
広
々
と
し
た
田
園
よ
り
も
、
埃
っ
ぽ
い
大
き
な
道
路
を
遺
す
こ
と
が
も
っ
ぱ
ら
妥
当
と

さ
れ
て
い
る
。
大
衆
の
心
と
愛
情
に
は
土
地
を
包
み
込
む
自
由
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
社
会
制
度
の
ほ
う
が
中
途
半
端
で
不
完
全
で
あ
る
」

と
。
少
な
く
と
も
国
民
の
う
ち
の
一
人
は
、
そ
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。
ミ
ラ
ー
氏
が
評
価
し
た
よ
う
に
、
公
正
な
法
律
ま
た
は
親
し
ま

れ
愛
さ
れ
る
風
景
の
相
対
的
価
値
を
評
価
す
る
か
ど
う
か
、
彼
の
言
葉
に
深
い
真
実
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。

ま
だ
時
間
は
あ
り
ま
す
が
、
政
府
へ
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
共
通
遺
産
と
い
え
る
、
囲
い
込
ま
れ
て
い
な
い
小
さ
な
土
地
が
、
こ
の
法
案
の
下

を
除
き
今
後
は
囲
い
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
進
言
し
ま
し
ょ
う
。
簡
潔
に
こ
の
こ
と
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
一
つ
一
つ
の
計
画
が
議
会

の
委
員
会
へ
提
出
さ
れ
、
そ
の
利
点
に
つ
い
て
熟
考
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
充
分
妥
当
な
要
求
で
す
。
こ
れ
以
下
で
は
満
足
し
な
い
よ
う
に
し
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。
も
し
法
案
が
改
正
さ
れ
ず
に
通
過
し
て

も
、
こ
の
法
案
の
結
果
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
気
を
つ
け
る
べ
き
で
す
。



296

　
　
　

原
注

＊
1
（
原
注
）
囲
い
込
ま
れ
ず
残
さ
れ
た
土
地
の
面
積
と
共
有
権
の
問
題
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
一
八
七
四
年
の
囲
い
込
み

委
員
会
（Inclosure C

om
issioners

）
の
報
告
書
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
約
二
六
〇
万
エ
ー
カ
ー
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

地
方
自
治
体
が
用
意
し
た
最
近
の
土
地
所
有
者
の
申
告
で
は
、
囲
い
込
ま
れ
て
い
な
い
土
地
が
一
五
〇
万
エ
ー
カ
ー
以
上
減
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

訳
注
（
解
説
含
む
）

（
1
） 

井
上
洋
子
「
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
・
ヒ
ル
の
生
涯
（
四
）」、『
精
華
女
子
短
期
大
学
紀
要
』（
精
華
女
子
短
期
大
学
、
一
九
九
五
年
）、
七
〇
頁
。

（
2
） R

obert W
helan, O

ctavia H
ill and the Social H

ousing D
ebate., London: T

he IE
A

 H
ealth and W

elfare U
nit, 1998, p. 135.

（
3
） 『
英
国
住
宅
物
語
――
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
の
創
設
者
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
・
ヒ
ル
伝
』
中
島
明
子
監
修
・
解
説
、
平
弘
明
・
松
本
茂
訳
（
日
本
経

済
評
論
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
二
五
八
頁
。

（
4
） 

本
論
文
は
同
タ
イ
ト
ル
の
論
文
集
（O

ctavia H
ill, O

ur C
om

m
on Land

（London, M
acm

illan and C
o.

）, 1877

）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
本
論
文
の
他
に
は
、
八
本
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
5
） 

原
文
で
は
バ
ン
ク
ホ
リ
デ
ー
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
バ
ン
ク
ホ
リ
デ
ー
と
は
、
英
国
民
に
お
け
る
国
民
の
休
日
で
あ
り
、
銀
行
が
休
み
と
な
る

こ
と
に
由
来
す
る
。

（
6
） 

ビ
ー
ル
の
一
種
。
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（
7
） 

バ
ラ
科
の
落
葉
小
低
木
。

（
8
） R

ichard A
ssheton C

ross

（1823

―1914

）,  

内
務
大
臣
。

（
9
） Shaw

 Lefevre

（1831

―1928

）,  

の
ち
の
エ
ヴ
ァ
ズ
リ
ー
卿
。
一
八
八
三
年
農
業
保
有
地
法
の
起
草
者
。
田
代
正
一
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
土
地

所
有
の
近
代
化
と
地
主
制
の
形
成
」『
鹿
児
島
大
学
農
学
部
学
術
報
告
』（
二
〇
〇
七
年
）、
四
五
頁
。

（
10
） 

原
文
で
はE

nglish R
eal Property Law

 

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
11
） Jam

es R
ussell Low

ell

（1819

―1891

）,  

ア
メ
リ
カ
ロ
マ
ン
ス
主
義
の
詩
人
、
批
評
家
、
外
交
官
。

（
12
） Jam

es R
ussell Low

ell , “V
ision of Sir Launfal ” in W

illiam
 Sw

inton, Studies in E
nglish Literature, A

m
erican B

ook C
om

pany

（N
ew

 

York, 1908

）, p. 581.  
こ
の
詩
の
邦
訳
に
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
ウ
ィ
ン
ト
ン
著
、
岡
村
愛
蔵
訳
註
『
須
因
頓
氏
英
文
学
詳
解
』（
興
文
社
、

一
九
一
一
年
）
が
あ
る
。
こ
の
文
献
は
対
訳
と
な
っ
て
お
り
、
引
用
箇
所
の
翻
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
然
る
に
無
代
で
興
へ
ら
る
ゝ
も
の

は
唯
是
れ
天
恵
の
み
。
請
ふ
て
而
し
て
興
へ
ら
る
ゝ
も
の
は
唯
是
れ
天
恵
の
み
。
百
花
爛
漫
樹
木
青
々
た
る
初
夏
の
景
を
楽
し
む
に
何
等
も
價

を
拂
ふ
を
要
せ
ず
。
六
月
の
景
は
最
も
貧
し
き
も
の
も
之
を
求
め
れ
ば
得
ら
る
べ
し
。」
ス
ウ
ィ
ン
ト
ン
・
岡
村
、
前
掲
書
、 

四
七
〇
―
四
七
一

頁
。

（
13
） H

ugh M
iller

（1802

―1856

）,  

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
地
質
学
者
。

（
14
） 

原
文
で
は trespass-law

 

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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