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文
明
は
部
分
的
に
輸
出
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
い
う
の
が
ト
イ
ソ
ピ
ー

の
歴
史
観
の
主
要
な
テ
ー
ゼ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
文
明
の
中
核
が
宗
教
で

あ
る
と
い
ぅ
考
え
が
そ
の
板
柾
に
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
十
六

世
紀
に
初
ま
る
西
欧
人
の
大
洋
航
海
に
よ
っ
て
、
彼
等
は
先
ず
そ
の
文
明
を
中

核
た
る
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
と
し
て
所
謂
「
後
進
国
j
に
輸
田
し
よ
う
と
試
み

た
。
然
し
こ
れ
が
失
敗
に
終
っ
た
こ
と
を
悟
る
や
、
彼
等
ゼ
」
の
中
核
を
ぬ
き

去
っ
た
科
学
技
術
文
明
の
み
の
輸
出
に
力
を
注
ぎ
、
「
後
進
国
」
の
欧
化
主
義

者
の
歓
迎
を
う
け
た
の
で
あ
る
。
然
し
彼
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
的

中
核
を
も
た
ぬ
技
術
文
明
は
原
子
核
を
離
れ
た
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
の
生
せ
し
め
る

連
鎖
反
応
の
如
き
致
命
的
な
破
壊
力
を
も
っ
て
い
る
。
西
欧
文
明
白
か
ら
の
世

俗
化
と
並
行
し
て
、
否
一
層
加
速
度
的
に
、
「
後
進
国
」
の
伝
統
が
技
術
文
明
に

破
壊
さ
れ
、
渾
頓
と
不
安
の
状
態
に
陥
っ
た
大
き
な
原
因
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ

っ
た
こ
と
は
、
、
今
日
で
は
も
は
や
常
識
と
な
っ
た
見
方
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
わ

が
国
が
そ
の
例
に
洩
れ
ね
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
状
態
か
ら

わ
が
国
を
救
出
す
る
原
理
と
し
て
、
知
識
階
級
に
よ
っ
て
表
面
上
最
も
有
力
に

主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
そ
の

∵

、

∴

反
面
、
強
力
な
芦
と
し
て
は
現
わ
れ
な
い
な
が
ら
も
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
対
す
る

危
惧
と
反
撥
も
、
根
強
く
わ
が
国
の
知
識
人
に
よ
っ
て
懐
か
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
抑
々
彼
等
イ
ソ
チ
リ
の
教
養
は
西
欧
の
そ
れ
で
あ
り
、

西
欧
の
思
想
界
や
社
会
の
状
態
が
彼
等
に
と
っ
て
は
た
だ
に
他
山
の
石
た
る

に
止
ま
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
事
実
フ
ラ
ン
ス
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
は
先
端
的
イ
ン
テ

リ
が
猫
も
し
ゃ
く
L
も
謳
歌
渇
仰
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
西
欧
に
お

け
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
現
状
と
か
、
東
独
か
ら
失
業
を
覚
悟
で
酉
ベ
ル
リ
ソ

地
区
に
多
数
の
難
良
が
逃
げ
こ
む
と
い
っ
た
社
会
状
態
等
は
、
少
く
と
も
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
無
視
さ
れ
て
い
る
に
近
い
。
と
こ
ろ
や
こ
の
辺
か
ら

少
し
づ
つ
英
文
学
の
領
域
に
話
を
も
ち
込
む
と
す
る
な
ら
ば
、
三
十
年
代
の
青

年
作
家
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
フ
ロ
イ
ド
に
よ
る
救
済
策
が

何
等
見
る
べ
き
成
果
を
生
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
勿
論
こ
の
両
者
が
、
英
国
社
会
に
何
等
の
貢
献
す
る
所
が
な
か
っ
た
と

か
、
跡
形
も
な
く
消
失
し
た
と
云
う
の
で
は
な
い
。
然
し
今
日
の
不
安
と
絶
望

を
と
く
鍵
と
し
て
の
役
割
は
、
こ
の
二
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か

で
あ
ろ
う
。
(
英
国
の
社
会
主
義
は
マ
ル
ク
シ
ガ
ム
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
筆

者
は
考
え
て
い
る
。
)
筆
者
浅
学
韮
才
の
上
に
怠
慢
と
来
て
い
る
の
で
、
或
い
は

見
当
違
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
ど
う
も
そ
う
と
し
か
思
え
な
い
。
こ
れ
に
反
し

て
キ
リ
ス
ト
教
は
日
々
そ
の
カ
を
失
い
乍
ら
も
、
未
だ
に
余
命
を
保
ち
、
エ
リ

オ
ッ
ト
、
ウ
ォ
ー
、
グ
リ
ー
ソ
等
の
作
家
の
中
に
生
き
た
力
と
し
て
働
い
て
い



る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
こ
の
点
を
無
視
す
る
こ
と
は
重
大
な
怠
慢
と

云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

然
し
此
処
で
問
題
と
な
っ
て
来
る
の
は
、
伝
統
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
西
欧
文

明
を
科
学
主
義
と
世
俗
化
に
由
来
す
る
崩
壊
か
ら
救
わ
ん
が
為
に
主
張
さ
れ
て

い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
や
ヵ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
所
詮
わ
れ
わ
れ
の
伝
統
で
は

な
い
。
エ
リ
オ
ッ
ト
の
説
く
伝
統
主
義
や
文
化
論
に
共
鳴
す
れ
ば
す
る
輿
わ

れ
わ
れ
極
東
文
明
の
端
に
つ
ら
な
る
異
教
の
末
裔
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
わ
れ

わ
れ
を
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
身
を
投
ず
る
こ
と
を
妨
げ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
と
言
っ
て
今
日
の
わ
れ
わ
れ
は
、
極
東
文
明
の
伝
統

に
立
ち
か
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ
ら
如
何
に
な
す
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
.
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は
、
こ
の
点
に
関
し
て
一
つ
の

手
掛
り
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
そ
の
理
由
を
挙
げ
て
み

よ
う
。そ

の
前
に
一
寸
蛇
足
を
加
え
さ
せ
て
戴
き
た
い
。
著
者
が
ケ
当
フ
リ
ッ
ジ
大

学
の
英
文
学
教
授
で
あ
り
そ
の
三
部
作
と
も
言
う
べ
き
「
十
七
世
紀
の
背
景
」

「
十
八
世
紀
の
背
景
」
及
び
「
十
九
世
紀
研
究
」
が
近
世
英
国
思
想
史
の
優
れ

た
解
説
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
-
過

去
と
現
在
」
は
一
寸
毛
色
が
変
っ
て
い
る
。
元
来
文
明
思
潮
史
を
得
意
と
す
る

著
者
が
宗
教
の
分
野
に
足
を
ふ
み
入
れ
る
こ
と
は
こ
と
さ
ら
異
と
す
る
に
た
ら
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ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
本
書
は
初
め
ヶ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
神
学
部
教
授
会
の
依
頼
で

行
わ
れ
た
公
開
講
義
で
あ
っ
た
た
め
に
、
場
所
柄
、
著
者
は
大
分
気
が
ひ
け
た

ら
し
い
。
畑
違
い
の
学
問
に
つ
い
て
そ
の
道
の
専
門
家
の
前
で
語
る
こ
と
は
、

誰
し
も
気
お
く
れ
を
感
ず
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ウ
イ
レ
t
を
し
て
敢
え
て
こ
の

冒
険
を
試
み
し
め
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
国
境
近
く
に
住
み
、
田
来
る
な
ら

ば
国
境
線
を
越
え
て
キ
リ
ス
ト
の
国
に
入
り
た
い
と
憧
れ
て
い
る
多
く
の
近
代

人
の
芦
を
代
表
す
る
と
い
ぅ
点
に
、
彼
が
彼
な
り
の
「
ク
レ
ド
」
を
表
明
す
る

資
格
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
老
慮
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
が
何
ら
か
の
教

会
に
属
す
る
確
固
た
る
信
者
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
正
統
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
の

友
人
た
ち
か
ら
、
そ
の
思
想
の
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
二
三
の
点
を
指
摘
さ
れ
た

こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
実
も
卒
直
に
告
白
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

有
難
い
の
は
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
。
戌
程
彼
自
身
は
や
せ
て
も
枯
れ
て
も
缶

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
立
つ
社
会
に
属
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
伝
統
が
昔
日
の

面
影
を
止
め
ぬ
点
に
お
い
て
は
、
「
後
進
国
」
の
伝
統
の
衰
微
と
程
度
の
差
し

か
な
い
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
し
著
者
は
役
目
か
ら
の
「
ク
レ
ド
」
を
開
明
す
る

に
当
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
そ
の
瀕
に
ま
で
遡
り
、
簡
単
乍
ら
キ
リ
ス
ト
教
思

想
の
発
端
と
そ
の
変
遷
、
そ
し
て
そ
れ
等
を
賞
く
一
筋
の
核
心
的
な
本
質
を
、

歴
史
的
に
あ
と
づ
け
る
必
要
を
感
じ
た
。
読
者
は
彼
と
共
に
感
じ
、
彼
と
共
に

考
え
つ
つ
、
西
欧
二
千
年
の
宗
教
思
想
の
伝
統
の
大
観
を
会
得
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
公
開
講
義
の
性
質
上
、
こ
の
大
仕
事
が
平
易
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な

一
八
九



き
れ
て
い
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
更
に
有
難
い
こ
と
で
あ
る
。

前
音
き
が
長
く
な
っ
た
が
次
に
簡
単
に
そ
の
内
琴
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
恐

ら
く
七
回
に
な
さ
れ
た
講
義
が
、
殆
ど
語
ら
れ
た
ま
ま
収
録
さ
れ
て
七
草
を
な

し
て
い
る
。
第
二
軍
の
序
論
で
彼
自
か
ら
の
立
場
と
全
体
の
概
観
を
述
べ
た
後
、

原
始
キ
リ
ス
ト
教
時
代
に
つ
い
可
の
次
章
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
下
か
ら
上

へ
の
運
動
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
上
か
ら
下
へ
、
神
か
ら
入
園
L
へ
の
働
き
等

に
つ
い
て
語
り
、
第
三
章
「
信
仰
の
時
代
」
に
お
い
′
て
は
、
中
世
の
ス
コ
ラ
哲

学
と
そ
の
主
要
な
学
者
、
及
び
附
説
と
し
て
実
念
論
と
唯
名
論
に
つ
い
て
述
べ

る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
神
秘
思
想
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
論
じ
た
第
四
章
か
ら
、

著
者
の
得
意
と
す
る
十
七
世
紀
以
後
の
思
想
史
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ

れ
の
興
味
を
ま
た
深
く
な
る
。
こ
こ
で
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
元
来
キ
リ
ス
ト

教
の
産
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
近
代
科
学
の
始
祖
た
ち
の
意
図
が
、
本
来

は
全
く
キ
リ
ス
ト
教
の
擁
護
に
あ
っ
た
点
等
が
説
か
れ
て
い
る
。
然
る
に
ベ
イ

コ
ン
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
斯
る
キ
リ
ス
ト
教
的
意
図
が
十
八
世
紀
の
「
自
然
」
を

中
心
課
題
と
す
る
理
神
論
の
時
代
に
入
る
や
、
科
学
は
漸
く
宗
教
か
ら
離
反
せ

ん
と
す
る
本
性
を
現
わ
す
に
至
る
経
緯
が
第
五
章
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
は

オ
ネ
ス
ト
.
_
ウ
L
r

十
九
世
紀
の
所
謂
「
誠
実
な
慣
凝
」
に
つ
い
て
の
】
章
で
、
不
可
知
論
者
の
代
表

と
し
て
ハ
ク
ス
レ
ー
と
レ
オ
リ
・
ス
テ
ィ
ヴ
ソ
が
論
じ
ら
れ
た
後
に
い
よ
い
よ

最
後
の
現
代
を
論
じ
た
第
七
章
に
入
る
。
こ
の
章
が
実
に
本
書
の
生
命
で
あ
り
.

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
興
味
の
中
心
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
と

一
九
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て
も
そ
の
論
旨
を
要
約
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
只
ご
く
表
面
的
に
次
の
諸
点

だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ウ
ィ
レ
t
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
は

も
は
や
科
学
と
の
間
に
衝
突
を
お
こ
す
よ
う
な
も
の
は
も
っ
て
い
な
い
。
近
世

に
入
っ
て
科
学
の
攻
撃
の
矢
面
に
立
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
本
来
宗
教
の
領
域

に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
宗
教
の
実
体
乃
至
は
そ
の
一
部
と
考

え
ら
れ
て
い
た
附
随
物
を
次
々
と
は
ぎ
と
ら
れ
、
専
ら
守
勢
に
立
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
然
る
に
今
日
で
は
宗
教
は
も
は
や
科
学
の
攻
撃
に
対
し
て
安
全
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
守
勢
か
ら
転
じ
て
攻
勢
に
移
っ
た
。
こ
の
様
な
境
位
に
キ
リ

ス
ト
教
を
も
た
ら
し
た
思
想
家
と
し
て
、
彼
は
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
の
二
人
を
あ
げ
る
。
こ
の
二
人
の
カ
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
今
日
教

義
の
関
東
か
ら
人
間
在
有
の
開
題
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
を
に
至
っ
た
。
こ
の
点

が
実
に
太
書
の
核
心
を
な
す
見
解
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
多
く
の
問
題
が
あ
り
、

ウ
ィ
レ
ー
自
身
も
ま
た
聞
題
の
余
地
を
認
め
て
い
る
。
然
し
彼
の
主
張
が
甚

だ
謙
譲
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
の
論
旨
の
カ
を
そ
ぐ
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
問
題
が
ウ
ィ
レ
l
と
い
う
一
人
の
人
間
の
塑
輿
領
域
に
持
ち
こ
ま
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
批
判
の
余
地
を
謙
譲
に
認
め
な
が
ら
も
、
彼
の

立
場
が
揺
ぎ
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
に
と

っ
て
は
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
と
な
る
に
は
何
を
信
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
て
「
如
何
に
し
て
自
分
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
れ
る
か
」
と
い
う

こ
と
が
開
題
と
な
る
。
自
己
自
身
を
知
り
、
罪
を
悔
い
、
同
胞
を
愛
し
て
新
し



い
生
活
に
入
る
と
い
▼
ぅ
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
第
一
歩
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で

は
あ
る
が
絶
対
に
欠
く
こ
と
の
出
来
ぬ
一
歩
で
あ
る
。
こ
れ
な
く
し
て
信
仰
を

論
ず
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
こ
の
点
に
立
帰
る
こ
と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト

教
は
再
び
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
如
く
、
教
義
や
命
題
に
対
す
る
同
意
か
ら
で
は

な
く
、
悔
い
改
め
と
再
生
か
ら
出
発
す
る
本
来
の
姿
に
戻
る
の
で
あ
る
。
キ
リ

ス
ト
教
的
な
生
活
の
全
き
実
践
者
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
傾
倒
、
キ
リ
ス
ト

教
的
実
践
の
強
調
は
、
筆
者
に
ふ
と
「
カ
ラ
マ
㌧
ソ
ア
の
兄
弟
」
の
中
の
僧
正

ゾ
シ
マ
の
言
葉
を
思
い
出
さ
せ
た
。
只
今
訳
書
が
手
も
と
に
な
い
の
で
確
実
で

は
な
い
が
、
如
何
に
し
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
な
る
べ
き
か
と
い
ぅ
質
間
に
対
し

て
、
彼
は
ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
的
行
為
を
実
践
す
る
こ
と
を
す
す
め
、
信
仰
は
お
の

ず
か
ら
こ
れ
に
従
う
で
あ
ろ
う
と
い
ぅ
意
味
の
こ
と
を
答
え
て
い
た
と
思
う
。

最
後
に
も
う
一
つ
だ
け
附
加
え
さ
せ
て
戴
き
た
い
。
そ
れ
は
ウ
ィ
レ
t
の
こ

の
謂
わ
ば
「
護
教
諭
」
が
、
近
代
科
学
が
現
代
の
不
安
と
滞
頓
を
解
決
す
る
こ

と
に
失
放
し
た
が
故
に
、
そ
れ
見
た
こ
と
か
と
キ
リ
ス
ト
教
の
効
能
を
の
べ
立

て
る
が
如
き
安
易
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
的
科
学
思
想

と
宗
教
と
の
相
克
に
お
い
て
、
領
土
を
譲
っ
た
の
は
常
に
宗
教
の
側
で
あ
っ
た
。

宗
教
は
た
と
え
ば
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
.
.
C
r
e
d
O
q
u
i
a
a
b
s
u
r
・

d
u
m
=
と
い
う
最
後
の
一
線
に
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
か
え
っ

て
そ
の
た
め
に
、
脈
々
た
る
生
命
を
も
っ
て
蘇
っ
た
の
で
あ
る
と
ウ
ィ
レ
ト
は

考
え
る
。
今
日
の
キ
リ
ズ
ト
教
が
、
本
質
的
に
己
に
属
さ
な
か
っ
た
も
の
を
他

新

刊

紹

介

の
領
域
に
委
ね
た
と
い
う
こ
と
は
、
信
者
の
心
が
や
せ
衰
え
た
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
深
く
豊
か
に
、
過
去
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
人
間
の

精
神
的
労
作
を
坂
入
れ
、
何
物
を
も
失
わ
ず
に
生
長
し
て
来
た
こ
と
を
意
味
す

る
こ
と
が
、
こ
の
一
巻
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
た
だ
最
後

の
二
三
真
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
多
少
の
不
安
の
念
が
生
ず
る
。
ウ
ィ
レ
t
は

宗
教
が
理
性
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
点
は
充
分
に
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ

し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
ヨ
y
S
t
e
r
y
は
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
が
m
i
r
a
c
-
e
l

マ
リ
ア
の
処
女
受
胎
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
等
I
を
そ
の
ま
ま
信
ず
る
こ
と
を

躊
躇
す
る
。
異
教
徒
の
わ
れ
わ
れ
に
は
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
も
し
ょ
う
が
、

筆
者
と
し
て
は
最
後
に
、
こ
れ
が
神
の
国
に
入
る
著
者
の
蹟
き
と
な
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
心
か
ら
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。
-
川
田
周
雄

C
.
D
a
y
L
e
w
i
s
‥
さ
冒
し
ぷ
良
計

ゝ
、
ミ
.
へ
「
.

著
者
が
一
九
四
六
年
に
ケ
ソ
ブ
リ
ヅ
ヂ
で
行
っ
た
ク
ラ
ー
ク
、
レ
ク
チ
ュ
ア

t
で
あ
る
。
六
章
よ
り
成
り
、
イ
メ
ジ
の
問
題
に
つ
い
て
軽
々
の
角
度
よ
り
考

察
し
、
同
時
に
四
世
紀
に
わ
た
る
英
詩
の
中
よ
り
博
く
引
用
し
て
具
体
的
に
詳

細
な
説
明
を
加
へ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
詩
的
表
現
の
中
心
を
な
す
イ
メ
ジ
の
開

題
に
関
し
て
詳
述
し
た
有
益
に
し
て
極
め
て
興
味
の
深
い
書
物
で
あ
る
。
ま
ず

一
九
一




