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ラ
ス
キ
ン
（
一
八
一
九―

一
九
〇
〇
）
は
、
生
存
中
の
言
動
に
対

す
る
イ
ギ
リ
ス
で
の
絶
大
な
人
気
や
支
持
、
美
術
や
ト
ル
ス
ト
イ
や

プ
ル
ー
ス
ト
な
ど
の
文
芸
や
ガ
ン
ジ
ー
の
独
立
思
想
へ
の
影
響
な

ど
、
そ
の
影
響
力
は
圧
倒
的
な
も
の
で
し
た
。
多
少
遅
れ
て
や
っ
て

き
た
漱
石
や
内
村
鑑
三
や
宮
沢
賢
治
ほ
か
の
、
明
治
以
降
の
日
本
人

知
識
人
た
ち
へ
の
ラ
ス
キ
ン
の
影
響
力
も
考
え
る
と
、
ラ
ス
キ
ン
は

ち
ょ
っ
と
無
視
で
き
な
い
存
在
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
多
く
の
国
民

の
支
持
を
得
て
一
世
を
風
靡
し
た
評
論
家
で
す
が
、
あ
る
時
期
か
ら

誰
も
が
忘
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
不
思
議
な
立
ち
位
置
の
人

物
で
す
。 

ラ
ス
キ
ン
自
身
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た

か
の
よ
う
で
す
が
、
次
の
時
代
を
担
っ
た
多
く

の
人
々
に
ラ
ス
キ
ン
の
影
響
は
色
濃
く
反
映
さ

れ
て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
「
ラ
ス
キ
ン
」
に
一
度
焦
点
を
当
て

て
み
て
、
当
時
の
西
洋
（
特
に
英
国
）
の
時
代

背
景
を
簡
単
に
お
さ
ら
い
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。 

 

こ
の
時
期
、
大
英
帝
国
は
ビ
ク
ト
リ
ア
朝
を
迎
え
、
産
業
革
命
に

よ
る
資
本
主
義
の
発
展=

商
品
生
産
と
、
植
民
地
か
ら
の
収
奪
で
帝

国
主
義
の
栄
華
を
極
め
て
い
る
時
で
す
。
栄
華
の
背
後
に
は
工
場
の

ス
モ
ッ
グ
や
過
酷
な
労
働
者
が
生
ま
れ
、
大
き
な
時
代
転
換
期
の
期

待
と
不
安
が
イ
ギ
リ
ス
に
渦
巻
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
一
歩
先
ん
じ

た
世
界
盟
主
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
、
ド
イ
ツ
あ

た
り
が
そ
の
独
走
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
期
で
す
。
漱
石
が

称
賛
し
た
日
英
同
盟
も
こ
の
時
期
の
こ
と
で
す
。 

 

「
蒲
田
モ
ダ
ン
研
究
会
」
で
は
こ
の
後
、
ラ
ス
キ
ン
の
下
に
結
集

し
た
若
手
画
家
集
団
「
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
」
や
、
そ
の
思
想
か
ら
独

自
の
運
動
を
展
開
し
た
ウ
イ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
「
ア
ー
ツ
・
ア
ン

ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
」
や
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
、
ア
ー

ル
ヌ
ー
ボ
ー
や
ア
ー
ル
デ
コ
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
至
る
ま
で
の
系
譜
、

ま
た
社
会
福
祉
や
田
園
都
市
構
想
ま
で
の
報
告
を
し
ま
し
た
が
、
本

稿
は
ラ
ス
キ
ン
に
と
ど
め
て
お
き
ま
す
。 

 

 

ラ
ス
キ
ン
が
理
想
と
し
た
労
働
観 

 

ラ
ス
キ
ン
は
著
作
『
ヴ
ェ
ネ
チ
ィ
ア
の
石
』
第
二
巻
、
第
六
章
『
ゴ

シ
ッ
ク
の
本
質
』
の
中
で
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
建

築
作
業
に
携
わ
っ
た
中
世
の
石
工
た
ち
の
思
い
を
、
建
築
物
に
対
応

さ
せ
な
が
ら
「
建
築
者
に
属
す
る
本
質
」
と
し
て
、
好
意
的
に
評
価

し
「
中
世
の
職
人
が
享
受
し
て
い
た
労
働
の
自
由
」
に
ま
で
言
及
し

近
代
（
モ
ダ
ン
）
資
本
主
義
前
期
に 

咲
い
た
大
輪
の
花
ラ
ス
キ
ン 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廣
瀬 

達
志 
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ま
し
た
。 

 

そ
し
て
ラ
ス
キ
ン
は
こ
の
中
世
ゴ
シ
ッ
ク
の
美
と
対
照
す
る
こ
と

に
よ
り
、（
ラ
ス
キ
ン
が
生
き
て
い
る
）
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
装

飾
美
術
が
自
賛
す
る
完
全
性
を
、
む
し
ろ
解
放
さ
れ
た
は
ず
の
労
働

者
が
（
産
業
革
命
の
結
果
）
強
い
ら
れ
て
い
る
苛
烈
な
奴
隷
労
働
の

象
徴
と
見
做
し
て
い
ま
す
。 

 

ラ
ス
キ
ン
の
時
代
は
産
業
革
命
以
来
、
大
量
生
産
が
実
現
し
、
中

産
階
級
が
生
ま
れ
始
め
た
時
代
で
す
。
産
業
労
働
者
は
機
械
の
一
部

と
し
て
分
業
に
よ
る
労
働
を
要
求
さ
れ
、
こ
の
時
期
は
ま
だ
「
労
働

者
の
権
利
」
も
確
立
し
て
い
な
い
「
奴
隷
労
働
」
と
見
ら
れ
て
い
た

時
期
で
す
。
こ
の
労
働
者
の
置
か
れ
た
現
状
を
、
カ
ー
ラ
イ
ル
、
ラ

ス
キ
ン
や
マ
ル
ク
ス
、
社
会
主
義
者
、
キ
リ
ス
ト
教
会
指
導
者
ほ
か

の
多
く
の
知
識
人
は
問
題
視
し
て
い
ま
す
。 

 

特
に
、
ラ
ス
キ
ン
が
労
働
の
自
由
や
喜
び
に
着
目
し
た
こ
と
は
、

産
業
革
命
以
降
の
「
労
働
か
ら
の
疎
外
」
に
対
し
て
の
回
答
で
も
あ

り
、
こ
の
後
、
こ
の
視
点
か
ら
の
経
済
学
批
判
に
発
展
し
て
い
き
ま

す
。 

 

ラ
ス
キ
ン
の
時
代
へ
の
批
判 

ラ
ス
キ
ン
は
「
美
」
の
生
産
と
い
う
立
ち
位
置
か
ら
出
発
し
、
ア

ダ
ム
ス
ミ
ス
の
古
典
派
経
済
学
を
継
承
す
る
リ
カ
ー
ド
、
ミ
ル
の
経

済
学
に
対
し
て
批
判
を
し
ま
す
。
労
働
者
の
現
状
に
対
し
て
あ
ま
り

に
も
楽
観
的
な
「
神
の
見
え
ざ
る
手
に
よ
っ
て
市
場
は
均
衡
を
保
つ
」

と
い
う
放
任
主
義
＝
市
場
原
理
主
義
の
理
論
に
対
し
て
、「
そ
れ
は

学
問
・
科
学
で
は
な
い
」
と
噛
み
つ
き
ま
す
。 

特
に
ミ
ル
は
「
経
済
学
は
科
学
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
た
の
で
、

「
普
遍
性
の
あ
る
科
学
な
ら
、
現
在
（
一
九
世
紀
）
の
貧
困
や
労
働

者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
か
ら
派
生
す
る
恐
慌
で
『
生
』
そ
の
も
の
が
危
機

的
な
状
況
な
の
に
、
科
学
の
法
則
や
原
理
に
よ
っ
て
解
明
し
、
そ
の

解
決
策
を
な
ぜ
示
せ
な
い
ん
だ
」
と
批
判
し
ま
す
。 

ま
た
、
ラ
ス
キ
ン
は
古
典
経
済
学
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
人
間
観

「
貪
欲
と
進
歩
へ
の
欲
望
は
不
変
。
利
己
的
動
機
に
よ
っ
て
の
み
行

動
す
る
人
間
」
に
つ
い
て
は
、
基
本
が
間
違
っ
て
い
る
、
人
間
は
利

害
だ
け
で
動
く
も
の
じ
ゃ
な
い
と
否
定
し
ま
す
。 

ミ
ル
は
、「
良
心
・
情
愛
」
な
ど
は
枝
葉
で
あ
り
、
人
間
の
本
質
は

「
利
害
・
損
得
」
だ
と
規
定
し
ま
す
。 

当
初
、
ラ
ス
キ
ン
の
時
代
へ
の
警
鐘
を
多
く
の
人
々
は
善
意
の
象

徴
と
し
て
受
け
止
め
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
資
本
主
義
の
欲
望
に

打
ち
勝
て
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
多
く
の
人
間
が
ミ
ル
に

賛
同
し
ま
す
。
な
ぜ
、
ミ
ル
に
賛
同
し
た
か
と
い
う
と
、
今
ま
で
道

徳
的
に
（
宗
教
的
に
も
）
了
解
し
て
い
た
「
他
者
へ
の
憐
み
」
や
「
環

境
や
周
囲
へ
の
良
心
的
配
慮
」
な
ど
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
利
益
追

求
を
す
る
言
い
訳
を
手
に
入
れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
開
き
直
っ
た
様

に
「
こ
れ
は
人
間
の
本
質
な
の
だ
か
ら
、
遠
慮
な
ど
い
ら
な
い
。
他

者
は
蹴
落
と
し
て
も
い
い
ん
だ
」
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
「
古
典
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経
済
学
と
い
う
免
罪
符
」
を
時
代
は
手
に
入
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

ラ
ス
キ
ン
は
工
場
の
煤
煙
に
よ
る
大
気
汚
染
、
爆
発
的
な
人
口
流

入
に
よ
る
ロ
ン
ド
ン
の
破
壊
に
対
し
て
、
私
財
を
拠
出
し
セ
ン
ト
・

ジ
ョ
ー
ジ
基
金
を
設
立
し
て
環
境
保
全
運
動
を
始
め
ま
す
。（
こ
れ

が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ト
ラ
ス
ト
運
動
の
は
じ
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。）
こ
の
後
、
ラ
ス
キ
ン
は
更
に
多
額
の
私
財
を
投
げ
打
っ
て
、

労
働
者
救
済
シ
ス
テ
ム
を
作
ろ
う
と
、
情
愛
に
基
づ
く
協
同
組
合
＝

セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ギ
ル
ド
を
立
ち
上
げ
て
、
東
奔
西
走
し
ま
す

が
結
局
は
失
敗
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
湖
水
地
方
の
田
舎
町
に
引
っ
こ
み

余
生
を
送
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

実
は
ミ
ル
は
ラ
ス
キ
ン
か
ら
の
批
判
の
本
質
を
理
解
し
て
い
た
よ

う
で
す
が
、
表
立
っ
て
反
論
せ
ず
に
無
視
し
て
い
ま
す
。（
ミ
ル
は

「
自
分
た
ち
以
外
の
人
間
で
解
っ
て
い
る
の
は
ラ
ス
キ
ン
だ
け
だ
」

と
発
言
し
て
い
ま
す
。） 

 

イ
ギ
リ
ス
の
近
代
＝
モ
ダ
ン
の
到
来
に
批
判
的
に
対
応
し
た
ラ

ス
キ
ン
か
ら
は
多
く
の
知
識
人
が
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
彼
ら
は

決
し
て
ラ
ス
キ
ン
を
そ
っ
く
り
踏
襲
し
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

近
代
＝
モ
ダ
ン
へ
の
懐
疑
的
な
視
点
や
、
克
服
す
べ
き
問
題
点
は
そ

れ
ぞ
れ
が
継
承
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
継
承
者
た
ち
の
真
摯
な
姿
勢

は
、
近
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
今
も
な
お
私
た
ち
の
課
題
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

注
）
写
真
は
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
よ
り
転
載
し
ま
し
た
。 


