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【
要
約
】
　
一
六
世
紀
の
「
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
再
征
服
」
の
過
程
で
生
じ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
「
植
民
」
を
、
同
時
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

人
の
海
外
進
出
、
と
り
わ
け
大
西
洋
北
米
方
面
進
出
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
視
点
に
立
っ
た
研
究
が
、
近
年
、
本
格
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
儒
学

に
よ
れ
ば
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ギ
は
北
米
「
新
世
界
」
と
同
様
の
性
格
を
も
つ
植
民
地
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
中
世
の
「
ア
ソ
ジ
ュ
帝
国
」

の
遺
産
と
い
う
側
面
を
も
も
っ
て
い
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
い
わ
ば
「
旧
き
「
新
世
界
」
」
で
あ
っ
た
。
　
一
六
世
紀
後
半
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
入
植
し
た
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
人
は
、
北
米
よ
り
も
よ
ほ
ど
複
雑
な
社
会
的
、
政
治
的
環
境
に
遭
遇
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
か
れ
ら
は
そ
の
環
境
を
ど

う
捉
え
、
い
か
に
対
応
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
、
　
五
八
○
年
代
の
「
マ
ン
ス
タ
植
民
」
で
の
「
植
民
請
負
人
」
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
詩
人
の
エ
ド

マ
ン
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
現
状
管
見
』
を
手
掛
か
り
に
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
六
巻
二
号
　
一
九
九
三
年
三
月
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は
　
じ
　
め
　
に

一
六
世
紀
、
よ
り
正
確
に
は
一
五
四
〇
年
代
以
降
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
は
、
名
囲
的
に
は
全
島
の
宗
主
で
あ
り
な
が
ら
、
実

質
的
に
は
ダ
ブ
リ
ン
周
辺
の
限
ら
れ
た
地
域
（
「
ペ
イ
ル
」
と
呼
ば
れ
た
）
に
し
か
支
配
の
及
ん
で
い
な
か
っ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
自
己

の
一
元
的
支
配
の
確
立
に
む
け
て
茨
の
道
を
歩
き
出
す
。
い
わ
ゆ
る
「
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
再
征
服
」
で
あ
る
。
そ
の
前
に
立
ち

塞
が
っ
た
の
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
土
着
の
ガ
ー
リ
ッ
ク
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
有
力
氏
族
勢
力
な
ら
び
に
、
一
二
世
紀
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
渡
っ
て
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い
た
ア
ン
グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ソ
の
末
畜
で
あ
る
ア
ン
グ
ロ
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
の
大
諸
侯
と
い
っ
た
独
立
的
な
地
域
権
力
で
あ
っ
た
。

　
当
初
、
す
な
わ
ち
一
五
四
〇
年
頃
か
ら
一
五
五
〇
年
代
半
ば
頃
に
か
け
て
は
、
王
権
（
総
督
府
）
側
は
個
別
的
な
交
渉
を
通
じ
て
、
ゲ
…
リ
ッ

ク
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
、
ア
ン
グ
ロ
・
ア
イ
リ
ヅ
シ
ュ
を
問
わ
ず
地
域
権
力
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
テ
ユ
ー
ダ
朝
へ
の
従
属
を
説
得
し
、
と
く
に
ガ
ー

リ
ッ
ク
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
氏
族
に
対
し
て
は
、
王
家
へ
の
臣
従
を
促
す
と
と
も
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
・
慣
行
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
風
の
生
活

様
式
を
漸
次
、
受
容
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
平
和
的
手
段
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
「
改
革
」
1
1
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
化
」
を
め
ざ
し
た
と
い

っ
て
よ
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
短
い
期
間
で
は
な
か
な
か
成
果
の
上
が
ら
な
い
こ
の
方
法
に
し
び
れ
を
切
ら
し
た
王
権
側
は
、
一
五
五
〇
年
代
半
ば
以
降
、
軍

事
力
を
前
面
に
押
し
立
て
て
、
地
域
権
力
に
従
属
を
強
要
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
や
り
方
は
い
た
ず
ら
に
地
域
権
力
側
の
反
発
を

買
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
伝
統
的
に
ダ
ブ
リ
ン
総
督
府
と
の
関
係
が
良
好
で
あ
っ
た
「
ペ
イ
ル
」
の
中
小
貴
族
・
ジ
ェ

ン
ト
リ
層
も
遠
ざ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
軍
事
力
偏
重
路
線
が
か
れ
ら
に
は
過
大
な
重
税
・
軍
需
物
資
の
強
制
微
発
と
な

っ
て
ふ
り
か
か
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
既
存
の
諸
勢
力
の
い
ず
れ
を
も
い
わ
ば
敵
に
回
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
テ
ユ
ー
ダ
i
朝
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
鎮
撫
な
ら
び
に
「
改
革
」
の
新
た
な
手
段
と
し
て
導
入
し
た
の
が
「
植
民
」
℃
ご
馨
㊤
賦
8
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
軍
事
的
反
抗
勢
力
か

ら
暴
力
的
に
土
地
を
収
奪
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
を
植
民
し
、
そ
の
「
入
植
地
」
を
「
改
革
」
1
1
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
化
」
の
拠
点
と
し
ょ
う
と
し

　
　
　
　
①

た
の
で
あ
る
。

　
民
族
主
義
的
領
向
の
色
濃
か
っ
た
か
つ
て
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
史
学
が
、
こ
の
政
策
を
「
清
掃
と
植
民
扁
の
名
の
も
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
に
対
す
る
か
ず
か
ず
の
悪
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
否
定
的
に
と
ら
え
た
の
も
致
し
方
な
い
こ
と
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
見
方
に
は
そ
う
し
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
価
値
観
を
歴
史
に
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
以
外
に
も
、
方
法
論
的
な
限
界
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
史
を
も
っ
ぱ
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
関
係
の
み
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
独
立
の
過
程
と
し
て
し
か
見
な
い
と
い
う
限
界
で
あ
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る
。　

こ
う
し
た
限
界
は
、
一
九
四
〇
年
代
以
降
に
な
っ
て
よ
う
や
く
打
破
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
一
六
世
紀
後
半
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
植

民
を
、
同
時
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
海
外
（
ヨ
；
ロ
ッ
パ
外
）
進
出
、
な
か
で
も
西
方
（
大
亟
洋
方
薗
）
進
出
の
一
環
と
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う

研
究
の
視
座
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
植
民
を
北
米
新
世
界
植
民
の
先
駆
と
見
よ
う
と
い
う
の
が
そ
の
見
方
だ
と
い

っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
視
座
で
の
研
究
を
本
格
的
に
開
始
し
た
の
が
ク
イ
ン
U
．
切
甲
の
彦
舅
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
継
承
、
発
展
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

か
た
ち
で
現
在
で
も
積
極
的
に
成
果
を
あ
げ
て
い
る
の
が
キ
ャ
ニ
ー
客
O
ρ
言
団
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
主
に
政
治
史
・
行
政
史
の
立
場
か
ら
こ
の
時
期
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
む
し
ろ
同
質
性
に
重
点
を
置
く
研
究
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

か
ら
の
こ
う
し
た
見
方
に
対
す
る
批
判
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
キ
ャ
ニ
ー
自
身
も
認
識
し
て
い
る
と
お
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
た
ん
な
る
「
新

世
界
」
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
遅
く
と
も
一
二
世
紀
以
来
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
関
係
を
も
ち
続
け
て

き
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
中
世
「
ア
ン
ジ
ュ
帝
国
」
の
一
部
を
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
テ
ユ
ー
ダ
…
朝
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
再
征
服
レ
が

「
再
征
服
」
で
あ
っ
た
の
は
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
か
か
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
入
植
し
て
い
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
－
既
存
の
ア
ン

グ
ロ
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
が
「
オ
…
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
偏
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
「
ニ
ュ
…
・
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュ
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
一
が
、
一
方
で
は
北
米
と
共
通
し
つ
つ
も
、
他
方
で
北
米
と
は
お
よ
そ
異
な
る
社
会
的
、
政
治
的
環
境
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

遭
遇
し
、
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
で
は
、
入
植
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
は
い
っ
た
い
、
こ
の
「
旧
き
「
新
世
界
」
」
と
で
も
い
う

べ
き
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
社
会
的
、
政
治
的
環
境
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
対
応
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
こ
れ
を
、
当
時
の
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ジ

ッ
シ
ュ
」
の
一
人
が
書
き
残
し
た
政
治
論
を
手
掛
か
り
に
窺
っ
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。
そ
の
人
物
と
は
エ
ド
マ
ン
ド
・

ス
ペ
ソ
サ
…
。
「
神
仙
女
王
」
な
ど
の
作
者
と
し
て
、
我
が
国
で
は
も
っ
ぱ
ら
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
大
詩
人
と
し
て
の
名
声
の
み
高
い
と
思
わ
れ

る
が
、
か
れ
に
は
「
植
民
扁
に
乗
じ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
新
地
主
、
そ
し
て
政
治
思
想
家
と
し
て
の
側
面
も
有
し
て
い
た
。
か
れ
が
残
し
た
『
ア
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⑤

イ
ル
ラ
ン
ド
の
現
状
管
見
』
か
ら
は
、
＝
ハ
世
紀
末
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
時
間
的
・
空
間
的
場
に
お
か
れ
た
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ジ
ッ
シ

ご
全
体
に
共
通
す
る
危
機
が
読
み
取
り
う
る
。
と
同
時
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
や
は
り
イ
ギ
リ
ス
帝
国
植
民
地
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
か
つ
、

い
さ
さ
か
特
異
な
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①
　
以
上
「
テ
ユ
ー
ダ
i
朝
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
再
征
服
」
の
過
程
で
、
そ
の
手
段
と

　
し
て
の
「
植
民
」
が
登
場
し
て
く
る
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
は
、
拙

　
稿
「
瞬
き
「
新
世
界
」
1
　
六
世
紀
後
半
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
入
卜
者
に
と
つ

　
て
の
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
ー
」
、
『
大
阪
経
大
論
集
』
、
弟
閥
二
巻
第
五
号
、
一
九
九

　
相
年
、
｝
霊
九
頁
を
み
よ
。

②
　
ク
イ
ン
、
キ
ャ
ニ
ー
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
、
脚
注
①
お
よ
び

　
②
を
み
よ
。

③
　
キ
ャ
ニ
ー
に
よ
る
と
、
エ
リ
ス
ω
曜
国
謀
。
。
や
レ
イ
ン
ジ
ャ
ー
↓
’
影
雪
σ
Q
窪
、
ブ

ス
ペ
ン
サ
ー
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

　
ラ
デ
ィ
○
し
箒
罠
。
鷺
が
そ
の
代
表
的
な
研
究
者
で
あ
る
。
O
p
言
ざ
ミ
薦
§
ミ

　
ミ
ミ
○
ミ
ミ
ミ
h
ぴ
、
ミ
§
ミ
§
蝋
ミ
惑
、
ミ
ミ
鳥
§
ミ
犠
℃
嵐
ま
O
I
嵩
8
㌧
一
㊤
Q
Q
o
。
■
℃
ワ

　
の
1
一
一
．

④
　
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
前
掲
拙
稿
を
み
よ
。

⑤
　
本
稿
で
は
、
　
レ
ン
ゥ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
校
訂
版
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
用
い
た
。

　
ノ
＜
．
野
菊
。
ヨ
’
㌫
鼻
（
o
α
．
ソ
、
心
ミ
恥
§
ミ
ζ
ミ
、
鳶
鴇
ミ
¢
、
ミ
魅
ミ
、
｝
、
ミ
ミ
ミ
9
・

　
肉
ミ
ミ
“
ミ
ぜ
量
§
e
お
刈
P
（
以
下
、
臥
ミ
馬
建
と
略
す
）

　
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
随
一
の
詩
人
ス
ペ
ン
サ
ー
が
、
い
か
に
し
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
新
地
主
と
な
り
、
あ
ま
っ
さ
え
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
現
状
管

見
』
を
著
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
本
章
で
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
経
歴
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
か
か
わ
る
限
り
に
お
い
て
、
ご
く
簡
単
に
確
認
し

て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
一
五
五
二
年
頃
、
財
ン
ド
ソ
に
生
ま
れ
た
エ
ド
マ
ン
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
に
は
、
も
と
も
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
の
か
か
わ
り
は
何
も
な
か
っ
た
。

そ
の
一
族
の
本
来
の
在
所
は
ラ
ン
カ
シ
ア
に
あ
っ
た
し
、
エ
ド
マ
ン
ド
の
父
、
ジ
ョ
ン
は
ロ
ン
ド
ン
の
一
介
の
仕
立
て
職
人
に
す
ぎ
な
い
。
エ

ド
マ
ン
ド
自
身
、
ロ
ン
ド
ン
の
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
テ
イ
ラ
ー
ズ
・
ス
ク
…
ル
を
出
て
、
ケ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
進
学
し
、
一
五
七
六
年
文
学
修

士
を
取
得
し
て
大
学
を
離
れ
る
ま
で
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
は
無
縁
の
入
生
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
大
学
時
代
の
友
人
の
つ
て
で
レ
ス
タ

ー
伯
の
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
に
入
る
と
、
伯
の
使
い
で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
形
跡
も
あ
る
が
、
ス
ペ
ン
サ
ー
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
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と
の
深
い
関
係
は
、
レ
ス
タ
ー
伯
の
口
添
え
で
、
一
五
八
○
年
七
月
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
総
督
に
任
命
さ
れ
た
グ
レ
イ
・
ド
ゥ
？
ウ
ィ
ル
ト
ン
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

爵
ア
ー
サ
ー
・
グ
レ
イ
の
私
設
秘
書
と
な
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　
グ
レ
イ
が
総
督
と
し
て
赴
任
し
た
と
き
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
混
乱
の
極
み
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
南
部
の
マ
ン
ス
タ
地
方
で
は
、
前
年
に
始

ま
っ
た
ア
ソ
グ
ロ
・
ア
イ
リ
ヅ
シ
ュ
の
大
諸
侯
、
デ
ズ
マ
ソ
ド
伯
の
反
乱
の
最
中
で
あ
っ
た
う
え
に
、
ダ
ブ
リ
ン
総
督
府
の
お
膝
下
の
「
ペ
イ

ル
」
内
部
で
も
、
対
抗
宗
教
改
革
の
影
響
を
受
け
た
若
い
熱
烈
な
カ
ト
リ
ヅ
ク
の
ボ
ル
テ
ィ
ン
グ
ラ
ス
男
爵
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ユ
ー
ス
タ
ス
の
蜂

起
が
発
生
す
る
。
「
ペ
イ
ル
」
支
配
層
は
総
じ
て
こ
れ
に
は
冷
淡
で
あ
っ
た
が
、
オ
バ
ー
ソ
族
や
オ
モ
ア
族
と
い
っ
た
「
ペ
イ
ル
」
外
の
レ
ソ

ス
タ
地
方
の
氏
族
、
オ
ニ
ー
ル
族
や
オ
ド
ン
ネ
ル
族
と
い
っ
た
ア
ル
ス
タ
地
方
の
有
力
皇
族
な
ど
反
総
督
府
的
な
ガ
ー
リ
ッ
ク
・
ア
イ
リ
ッ
シ

ュ
諸
勢
力
が
呼
応
し
て
、
軍
事
的
行
動
を
活
発
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
混
乱
に
対
す
る
グ
レ
イ
の
態
度
は
き
わ
め
て
強
権
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
マ
ン
ス
タ
で
は
反
乱
に
対
し
あ
く
ま
で
も
完
全
な
軍
事
的
鎮
圧
を
追
及
し
よ
う
と
し
、
そ
の
経
過
の
な
か
で
、
「
ス
マ
ウ
ィ
ッ
ク

の
大
虐
殺
」
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
反
乱
軍
を
支
援
す
べ
く
大
陸
か
ら
到
着
し
な
が
ら
、
ケ
リ
州
デ
ィ
ン
プ
ル
半
島
の
ス
マ
ウ
ィ

ッ
ク
に
孤
立
し
て
し
ま
い
、
総
督
府
軍
に
降
伏
し
た
イ
タ
リ
ア
人
と
ス
ペ
イ
ン
人
の
混
成
部
隊
六
〇
〇
兵
ほ
ど
を
、
グ
レ
イ
が
皆
殺
し
に
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
ま
た
、
ボ
ル
テ
ィ
ン
グ
ラ
ス
の
蜂
起
に
た
い
し
て
も
、
「
ペ
イ
ル
」
全
体
に
カ
ト
リ
ヅ
ク
の
陰
謀
が
広
ま
っ

て
い
る
と
思
い
込
み
、
過
剰
反
応
し
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ル
テ
ィ
ン
グ
ラ
ス
以
外
に
も
「
ペ
イ
ル
偏
の
お
も
だ
っ
た
ジ
ェ
ン
ト
リ
ニ
O

名
ほ
ど
を
即
決
裁
判
に
か
け
処
刑
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
サ
セ
ッ
ク
ス
伯
や
サ
ー
・
ヘ
ン
リ
・
シ
ド
ニ
ー
の
総
督
時
代
に
苛
酷
な
税
負
担

や
物
資
の
強
制
徴
発
の
ゆ
え
に
す
で
に
関
係
が
悪
化
し
て
い
た
「
ペ
イ
ル
し
支
配
層
の
総
督
府
か
ら
の
乖
離
は
こ
れ
で
決
定
的
に
な
る
。
し
か

し
、
反
総
督
府
勢
力
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
徹
底
的
弾
圧
で
臨
み
な
が
ら
、
マ
ン
ス
タ
の
反
乱
は
な
か
な
か
終
息
に
向
か
う
兆
し
を
み
せ
ず
、

い
た
ず
ら
に
軍
事
費
支
出
の
み
膨
ら
ん
で
い
く
の
に
い
ら
だ
っ
た
女
王
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
、
つ
い
に
一
五
八
二
年
七
月
グ
レ
イ
を
解
任
し
て
し
ま

　
　
　
　
②

う
の
で
あ
る
。

　
解
任
さ
れ
た
グ
レ
イ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
戻
る
が
、
か
れ
と
と
も
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
わ
た
っ
た
エ
ド
マ
ン
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
は
そ
こ
に
留
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ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
秘
書
と
し
て
の
職
は
私
設
の
ゆ
え
に
グ
レ
イ
解
任
と
と
も
に
消
滅
し
た
の
だ
が
、
か
れ
は
赴
任
後
し
ば
ら
く
し
て
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
大
法
官
庁
裁
判
所
の
書
記
職
を
獲
得
し
、
ま
た
、
レ
ソ
ス
タ
地
方
の
ウ
ェ
ク
ス
フ
ォ
ド
州
や
キ
ル
デ
ア
州
な
ど
で
墨
画
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
旧
修
道
院
領
の
保
有
権
を
得
る
な
ど
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
い
ま
や
グ
レ
イ
と
い
う
パ
ト
ロ
ン
を
失
っ
た
う
え
、
グ
レ
イ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

対
照
的
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
既
存
勢
力
に
対
し
て
懐
柔
的
な
態
度
で
臨
む
姿
勢
を
就
任
時
に
示
し
た
後
任
総
督
サ
i
・
ジ
ョ
ン
・
ペ
ロ
ヅ
ト
の

も
と
で
は
、
ダ
ブ
リ
ン
近
辺
に
い
て
も
こ
れ
以
上
の
出
世
の
見
込
み
は
さ
ほ
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。

　
そ
こ
で
か
れ
が
目
を
向
け
た
の
が
、
マ
ソ
ス
タ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
一
五
八
三
年
一
一
月
の
デ
ズ
モ
ン
ド
伯
の
戦
死
に
よ
っ
て
反
乱
が

終
息
し
た
の
を
う
け
て
、
英
枢
密
院
主
導
の
も
と
、
大
規
模
な
「
植
民
」
が
計
画
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
デ
ズ
モ
ン
ド
伯
を
は
じ
め
反
乱

加
担
者
か
ら
所
領
を
没
収
し
、
こ
れ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
農
民
各
層
の
植
民
事
業
請
負
を
条
件
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
に
分
配
し
よ
う
と
い

う
の
で
あ
る
。
当
初
、
英
政
府
は
か
か
る
植
民
請
負
人
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
部
、
と
り
わ
け
西
部
諸
国
で
募
集
し
、
い
ず
れ
も
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ

ン
の
一
五
名
を
公
認
し
た
が
、
す
ぐ
に
有
力
廷
臣
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
駐
在
の
英
人
官
僚
・
軍
人
の
圧
力
に
屈
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
に
も
植
罠
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

負
人
の
資
格
を
認
め
た
の
で
総
数
は
三
五
名
と
な
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
も
こ
の
う
ち
の
ひ
と
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
れ
が
分
配
を
う
け
た
の

は
、
　
コ
ー
ク
州
北
部
で
リ
ム
リ
ッ
ク
州
境
近
く
の
キ
ル
カ
ル
マ
ン
囚
鵠
。
〇
一
読
碧
と
い
う
名
称
の
面
積
三
千
エ
ー
カ
ほ
ど
の
所
領
ω
魚
σ
q
昌
O
q

　
　
　
⑥

で
あ
っ
た
。

　
一
五
八
八
年
六
月
、
大
法
官
庁
裁
判
所
書
記
官
の
職
を
辞
し
た
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
キ
ル
カ
ル
マ
ン
城
に
居
を
移
す
と
と
も
に
、
マ
ン
ス
タ
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

方
評
議
会
書
記
官
職
を
手
に
入
れ
た
。
と
き
に
ロ
ン
ド
ン
に
渡
り
な
が
ら
も
、
こ
こ
キ
ル
カ
ル
マ
ン
を
本
拠
地
に
マ
ソ
ス
タ
の
支
配
層
の
一
員

と
し
て
、
残
り
の
生
涯
を
お
く
る
こ
と
に
な
る
。
地
主
と
し
て
は
、
隣
人
で
中
世
以
来
の
ア
ン
グ
ロ
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
で
あ
り
な
が
ら
、
デ
ズ

モ
ン
ド
の
乱
に
は
加
担
し
な
か
っ
た
た
め
所
領
没
収
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
フ
ァ
ー
モ
イ
の
ロ
ー
シ
ュ
子
爵
モ
…
リ
ス
と
の
土
地
係
争
に
悩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ま
さ
れ
続
け
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
周
囲
に
多
少
と
も
所
領
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
官
僚
と
し
て
は
、
一
五
九
四
年
に
マ
ン
ス
タ
評
議
会
書
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

官
職
を
辞
し
た
あ
と
し
ぼ
ら
く
は
官
職
と
無
縁
に
な
る
が
、
一
五
九
八
年
九
月
に
は
コ
ー
ク
州
知
事
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
、
こ
の
と
き
す
で
に
マ
ソ
ス
タ
は
ふ
た
た
び
混
乱
の
嵐
に
巻
き
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
北
部
ア
ル
ス
タ
地
方
に
端
を

発
し
た
反
乱
が
マ
ソ
ス
タ
に
も
及
び
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
な
か
で
も
ア
ル
ス
タ
は
、
英
王
権
に
よ
る
支
配
の
及
ぶ
の
が

も
っ
と
も
遅
れ
た
地
方
で
あ
っ
た
。
「
再
征
服
」
開
始
前
に
は
英
王
権
の
支
配
が
事
実
上
ま
っ
た
く
及
ば
な
か
っ
た
コ
ナ
ク
ト
、
マ
ソ
ス
タ
両

地
方
に
も
、
す
で
に
一
五
七
〇
年
代
初
ま
で
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
北
部
や
ウ
ェ
…
ル
ズ
辺
境
地
方
と
同
様
に
地
方
長
官
職
賢
①
ω
箆
。
暑
《
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ら
び
に
地
方
評
議
会
箕
。
く
げ
9
巴
。
。
§
。
出
（
一
行
政
裁
判
所
）
が
設
置
さ
れ
て
、
現
地
の
ガ
ー
リ
ッ
ク
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
琉
族
や
ア
ソ
グ
ロ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ア
イ
リ
ヅ
シ
ュ
諸
侯
の
支
配
権
は
侵
食
さ
れ
て
い
た
1
吋
、
ソ
ス
タ
の
デ
ズ
モ
ン
ド
伯
の
反
乱
は
そ
れ
へ
の
反
動
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
t

の
と
対
照
的
に
、
ア
ル
ス
タ
で
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず
有
力
な
い
く
つ
か
の
ガ
ー
リ
ッ
ク
・
ア
イ
リ
ヅ
シ
ュ
氏
族
が
そ
れ
ぞ
れ
自
立
的
な
勢
力
圏

を
築
い
て
い
る
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ア
ル
ス
タ
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
化
漏
へ
の
抵
抗
が
も

っ
と
も
頑
強
な
地
方
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
最
後
に
残
っ
た
こ
の
ア
ル
ス
タ
で
英
王
権
が
氏
族
の
勢
力
を
殺
ぎ
、
王
権
に
よ
る
支
配
を
強
化

し
よ
う
と
し
た
と
き
、
ヒ
ュ
i
・
オ
ニ
ー
ル
、
ヒ
ュ
…
・
ロ
ー
・
ナ
ド
ン
ネ
ル
ら
ア
ル
ス
タ
の
最
有
力
族
長
に
よ
る
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
へ
の
最
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
反
乱
が
発
生
し
た
の
で
あ
っ
た
。
一
五
九
四
年
に
生
じ
た
こ
の
反
乱
は
、
や
が
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
島
に
波
及
す
る
。
マ
ン
ス
タ
で
は
、
オ

ニ
ー
ル
ら
の
働
き
か
け
に
よ
り
、
つ
い
に
一
五
九
八
年
一
〇
月
、
反
英
・
反
「
植
民
」
勢
力
の
一
斉
蜂
起
へ
と
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
マ
ン
ス

タ
英
人
入
植
地
は
こ
の
一
斉
蜂
起
を
前
に
た
ち
ど
こ
ろ
に
そ
の
脆
弱
性
を
露
見
す
る
。
も
と
も
と
、
デ
ズ
モ
ン
ド
の
乱
へ
の
加
担
老
か
ら
の
没

収
地
を
分
配
し
た
と
い
う
「
マ
ン
ス
タ
植
民
偏
の
性
格
上
、
入
植
地
は
各
地
に
分
散
し
、
各
々
が
孤
立
し
て
存
在
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
う
え
、
新
地
主
1
1
植
民
請
負
人
の
な
か
に
は
自
領
の
経
営
に
さ
ほ
ど
関
心
を
示
さ
ず
不
在
地
主
化
し
て
い
た
者
も
多
か
っ
た
。
加
え
て
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
出
身
の
テ
ナ
ン
ト
（
愚
民
）
の
入
植
も
規
定
ど
お
り
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。
農
民
と
し
て
質
が
よ
い
者
ほ
ど
、
わ
ざ
わ
ざ
政
情

不
穏
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
く
ん
だ
り
ま
で
渡
ろ
う
と
い
う
気
は
お
こ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
地
主
側
と
し
て
は
い
き
お
い
、
既
存
の
ゲ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ジ
ッ
タ
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
農
民
を
テ
ナ
ン
ト
と
し
て
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
入
植
地
に
お
け
る
英
人
人
口
は
圧

倒
的
に
小
さ
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の
も
と
、
英
人
入
植
地
は
い
ず
れ
も
あ
っ
け
な
く
破
壌
さ
れ
て
し
ま
う
。
蜂
起
は
事
前
に
察
知
さ
れ

78　（224）



「野蛮」の「改革」（山本）

て
い
た
よ
う
で
、
殺
さ
れ
た
英
人
入
植
者
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
大
方
が
ほ
と
ん
ど
着
の
身
着
の
ま
ま
で
コ
ー
ク
や
ウ
ォ
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ー
フ
ォ
ド
と
い
っ
た
最
窃
り
の
都
市
に
逃
げ
込
む
か
、
あ
る
い
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
逃
げ
戻
る
は
め
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ス
ペ
ン
サ
ー
も
ま
た
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
の
キ
ル
カ
ル
マ
ン
城
は
一
〇
月
の
申
旬
に
焼
き
打
ち
さ
れ
、
妻
子
と
も
ど
も
命
か
ら
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

コ
ー
ク
の
ま
ち
に
避
難
し
た
の
で
あ
る
。
一
二
月
九
日
に
は
、
反
乱
の
現
状
を
英
政
府
に
伝
え
る
マ
ン
ス
タ
地
方
長
官
サ
ー
・
ト
マ
ス
・
ノ
リ

ス
の
書
簡
を
携
え
て
、
コ
ー
ク
か
ら
ロ
ン
ド
ン
へ
と
立
っ
た
。
そ
し
て
、
か
れ
が
ふ
た
た
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
も
ど
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一

二
月
二
四
臼
に
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
で
ノ
リ
ス
の
書
簡
を
女
王
に
届
け
た
の
ち
、
か
れ
は
病
を
得
、
年
が
明
け
た
一
月
＝
入
日
、
ロ
ン
ド
ン
で
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

死
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
ス
ペ
ン
サ
ー
が
本
論
で
扱
お
う
と
す
る
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
現
状
管
見
』
の
執
筆
準
備
を
始
め
た
の
は
一
五
九
〇
年
ご
ろ
か
ら
で
、
何
度
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
加
筆
・
修
正
を
重
ね
た
う
え
、
最
終
的
に
は
一
五
九
六
年
置
博
ソ
ド
ン
滞
在
の
際
に
脱
稿
し
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
〇
年
以
上
に
お
よ

ぶ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
の
生
活
、
マ
ン
ス
タ
の
植
民
請
負
人
三
新
地
主
と
し
て
も
数
年
の
経
験
を
経
た
う
え
で
の
著
作
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
う
え
で
、
次
章
よ
り
そ
の
内
容
に
踏
み
込
ん
で
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

①
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だ
し
、
伯
爵
身
は
必
ず
し
も
マ
ン
ス
タ
長
官
や
評
議
会
に
反
抗
的
だ
っ
た
と

　
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
反
乱
は
、
英
王
権
に
よ
る
支
配
強
化
の
も
と
で
そ
の
存
在

　
を
脅
か
ざ
れ
た
伯
の
家
臣
団
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
伯
は
英

　
王
権
と
磨
ら
の
家
臣
団
の
板
挾
み
に
あ
っ
た
あ
げ
く
、
反
乱
側
に
引
き
ず
り
込
ま

　
れ
た
と
い
っ
た
方
が
よ
い
。
じ
ヴ
浮
島
審
．
、
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霧
凱
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畠
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．
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⑬
　
一
五
九
五
年
に
現
地
不
在
の
植
民
請
負
人
か
ら
土
地
を
没
卸
す
る
と
の
警
告
が

　
発
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
蜂
起
発
生
蒔
に
ア
イ
ル
ラ
γ
ド
に
い
た
植
戻

　
請
負
人
の
数
は
二
〇
名
を
越
え
な
か
っ
た
。
竃
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－
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℃
や
嵩
ピ
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初
「
書
籍
文
呉
商
カ
ン
パ
ニ
ー
」
は
、
本
書
の
無
条
件
で
の
登
録
を
拒
否
し
、
登
録

　
が
許
可
ざ
れ
出
版
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
死
後
、
一
五
九
八
年
四

　
月
一
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
じ
っ
さ
い
に
は
そ
の
後
も
長
く
公
刊
さ

　
れ
る
こ
と
な
く
一
そ
の
間
、
い
く
つ
か
の
写
本
が
出
回
っ
て
い
た
よ
う
だ
一
、

　
一
六
三
三
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
ウ
ニ
ア
冒
ヨ
。
切
≦
錠
。
が
ダ
プ
リ
ソ
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版

　
し
、
と
き
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ウ
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ソ
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ワ
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ス
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捧
げ
て
い
る
。
　
b
．
≧
じ
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ヵ
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o
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℃
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Q
。
ゆ
ム
ゆ
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二
　
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
現
状
管
見
』
の
概
要

　
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
現
状
管
見
』
（
以
下
『
管
見
』
と
略
す
）
は
、
　
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
ご
Φ
巳
島
と
ユ
…
ド
ク
サ
ス
蝋
型
。
×
話
と
い
う
ふ
た
り

の
人
物
の
対
話
と
い
う
形
式
で
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
対
話
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
の
は
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
で
あ
り
、
主
と
し

て
ユ
ー
ド
ク
サ
ス
の
暴
す
る
疑
問
や
問
題
提
起
に
か
れ
が
応
答
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
本

心
は
、
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
の
言
に
あ
る
と
見
て
よ
く
、
し
か
も
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
そ
の
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
に
ユ
「
ド
ク
サ
ス
を
論
駁
さ
せ
る
形
を
取

る
こ
と
で
み
ず
か
ら
の
主
張
の
説
得
力
を
強
め
よ
う
と
い
う
効
果
を
狙
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
本
書
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
か
か
わ

ら
ず
、
た
ん
な
る
「
現
状
の
管
見
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
に
基
づ
く
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
改
革
私
案
」
と
い
っ
た
性
格
を
色
濃
く
も
つ
。

外
見
的
に
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
よ
ど
み
な
く
ふ
た
り
の
対
話
が
続
く
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
内
容
に
即
し
て
、
全
体
を

大
き
く
二
部
に
分
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
前
半
の
「
現
状
分
析
」
に
相
当
す
る
部
分
と
、
後
半
の
「
改
革
論
」
に
相
当
す
る
部
分
と

　
　
　
①

に
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
以
下
、
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。



「野蛮」の「改革」（山本）

　
前
半
の
　
「
現
状
分
析
」
の
部
分
で
議
論
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
　
「
も
っ
と
も
害
の
大
き
く
思
わ
れ
る
悪

弊
」
で
あ
る
。
そ
の
門
悪
弊
」
と
は
す
な
わ
ち
、
「
法
に
お
け
る
悪
弊
」
、
「
慣
習
に
お
け
る
悪
弊
」
、
「
宗
教
に
お
け
る
悪
弊
し
の
三
種
類
で
あ

②り
、
こ
の
順
番
で
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

　
最
初
に
姐
上
に
あ
げ
ら
れ
る
「
法
に
お
け
る
悪
弊
」
と
は
何
か
。
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
は
ガ
ー
リ
ッ
ク
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
固
有
の
法
、
す
な
わ
ち

ブ
レ
ホ
ン
法
に
言
及
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
か
ら
み
た
そ
の
欠
陥
　
　
た
と
え
ば
、
殺
人
事
件
で
も
壷
事
者
間
の
和
解
で
済
ん
で
し
ま
う
点
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ど
　
　
に
言
及
し
て
は
い
る
が
、
中
心
的
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
、
英
法
、
な
か
で
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
な
の
で
あ

る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
で
あ
る
ス
ペ
ン
サ
；
、
そ
の
分
身
と
も
い
え
る
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
悪
弊
」
だ
と
い
う
の
か
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
な
く
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
そ
の
ま
ま
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
「
悪
弊
篇
な
の
だ
と
、
か
れ
は
い
う
の

で
あ
る
。
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
が
指
摘
す
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
不
適
切
な
点
を
い
ち
い
ち
具
体
的
に
紹
介
す
る
の
は
煩
環

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
あ
る
か
ら
差
し
控
え
る
と
し
て
、
要
す
る
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
実
情
に
は
合
わ
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
な
ぜ
か
。
コ
モ
ン

・
ロ
ー
の
前
提
で
あ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
社
会
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
　
　
以
下
、
と
く
に
注
記
し
な
い
場
合
、
ガ
ー
リ
ッ
ク
・
ア
イ
リ
ッ
シ

ュ
磯
族
社
会
を
指
す
　
　
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
法
は
そ
の
対
象
と
な
る
人
び
と
の
慣
習
や
状
態
に
合
わ
さ
れ
る
べ
き
だ
」
と
ア

　
　
　
　
　
　
　
⑤

イ
レ
ニ
ア
ス
は
い
う
。
で
は
、
コ
モ
ン
・
口
…
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
い
い
か
え
れ
ば
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
と
は
異
な
る
と
す
る
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
社
会
を
ス
ペ
ン
サ
ー
は
ど
の
よ
う
に
見
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
続
い
て
展
開
さ
れ
る
「
慣
習
に
お
け
る
悪
弊
」
の
議
論
は
、
ま
さ
に
そ
れ
へ
の

答
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
の
「
悪
弊
」
を
多
岐
に
わ
た
っ
て
一
な
か
に
は
、
ほ
と
ん

ど
い
い
が
か
り
と
し
か
い
え
な
い
よ
う
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
　
　
指
摘
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
社
会
の
本
質
に
か
か
わ
る
事
欄
に
つ
い
て
、
二
、
三
み
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
は
、
遊
牧
生
活
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
赴
会
は
基
本
的
に
牧
畜
社
会
で
あ
り
、
遊
牧
は
民
衆
の
基
本
的
な
生
活
形
態
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
夏
場
に
は
人
び
と
は
家
畜
を
連
れ
て
、
人
里
離
れ
た
山
麓
や
水
の
干
上
が
る
沼
沢
地
で
、
一
定
の
場
所
に
は
長
く
留
ま
ら
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⑥

ず
移
動
し
な
が
ら
放
牧
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
も
ユ
ー
ド
ク
サ
ス
の
口
を
借
り
て
、
こ
の
遊
牧
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
風
土
に

か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
に
は
そ
の
「
悪
弊
」
の
方
が
大
き
い
こ
と
を
強
調
さ
せ
て
い
る
。

夏
の
野
営
地
が
人
里
離
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
窃
盗
、
強
奪
を
犯
す
「
無
法
者
」
の
恰
好
の
逃
げ
場
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
「
無
法
老
」
の

盗
ん
で
き
た
家
畜
な
ど
は
野
営
の
人
び
と
に
歓
迎
さ
れ
、
「
無
法
者
」
も
安
心
し
て
避
難
が
で
き
る
、
そ
の
う
え
遊
牧
生
活
を
お
く
る
人
び
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

自
体
も
町
の
住
民
よ
り
放
縦
で
、
「
無
法
者
」
同
然
だ
と
い
う
の
だ
。
反
乱
は
あ
と
を
た
た
ず
、
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
再
征
服
」
は
容
易
に
成
就

さ
れ
え
な
い
根
本
原
因
を
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
ま
さ
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ボ
社
会
が
牧
畜
社
会
で
あ
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
軍
事
専
門
集
団
で
あ
る
ギ
ャ
ロ
ウ
グ
ラ
ス
σ
q
9
・
囲
δ
σ
q
㌶
ω
ω
お
よ
び
カ
…
ン
園
興
旨
を
こ
き
下
ろ
す
の
も
、
同
じ
く
反
乱
へ
の
い
ら
だ
ち
の
反

映
と
い
え
よ
う
。
ギ
ャ
ロ
ウ
グ
ラ
ス
も
カ
ー
ン
も
と
も
に
有
力
族
長
の
手
兵
で
あ
り
、
そ
の
権
力
基
盤
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
前
者
は
も
と
も

と
一
三
世
紀
頃
流
入
し
て
き
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
系
の
重
装
歩
兵
集
団
、
後
老
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
固
有
の
軽
装
歩
兵
集
団
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
で
い
え
ぼ
、
中
世
末
、
バ
ス
タ
ー
ド
・
フ
ユ
ー
ダ
リ
ズ
ム
の
横
行
す
る
な
か
で
出
現
し
、
パ
ラ
戦
争
の
ご
と
く
国
内
の
混
乱
に
輪
を
か
け

た
、
そ
れ
ゆ
え
に
テ
ユ
ー
ダ
…
朝
が
排
除
に
努
め
た
諸
侯
の
家
臣
団
に
糊
当
す
る
と
い
え
よ
う
か
。
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
再
征
服
」
、
す
な
わ
ち
王

権
に
よ
る
ア
ル
ラ
ン
ド
ご
7
6
支
配
を
実
現
し
た
い
テ
ユ
ー
ダ
…
朝
に
す
れ
ば
、
か
れ
ら
は
ぜ
ひ
と
も
排
除
し
た
い
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

軍
事
専
門
集
団
に
対
し
て
ス
ペ
ン
サ
…
は
、
戦
時
に
お
け
る
そ
の
勇
猛
果
敢
ぶ
り
を
こ
そ
讃
え
は
す
る
も
の
の
、
平
時
に
お
け
る
そ
の
「
悪

弊
」
に
は
ま
っ
た
く
容
赦
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
ら
は
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
を
抑
圧
し
か
ね
な
い
野
獣
の
ご
と
き
存
在
だ
と
み
る
の
で
あ
る
。

ア
イ
レ
ニ
ア
ス
の
言
を
借
り
る
な
ら
ば
、
か
れ
ら
は
「
敵
ば
か
り
で
な
く
味
方
も
襲
い
、
盗
み
を
は
た
ら
き
、
残
忍
で
血
に
ま
み
れ
て
お
り
、

遺
恨
に
凝
り
固
ま
り
、
人
を
殺
す
こ
と
に
喜
び
を
覚
え
る
、
気
ま
ま
に
罵
り
ま
く
り
、
悪
態
を
つ
く
、
女
性
を
や
た
ら
犯
し
ま
く
り
、
子
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
殺
し
ま
く
る
連
中
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ち
な
み
に
ギ
ャ
ロ
ウ
グ
ラ
ス
や
カ
ー
ン
と
は
異
な
る
意
味
で
、
族
長
の
権
力
を
や
は
り
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
バ
ー
ド
σ
錠
α
に
対

し
て
も
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
厳
し
い
。
バ
ー
ド
と
は
族
長
お
抱
え
の
詩
人
で
あ
り
、
族
長
賛
歌
を
創
作
す
る
こ
と
が
お
も
な
仕
事
で
、
ア
イ
ル
ラ
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ン
ド
社
会
で
は
と
り
わ
け
尊
敬
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
に
い
わ
せ
る
と
、
だ
れ
も
バ
ー
ド
の
悪
口
を
い
わ
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
、
か
れ
ら
の
不
興
を
買
う
と
、
詩
の
形
で
報
復
さ
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
詩
人
の
存
在
が
「
悪
弊
」
だ
と

い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
詩
人
は
い
つ
の
世
で
も
、
善
き
人
、
徳
あ
る
人
を
讃
え
、
悪
し
き
人
、
不
徳
の
人
を
既
め
、
そ
れ
ゆ
え
若
者

の
導
で
あ
る
が
ゆ
え
に
高
い
評
価
を
得
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
の
ユ
ー
ド
ク
サ
ス
の
問
い
に
対
し
て
、
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
バ
ー
ド
は
若
者
に
道
徳
的
訓
練
を
つ
け
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
放
縦
な
人
間
、
無
法
者
を
こ
そ
讃
え
、
若
者
に
そ
う
し
た
人
間
に
な
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

た
ぶ
ら
か
す
類
い
だ
と
い
う
。
　
つ
ま
り
は
、
バ
ー
ド
も
ま
た
、
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
再
征
服
」
に
と
っ
て
の
重
大
な
障
害
の
ひ
と
つ
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　
「
悪
弊
」
の
う
ち
三
番
鼠
の
「
宗
教
に
お
け
る
悪
弊
」
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

周
知
の
と
お
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
ヘ
ン
リ
海
風
の
宗
教
改
革
以
来
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
治
世
に
い
た
っ
て

中
道
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
べ
き
国
教
会
体
制
が
定
着
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、

国
教
会
は
樹
立
さ
れ
、
公
式
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
否
定
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
現
実
に
は
住
民
の
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
へ
の
改
宗
は
ほ
と

ん
ど
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
出
身
の
ス
ペ
ン
サ
ー
が
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
「
悪
弊
偏
と
と
ら
え
る
の
は
当
然
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

つ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
の
議
論
に
さ
か
れ
る
ス
ペ
ー
ス
は
、
先
の
ふ
た
つ
の
「
悪
弊
」
に
つ
い
て
の
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
極
端
に
短
く
、

そ
の
う
え
、
か
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
を
非
難
す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
国
教
会
側
の
欠
陥
に
厳
し
い
目
を
向
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

聖
職
者
を
槍
玉
に
あ
げ
る
と
き
が
そ
う
だ
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
を
云
々
す
る
よ
り
も
、
国
教
会
の
聖
職
者
に
批
判
の
矛
先
が
向
け
ら
れ
て

い
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
を
普
及
さ
せ
る
べ
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
よ
り
送
ら
れ
て
く
る
聖
職
者
に
は
ろ
く
な
の
が
い
な
い
、

こ
れ
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
聖
職
録
が
貧
弱
す
ぎ
て
、
優
秀
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
職
者
（
な
い
し
は
そ
の
卵
）
に
と
っ
て
は
魅
力
が
な
い
か
ら
だ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
い
う
具
合
に
で
あ
る
。
「
慣
習
に
お
け
る
悪
弊
」
す
な
わ
ち
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
交
会
の
「
欠
陥
」
に
は
容
赦
の
な
い
ス
ペ
ン
サ
ー
が
、
こ
こ
で

は
な
ん
と
悟
淡
で
穏
健
な
こ
と
か
。
「
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
再
征
服
」
と
そ
れ
に
対
す
る
現
地
諸
勢
力
の
抵
抗
を
、
カ
ト
リ
シ
ズ
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⑬

ム
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
宗
教
上
の
対
立
に
還
元
し
て
し
ま
い
が
ち
だ
っ
た
伝
統
的
な
見
方
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
感
は
ひ

と
し
お
強
く
な
る
。

　
以
上
、
三
つ
の
「
悪
弊
」
に
加
え
て
、
さ
ら
に
、
州
知
事
以
下
の
地
方
官
僚
や
総
督
府
軍
兵
士
に
み
ら
れ
る
腐
敗
の
横
行
を
嘆
き
、
あ
る
い

は
か
れ
ら
を
監
督
す
べ
き
立
場
の
総
督
（
騒
王
代
理
）
に
対
し
て
も
、
そ
の
頻
繁
な
交
替
と
互
い
の
足
の
引
っ
張
り
あ
い
、
政
策
の
変
更
の
も
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ら
す
弊
害
に
簡
単
に
言
及
し
「
現
状
分
析
」
を
お
え
た
の
ち
、
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
と
ユ
…
ド
ク
サ
ス
の
議
論
は
い
よ
い
よ
、
「
改
革
論
」
に
移
っ

て
ゆ
く
。

　
後
半
の
「
改
革
論
一
の
部
分
は
内
容
的
に
さ
ら
に
二
部
に
分
け
る
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
第
！
部
ほ
「
改
革
」
の
準
備
段
階
、
す
な
わ

ち
ま
ず
実
施
さ
れ
る
べ
き
措
置
が
議
論
さ
れ
る
部
分
と
、
第
2
部
薙
「
改
革
偏
の
本
段
階
、
す
な
わ
ち
既
存
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
の
「
改
革
」

そ
の
も
の
が
議
論
さ
れ
る
部
分
と
に
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
第
1
部
で
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
が
強
く
主
張
す
る
の
は
、
完
全
な
軍
事
的
鰯
圧
、
す
な
わ
ち
、
抵
抗
勢
力
の
徹
底
的
破
壊
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
、
か
れ
は
、
一
万
の
歩
兵
と
一
千
の
騎
兵
の
派
兵
を
主
張
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
だ
け
の
兵
力
で
正
規
戦
を
行
お
う
と
い
う
の
で
は
な

い
。
相
手
は
森
林
や
沼
沢
地
帯
で
の
ゲ
リ
ラ
戦
が
得
意
で
あ
る
か
ら
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
各
地
の
要
所
に
守
備
隊
を
配
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

連
係
を
密
に
し
て
、
敵
を
身
動
き
で
き
な
い
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
敵
方
の
ギ
ャ
ロ
ウ
グ
ラ
ス
や
カ
ー
ン
と
い
っ
た
軍

事
専
門
集
団
は
、
自
分
た
ち
で
は
何
も
作
ら
な
い
寄
生
的
な
連
中
で
あ
る
か
ら
、
一
般
農
民
層
か
ら
分
断
し
て
、
物
資
や
糧
食
の
供
給
を
遮
断

す
べ
き
こ
と
が
肝
要
だ
と
も
い
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
か
れ
ら
は
飢
餓
状
況
に
追
い
込
ま
れ
、
そ
の
抵
抗
活
動
は
一
年
半
と
も
た
な
い
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
議
論
の
な
か
で
、
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
は
、
戦
場
の
な
か
に
住
む
村
人
1
1
非
戦
闘
員
に
対

し
て
も
苛
酷
な
態
度
を
辞
さ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
村
は
、
物
資
・
糧
食
に
困
窮
す
る
で
あ
ろ
う
敵
方
軍
事

勢
力
の
略
奪
を
た
と
え
う
け
な
く
と
も
、
国
王
軍
兵
士
側
に
よ
っ
て
略
奪
さ
れ
る
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
よ
い
、
そ
れ
が
戦
争
を
早
期
に
終
わ
ら

せ
る
の
に
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
か
れ
は
、
戦
場
の
外
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
近
い
村
に
つ
い
て
は
、
村
民
を
追
い
立
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⑰

て
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
国
王
軍
に
よ
る
略
奪
の
餌
食
と
す
べ
き
だ
と
す
ら
い
う
。
敵
軍
事
勢
力
を
完
全
に
干
乾
し
に
す
る
た
め
に
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
ま
だ
遠
く
な
い
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
に
お
け
る
米
軍
の
活
動
一
た
と
え
ば
ソ
ン
ミ
村

事
件
、
あ
る
い
は
格
れ
葉
剤
散
布
一
を
彷
彿
さ
せ
る
が
ご
と
き
焦
土
戦
術
を
臆
面
も
な
く
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
守
備
隊
ネ
ヅ
ト
ワ
ー
ク
の
確
立
と
焦
土
戦
術
の
実
施
に
よ
る
反
抗
勢
力
の
軍
事
的
制
圧
が
完
了
し
た
あ
と
も
な
お
講
じ
ら
れ
る

べ
き
だ
と
い
う
事
後
措
置
に
つ
い
て
も
、
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
ひ
と
つ
は
、
防
衛
体
制
に
つ
い
て
で
あ
る
。
兵
力
は
六
千
に
削
減
し
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

も
守
備
隊
は
恒
久
的
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
土
に
配
置
し
続
け
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
維
持
費
は
地
元
負
担
と
す
べ
き
だ
と
す
る
。
も
う
ひ

と
つ
は
、
残
存
勢
力
の
処
理
に
つ
い
て
。
敵
方
戦
闘
員
の
う
ち
に
は
、
一
年
半
の
戦
争
1
1
飢
餓
状
況
を
か
ろ
う
じ
て
生
き
延
び
、
投
降
し
て
く

る
者
も
い
よ
う
が
、
そ
れ
ら
は
他
所
へ
強
制
移
住
さ
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
た
と
え
ば
ア
ル
ス
タ
地
方
の
反
徒
は
レ
ソ
ス
タ
地
方
へ
、
逆
に
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ン
ス
タ
地
方
の
反
徒
は
ア
ル
ス
タ
地
方
へ
と
い
う
具
合
に
で
あ
る
。

　
か
か
る
「
改
革
」
の
準
備
段
階
と
し
て
と
ら
れ
る
べ
き
措
置
、
す
な
わ
ち
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
に
寄
生
す
る
軍
事
集
団
撲
滅
に
つ
い
て
の
議

論
の
あ
と
、
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
と
ユ
ー
ド
ク
サ
ス
の
関
心
は
「
改
革
」
の
本
段
階
、
す
な
わ
ち
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
そ
の
も
の
の
「
改
革
扁
に

移
っ
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
の
議
論
は
、
前
半
の
部
分
に
対
応
す
る
形
で
展
開
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
法
し
の
面
、
「
慣
習
」
の
面
、
そ
し
て
「
宗

教
し
の
面
と
い
う
順
番
で
議
論
が
進
行
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
「
法
」
に
つ
い
て
。
前
半
部
分
で
は
、
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
に
即
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
英
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
適

用
を
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
こ
で
か
れ
は
、
既
存
の
法
す
な
わ
ち
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
完
全
変
更
と
か
、
そ
れ
に
代
わ
る
新
し
い

法
体
系
の
創
出
は
適
当
で
は
な
い
と
す
る
。
「
い
ま
黒
ん
で
い
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
に
も
、
入
植
し
て
く
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
に
も
、
ま
た
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
も
、
多
大
な
ト
ラ
ブ
ル
と
混
乱
を
う
み
だ
す
の
は
必
至
だ
か
ら
だ
」
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
に
よ

る
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
は
「
つ
ね
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
形
態
の
下
で
暮
ら
し
て
き
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
他
の
統
治
形
態
に
慣
れ
よ
う
は

ず
が
な
い
」
の
に
対
し
て
、
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
方
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
様
式
に
よ
り
引
き
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
。
ゆ
え
に
、
コ
モ
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⑳

ン
・
ロ
ー
の
欠
点
は
部
分
的
に
修
正
し
た
う
え
で
、
「
人
び
と
を
法
に
適
し
た
も
の
に
し
よ
う
」
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
か
れ
の
結
論
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
議
論
は
、
「
慣
習
」
面
の
「
改
革
」
す
な
わ
ち
社
会
そ
の
も
の
の
「
改
革
－
　
へ
と
進
ん
で
ゆ
く
。

　
こ
こ
で
ま
ず
強
調
さ
れ
る
の
は
、
社
会
の
再
編
成
で
あ
る
。
前
半
部
分
で
す
で
に
み
た
よ
う
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
で
は
門
無
法
者
偏
が

蹟
親
し
、
社
会
に
も
そ
れ
を
む
し
ろ
許
容
す
る
体
質
が
あ
る
と
す
る
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
行

政
・
社
会
編
成
制
度
の
導
入
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
の
宋
端
単
位
を
一
〇
人
で
構
成
さ
れ
、
相
互
に
連
帯
責
任
を
負
う
タ
イ
ジ
ン
グ

（
十
人
組
）
と
し
、
こ
れ
を
基
礎
に
、
　
ハ
ン
ド
レ
ヅ
ド
（
郡
）
や
さ
ら
に
シ
ャ
イ
ア
（
州
）
と
い
っ
た
よ
り
上
位
の
単
位
を
形
成
し
て
ゆ
く
と
い

う
や
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
社
会
の
側
の
責
任
で
「
無
法
者
」
の
取
り
締
ま
り
を
さ
せ
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
ち
な
み
に
、
な
ぜ
ア
ン

グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
制
度
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
に
い
わ
せ
る
と
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
現
状
が
ノ
ル
マ
ソ
征
服
以
前
の
イ
ン
グ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ン
ド
の
状
況
（
発
展
段
階
）
と
同
等
だ
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
社
会
の
基
本
的
生
活
様
式
の
変
革
も
強
く
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
農
耕
生
活
の
導
入
が
そ
れ
だ
。
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
に
い
わ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
、
農
耕
生
活
は
「
倹
約
の
守
り
娘
、
勤
勉
の
娘
」
で
あ
り
、
「
戦
争
の
最
大
の
敵
に
し
て
、
不
穏
を
も
っ
と
も
忌
み
嫌
う
」
の
で
あ
る
。
こ

れ
も
ま
た
牧
畜
社
会
で
あ
る
こ
と
が
「
無
法
者
」
の
温
床
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
反
乱
の
止
ま
な
い
原
因
だ
と
す
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
考
え
を
色
濃

く
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
か
か
る
社
会
の
「
改
革
」
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
軍
政
を
敷
く
べ
き
だ
と
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
は
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
各
シ
ャ
イ

ア
に
憲
兵
司
令
官
を
置
き
、
そ
れ
に
定
住
し
て
農
耕
生
活
に
勤
し
も
う
と
は
し
な
い
「
怠
惰
な
」
連
中
を
取
り
締
ま
ら
せ
て
、
軍
法
に
よ
っ
て

即
処
罰
さ
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
に
み
た
焦
土
戦
術
の
主
張
と
と
も
に
、
こ
こ
に
も
ス
ペ
ン
サ
ー
の
過
激
な
一
面
が
窺
わ
れ
る
。

　
最
後
に
「
宗
教
の
改
革
」
で
あ
る
が
、
さ
き
に
「
宗
教
に
お
け
る
悪
弊
」
の
と
こ
ろ
で
み
た
の
と
同
様
、
こ
こ
で
も
ス
ペ
ン
サ
ー
は
き
わ
め

て
冷
静
、
穏
健
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
大
半
が
カ
ト
リ
ヅ
ク
な
の
は
、
な
に
も
カ
ト
リ
ヅ
ク
の
信
仰
を
理
解
し
て
い
る
か

ら
で
は
な
く
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
嫌
う
の
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
す
な
わ
ち
英
人
な
い
し
英
政
府
だ
か
ら
だ
と
分
析
し
た
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う
え
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
ず
は
同
郷
の
優
秀
な
牧
師
を
送
り
込
み
、
説
得
と
教
育
を
つ
う
じ
て
プ
p
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
理
解
さ
せ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
す
べ
き
だ
と
す
る
。
ま
た
そ
の
た
め
に
も
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
若
者
の
ラ
ン
ス
、
ド
ゥ
エ
、
ル
ー
ヴ
ァ
ン
と
い
っ
た
大
陸
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

大
学
へ
の
留
学
、
な
ら
び
に
大
陸
か
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
布
教
者
の
流
入
を
厳
格
に
禁
止
す
べ
き
こ
と
も
あ
わ
せ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他

と
し
て
は
、
教
区
制
度
の
充
実
、
教
区
教
会
の
再
建
な
ど
と
い
っ
た
ご
く
あ
り
き
た
り
の
主
張
が
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
以
上
、
主
な
三
つ
の
「
改
革
扁
の
議
論
の
あ
と
、
道
路
や
橋
梁
の
建
設
に
よ
る
曲
輪
交
通
事
情
の
改
善
と
か
、
市
場
町
の
建
設
な
ど
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
通
商
産
業
の
発
展
を
図
り
、
国
富
を
増
進
さ
せ
る
べ
き
だ
と
か
、
現
行
の
総
督
（
国
王
代
理
）
の
権
限
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
う
え
に

貴
族
の
な
か
か
ら
任
命
さ
れ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
常
在
す
べ
き
国
王
代
行
を
お
い
て
、
現
地
の
総
督
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
っ
た

議
論
で
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
と
ユ
ー
ド
ク
サ
ス
の
対
話
は
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
『
管
見
』
の
内
容
は
ざ
っ
と
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
①
本
稿
で
用
い
る
レ
ン
ウ
ィ
ッ
ク
校
訂
の
テ
ク
ス
ト
で
は
九
三
頁
第
一
パ
ラ
グ
ラ
　
　
⑫
き
ミ
こ
物
や
。
。
下
。
。
P

　
　
フ
ま
で
を
前
半
部
分
、
そ
れ
以
降
を
後
半
部
分
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
即
∪
．
濁
多
く
母
9
9
§
惑
畠
“
邑
切
、
ミ
馬
慧
撃
ミ
ミ
寄
小
皿
画
ミ
㌧
お
。
。
α
・
邦
語
文

　
②
　
臥
ミ
§
℃
や
ω
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
献
で
は
、
松
川
七
郎
、
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
』
下
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六

　
③
き
ミ
ニ
や
や
阜
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
年
、
第
三
章
第
1
節
、
堀
越
智
、
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
王
族
運
動
の
歴
史
隠
、
三
省

　
④
　
ロ
モ
ン
・
ロ
ー
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
不
適
切
な
点
と
し
て
、
た
と
え
ば
　
　
　
　
　
堂
、
一
九
七
九
年
な
ど
に
、
そ
の
傾
向
が
強
い
。

　
　
陪
審
制
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
N
ミ
3
℃
や
ト
。
鱒
l
b
⊃
F
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
気
ミ
簿
3
　
　
Q
。
㊤
あ
。
。
・

⑤
　
」
定
鉢
箪
や
一
ピ

⑥
ρ
β
ヨ
P
↓
富
ミ
凝
S
§
§
務
§
§
§
N
箆
罫
お
の
①
、
づ
や
震
占
㎝
．

⑦
謡
ミ
§
、
℃
や
お
ふ
O
．

⑧
き
ミ
こ
勺
や
コ
為
b
。
顧

⑨
　
奪
ミ
こ
勺
㍗
鳶
－
蕊
．

⑩
さ
ミ
‘
窓
．
鵠
為
伊

⑪
　
レ
ン
ウ
ィ
ッ
ク
校
訂
の
テ
ク
ス
ト
で
い
う
と
、
「
法
に
お
け
る
悪
弊
」
は
三
四

　
買
（
で
℃
．
G
。
1
も
。
Φ
）
、
「
慣
習
［
に
お
け
る
悪
弊
」
は
四
八
頁
（
や
℃
．
ω
O
l
c
。
翻
）
に
も
及

　
ぶ
の
に
対
し
、
「
宗
教
に
お
け
る
悪
弊
」
は
六
頁
（
唱
℃
．
◎
。
壁
◎
。
㊤
）
に
す
ぎ
な
い
。

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
　
　
　
℃
℃
■

N
昏
ミ
こ
℃
や
㊤
G
◎
点
O
b
σ
．

ま
幾
こ
切
や
8
繕
山
O
伊

、
昏
ミ
こ
や
δ
伊

き
ミ
こ
℃
や
一
b
⊃
b
o
㌧
一
謡
ム
自
噛

き
ミ
；
噂
や
誌
G
。
1
露
心
■

憲
ミ
こ
や
や
一
津
占
お
．

奪
ミ
‘
℃
ワ
＝
G
ゆ
1
区
メ

奪
ミ
‘
℃
や
一
更
ム
α
。
。
．
引
用
文
は
剛
）
．

き
ミ
こ
℃
や
一
8
み
φ
一
．

一
〇
N
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⑳
奪
ミ
ニ
電
．
♂
7
峯
卜
。
．

⑯
　
き
ミ
ニ
℃
や
δ
鉾

⑳
き
ミ
‘
唱
■
お
G
。
高
①
タ

⑳
　
き
ミ
‘
℃
や
一
①
令
一
ミ
．

働
　
き
ミ
‘
唱
や
蕊
Q
。
一
器
P
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三
　
『
管
見
』
に
み
ら
れ
る
植
民
地
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
性
格
（
こ

　
『
管
見
』
の
全
体
を
見
渡
し
て
、
と
く
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
ス
ペ
ン
サ
ー
の
主
張
の
過
激
さ
・
残
虐
さ
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
「
改
革
」
の
準
備
段
階
に
お
い
て
、
抵
抗
勢
力
を
軍
事
的
に
欄
圧
す
る
た
め
に
焦
土
戦
術
を
積
極
的
に
採
用
す
べ
き
だ
と
す
る
点

や
、
「
改
革
」
の
本
段
階
に
お
い
て
社
会
の
「
改
革
」
推
進
の
た
め
に
軍
政
を
肯
定
す
る
点
な
ど
に
、
そ
の
過
激
・
残
虐
な
性
格
は
極
ま
っ
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
イ
ギ
リ
ス
人
文
主
義
を
代
表
す
る
ジ
ェ
ン
ト
ル
な
詩
人
で
あ
る
と
の
ス
ペ
ン
サ
ー
評
価
と
対
概
す
る
な
ら
ば
、
『
管
見
』
に
み
ら
れ
る
か
か

る
特
異
は
、
一
層
き
わ
だ
っ
て
み
え
る
。
い
っ
た
い
こ
の
落
差
は
何
か
。
『
管
見
』
の
過
激
さ
・
残
虐
さ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。
こ
の
問
題

は
、
古
く
か
ら
ス
ペ
ン
サ
…
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
の
悩
み
の
種
と
な
っ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
従
来
は
詩
人
ス
ペ
ン
サ
ー

と
『
管
見
』
の
著
者
ス
ペ
ン
サ
ー
を
了
然
と
区
別
し
て
、
後
者
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
官
僚
と
し
て
テ
ユ
ー
ダ
ー
国
家
の
姿
勢
を
そ
の
ま
ま
述
べ
た
に

す
ぎ
な
い
の
だ
と
い
う
程
度
で
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
上
『
管
見
』
の
過
激
さ
・
残
虐
さ
の
由
来
が
深
く
追
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

　
　
　
　
　
　
　
①

つ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
に
な
っ
て
N
・
キ
ャ
ニ
ー
が
一
六
世
紀
後
半
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
『
管

見
』
を
考
察
し
た
論
文
を
発
表
し
、
し
か
も
そ
れ
に
対
し
て
C
・
ブ
ラ
デ
ィ
が
真
っ
向
か
ら
批
判
す
る
論
文
を
著
し
た
こ
と
に
よ
り
、
両
者
の

間
で
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
こ
の
論
争
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
す
で
に
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
六
世
紀
後
半
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
植
民
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
海
外
展
開
、
と
り
わ
け
大
西
洋
、

北
米
方
面
へ
の
進
出
の
一
環
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
、
い
い
か
え
れ
ば
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
植
民
地
と
し
て
み
よ
う
と
い
う
キ



「野蛮」の「改革」（山本）

ヤ
ニ
ー
と
、
政
治
史
・
行
政
史
家
と
し
て
同
時
期
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
同
質
性
に
重
点
を
置
こ
う
と
す
る
ブ
ラ
デ
ィ
で
は
、

そ
の
視
座
が
基
本
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
史
料
と
し
て
の
『
管
見
』
の
扱
い
方
を
め
ぐ
っ
て
も
、
両
者
は
鋭
く
対
立
す
る
。

　
論
争
の
も
と
と
な
っ
た
の
は
、
キ
ャ
ニ
；
の
「
エ
ド
マ
ン
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
と
ア
ン
グ
ロ
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
発

　
　
　
　
　
　
②

展
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
キ
ャ
ニ
ー
は
、
一
六
世
紀
後
半
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
流
入
し
て
く
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
入
官
僚
、
軍
人

あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
転
じ
た
地
主
の
記
し
た
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
現
状
や
改
革
を
や
は
り
取
り
上
げ
て
い
る
文
献
史
料
を
、
当
時
公
刊
さ
れ
た

も
の
か
ら
国
家
文
書
の
な
か
に
散
在
す
る
も
の
ま
で
、
数
多
く
網
羅
的
に
と
り
あ
げ
内
容
を
検
討
し
、
い
ず
れ
も
が
、
『
管
見
』
と
共
通
す
る

主
張
の
過
激
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
『
管
見
』
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
「
テ
ユ
ー
ダ
塁
審
の
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
再
征
服
」
の
過
程
、
と
り
わ
け
そ
の
た
め
の
手
段
・
方
法
が
強
硬
に
な
っ
て
ゆ
く
過
程
で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
権
益
を
築
い
て
い
っ
た
「
ニ
ュ

ー
・
イ
ソ
グ
リ
ッ
シ
ご
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
政
治
的
・
社
会
的
集
団
全
体
の
声
の
代
弁
者
だ
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
キ

ャ
ニ
…
が
う
ち
た
て
よ
う
と
し
た
ス
ペ
ン
サ
ー
像
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
、
ブ
ラ
デ
ィ
は
「
ス
ペ
ン
サ
ー
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
危
機
一
一
五
九
〇
年
代
に
お
け
る
人
文
主
義
と
経
験
」
と
い

　
　
③

う
論
文
に
お
い
て
真
っ
向
か
ら
批
判
の
矢
を
投
げ
か
け
る
。
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
『
管
見
』
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
キ
ャ
ニ
ー
の
姿
勢
は
評

価
し
つ
つ
も
、
ブ
ラ
デ
ィ
が
ま
ず
早
飯
に
す
る
の
は
、
キ
ャ
ニ
ー
の
史
料
と
し
て
の
『
管
見
』
の
扱
い
方
で
あ
る
。
ブ
ラ
デ
ィ
は
、
国
家
文
書

に
散
見
さ
れ
る
英
人
宮
詣
、
軍
人
、
地
主
ら
の
書
簡
類
の
な
か
に
は
、
穏
健
・
中
庸
な
意
見
を
表
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
す
べ
て
が
『
管

見
』
と
共
通
す
る
過
激
性
を
帯
び
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
　
つ
ま
り
、
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
の
あ
い
だ

で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
現
状
や
改
革
に
関
し
て
の
意
見
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
な
ど
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
『
管
見
』
の
著
者
ス
ペ
ン
サ

…
を
特
定
の
権
益
集
國
の
代
弁
者
と
み
な
す
の
は
、
無
理
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
か
れ
は
、
ス
ペ
ン
サ
…
の
『
管
見
』
を
巧

妙
に
構
成
さ
れ
、
読
者
の
囲
を
十
分
に
意
識
し
た
作
品
だ
と
し
て
、
国
家
文
書
の
な
か
に
散
在
す
る
よ
う
な
書
簡
と
か
奏
状
と
い
っ
た
類
い
と

は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
質
が
異
な
り
、
そ
も
そ
も
両
者
は
比
較
の
対
象
た
り
え
な
い
と
も
す
る
。
キ
ャ
ニ
…
が
用
い
た
史
料
の
う
ち
、
『
管
見
』
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と
の
比
較
が
成
り
立
つ
の
は
、
軍
人
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
リ
ッ
チ
、
ス
ペ
ン
サ
ー
同
様
マ
ン
ス
タ
の
新
地
主
で
あ
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ビ
ー
コ
ン
と
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

一
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
；
バ
ー
ト
、
こ
の
三
者
の
作
品
の
み
だ
と
。
で
は
、
そ
の
三
作
品
と
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
管
見
』
を
ブ
ラ
デ
ィ
が
比
較
分

析
す
る
と
ど
う
な
る
か
、
と
い
え
ば
、
『
管
見
』
の
過
激
さ
・
残
虐
さ
は
前
者
と
レ
ヴ
ェ
ル
が
異
な
る
こ
と
が
む
し
ろ
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
リ
ッ
チ
、
ビ
ー
コ
ン
、
ハ
ー
バ
ー
ト
に
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
現
状
に
対
す
る
根
深
い
不
満
や
不
信
感
、
そ
こ
か
ら
く
る
㎝
，
改
革
」

案
の
過
激
性
は
認
め
ら
れ
る
と
は
い
え
ス
ペ
ン
サ
ー
の
よ
う
に
敵
勢
力
に
飢
餓
状
況
を
創
出
さ
せ
て
屈
服
さ
せ
る
が
ご
と
き
焦
土
戦
術
の
よ
う

な
冷
酷
な
提
案
な
ど
一
切
み
ら
れ
は
し
な
い
と
。
つ
ま
り
、
そ
の
極
端
な
過
激
さ
・
残
虐
さ
で
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
管
見
』
は
ユ
一
一
ー
ク
だ
と
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ラ
デ
ィ
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
ど
こ
に
由
来
す
る
と
ブ
ラ
デ
ィ
は
い
う
の
か
。
ひ
と
つ
に
は
一
五
九
〇
年
代
の
ス
ペ
ン
サ
…
個
人
の
挫
折
感
に

そ
の
原
因
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
隣
人
で
旧
来
の
地
主
で
あ
る
ロ
ー
シ
ュ
卿
と
の
土
地
係
争
は
な
か
な
か
解
決
し
な
い
う
え
に
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
わ
た
っ
て
か
ら
も
な
お
捨
て
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宮
廷
で
の
出
世
の
夢
も
、
　
一
五
八
九
年
か
ら
九
一

年
に
か
け
て
の
ロ
ン
ド
ン
滞
在
の
お
り
の
宮
廷
で
の
冷
淡
な
あ
し
ら
い
に
よ
っ
て
完
全
に
う
ち
く
だ
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

『
管
見
』
執
筆
当
時
、
深
い
絶
望
感
に
捉
え
ら
れ
、
そ
の
反
動
が
『
管
見
』
の
過
激
さ
・
残
虐
さ
と
な
っ
て
現
れ
た
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、

そ
れ
以
上
に
ブ
ラ
デ
ィ
が
重
視
す
る
の
は
人
文
主
義
老
と
し
て
の
ス
ペ
ン
サ
ー
が
感
じ
て
い
た
危
機
で
あ
る
。
詩
入
と
し
て
の
ス
ペ
ン
サ
ー
と

『
管
見
』
の
著
者
と
し
て
の
ス
ペ
ン
サ
ー
を
一
体
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
ブ
ラ
デ
ィ
は
、
他
者
の
作
贔
よ
り
も
む
し
ろ
ス
ペ
ン
サ
ー
自
身

の
大
作
、
か
の
「
神
仙
女
王
し
と
『
管
見
』
と
を
つ
き
あ
わ
せ
、
「
神
仙
女
王
偏
も
筆
が
す
す
む
に
つ
れ
て
、
そ
の
内
容
に
『
管
見
』
と
共
通

す
る
性
格
が
現
れ
て
く
る
と
い
う
。
王
位
継
承
の
先
行
き
が
定
ま
ら
ぬ
状
態
、
社
会
不
安
の
激
化
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
牙
城
ス
ペ
イ
ン
と
の
戦
争
、

そ
し
て
い
う
ま
で
も
な
く
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
混
乱
、
こ
う
し
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
後
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
諸
問
題
か
ら

く
る
危
機
感
で
あ
る
。

　
で
は
、
人
文
主
義
者
と
し
て
の
危
機
感
と
は
何
か
。
理
性
と
秩
序
は
暗
黒
と
混
乱
に
打
ち
勝
つ
は
ず
だ
と
い
う
そ
の
形
而
上
学
的
歴
史
観
が
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「野蛮」の「改革」（山本）

一
五
九
〇
年
代
の
現
実
の
前
に
崩
壊
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
、
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
く
に
『
管
見
』
に
お
い

て
は
、
そ
の
危
機
感
が
か
え
っ
て
、
焦
土
戦
術
と
か
軍
政
と
い
っ
た
手
段
・
方
法
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
の
全
面
的
解
決
を
ス
ペ
ン
サ
ー

に
希
求
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
　
つ
ま
り
人
文
主
義
者
と
し
て
の
歴
史
観
の
最
終
的
崩
壊
に
恐
れ
お
の
の
く
姿
勢
に
こ
そ
、
『
管
見
』
の
過
激

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

さ
・
残
虐
さ
は
由
来
す
る
の
だ
。
ブ
ラ
デ
ィ
の
結
論
を
要
約
す
れ
ば
こ
う
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
キ
ャ
ニ
！
と
ブ
ラ
デ
ィ
の
『
管
見
』
を
め
ぐ
る
評
価
の
違
い
は
、
『
過
去
と
現
在
』
誌
上
で
の
論
争
へ
と
発
展
す
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
こ

で
は
両
者
と
も
自
説
を
繰
り
返
し
て
、
互
い
に
相
手
の
『
管
見
』
に
対
す
る
読
み
の
甘
さ
を
批
判
す
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
い
わ
ば
す
れ
違
い

で
終
わ
っ
た
と
の
感
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
、
キ
ャ
ニ
ー
と
ブ
ラ
デ
ィ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
説
を
ど
う
評
価
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
国
家
文
書
に
散
在
す
る
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
の
書
簡
・
奏
状
の
類
に
は
、
過
激
性
・
残
虐
性
を
帯
び
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、

む
し
ろ
中
庸
・
穏
健
な
性
格
の
も
の
も
見
い
だ
し
う
る
と
の
ブ
ラ
デ
ィ
の
指
摘
の
そ
れ
自
体
は
正
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
国
家
文

書
所
収
の
諸
文
献
は
史
料
と
し
て
の
性
格
が
異
な
る
ゆ
え
に
、
『
管
見
』
と
の
比
較
は
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
史
料
と
し
て
の
『
管
見
』
に

内
在
す
る
可
能
性
を
最
初
か
ら
著
し
く
狭
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
キ
ャ
ニ
ー
の
ブ
ラ
デ
ィ
に
対
す
る
反
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
あ
た
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
比
較
の
対
象
と
な
り
う
る
と
ブ
ラ
デ
ィ
が
み
る
リ
ッ
チ
、
ビ
ー
コ
ン
、
ハ
ー
バ
ー
ト
の
作
業
と
『
管

見
』
の
あ
い
だ
に
相
違
点
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
管
見
』
以
外
の
作
品
に
は
、
焦
土
戦
術
の
言
及
は
な
い
か
ら
、
『
管
見
』

の
過
激
さ
は
質
が
違
う
と
い
う
議
論
は
あ
ま
り
説
得
力
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
ブ
ラ
デ
ィ
の
指
摘
す
る
相
違
点
は
質
で
な
く
て

量
的
な
そ
れ
で
あ
る
と
も
い
え
な
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
キ
ャ
ニ
ー
が
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ソ
グ
リ
ヅ
シ
ュ
」
全
体
で
意
見
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
っ
た
ご
と
き
印
象
を
与
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ぼ
、

そ
れ
は
か
れ
の
勇
み
足
と
い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
い
つ
の
世
で
あ
れ
、
内
部
の
意
見
の
完
全
な
一
致
が
み
ら
れ
る
権
益
集
団
な
ど
と
い

う
も
の
が
そ
も
そ
も
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
『
管
見
』
を
他
と
比
較
に
な
ら
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
作
製
に
ま
つ
り
あ
げ
て
し
ま
う

と
こ
ろ
に
ブ
ラ
デ
ィ
の
い
き
す
ぎ
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
『
管
見
』
を
一
五
九
〇
年
代
の
危
機
の
産
物
と
す
る
点
で
異
論
は
な
い
が
、

91 （237）



こ
と
さ
ら
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
個
人
的
な
挫
折
感
や
人
文
主
義
者
と
し
て
の
危
機
感
に
還
元
し
て
し
ま
う
必
要
も
な
い
一
…
そ
う
し
た
面
を
否
定

す
る
わ
け
で
は
な
い
が
一
で
あ
ろ
う
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
新
地
主
・
官
僚
と
し
て
、
い
い
か
え
れ
ば
＝
ユ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
と
し
て
、

ス
ペ
ン
サ
ー
が
置
か
れ
た
立
場
の
産
物
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。

　
こ
こ
で
、
と
も
に
焦
土
戦
術
の
主
張
を
過
激
さ
・
残
虐
さ
の
ひ
と
つ
の
基
準
と
す
る
キ
ャ
ニ
…
、
ブ
ラ
デ
ィ
両
者
が
、
奇
妙
に
も
さ
し
て
問

題
に
し
て
い
な
い
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
焦
土
戦
術
が
現
実
に
、
一
五
七
〇
年
代
末
・
八
○
年
代
初
の
マ
ン
ス
タ
に
お
け
る
デ

ズ
モ
ン
ド
伯
の
乱
で
実
行
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
こ
と
は
、
マ
ソ
ス
タ
の
地
主
、
官
僚
で
一
五
四
〇
年
代
か

ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
総
督
を
務
め
た
サ
i
・
ア
ン
ソ
ニ
ー
の
息
子
サ
ー
・
ウ
ォ
；
ラ
ム
・
セ
ン
ト
・
リ
ジ
ャ
ー
の
一
五
八
二
年
三
月
＝
一
日

付
け
女
王
宛
書
簡
が
裏
付
け
て
く
れ
る
。
か
れ
は
そ
の
書
簡
で
、
現
在
の
グ
レ
イ
総
督
政
権
で
は
、
マ
ン
ス
タ
地
方
の
五
つ
の
州
を
荒
廃
さ
せ

る
こ
と
が
よ
き
政
策
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
に
批
判
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
セ
ン
ト
・
リ
ジ
ャ
ー
に
よ
る
と
、

「
無
数
の
哀
れ
な
罪
な
き
人
び
と
が
飢
え
て
お
り
、
す
で
に
請
払
に
よ
り
死
ん
だ
者
の
数
は
マ
ン
ス
タ
地
方
で
こ
こ
半
年
以
内
で
も
少
な
く
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

も
三
〇
、
○
○
○
を
下
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
事
実
を
総
督
グ
レ
イ
の
私
設
秘
書
で
あ
っ
た
ス
ペ
ン
サ
…
が
知
ら
な
い
は
ず
が
な

い
。
じ
っ
さ
い
『
管
見
』
に
お
い
て
焦
土
戦
術
を
主
張
す
る
さ
い
の
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
の
次
の
よ
う
な
発
雷
は
そ
の
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
な
ぜ
敵
勢
力
の
軍
事
的
制
圧
は
短
期
で
終
了
す
る
と
予
言
で
き
る
の
か
と
の
ユ
ー
ド
ク
サ
ス
の
問
い
に
箸
え
て
、
ア
イ
レ
一
一
ア
ス

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
雷
う
。
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「
終
わ
る
の
は
非
常
に
早
い
と
わ
た
し
は
確
信
し
て
い
る
よ
。
か
く
も
大
き
な
混
乱
の
な
か
で
は
思
っ
て
も
み
ら
れ
な
い
ほ
ど
早
く
に
ね
。
も
っ
と
も
、

か
れ
ら
の
だ
れ
も
剣
で
倒
れ
た
り
、
兵
士
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
厳
し
い
抑
圧
措
置
に
よ
っ
て
農
産
物

か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
、
家
畜
の
供
給
も
断
た
れ
る
か
ら
、
か
れ
ら
は
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
、
自
分
た
ち
の
物
資
を
消
費
し
尽
く
し
て
し
ま
い
、
互
い
に
奪
い

合
い
を
演
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
証
座
を
、
わ
た
し
は
マ
ン
ス
タ
に
お
け
る
あ
の
最
近
の
戦
争
で
十
分
に
み
た
。
同
地
は
も
っ
と
も
富
ん
で
い
て
豊

か
な
地
で
、
穀
物
と
家
姦
に
あ
ふ
れ
、
貴
君
な
ら
か
れ
ら
は
ず
っ
と
長
く
持
ち
こ
た
え
ら
れ
た
は
ず
だ
と
考
え
る
だ
ろ
う
が
、
と
こ
ろ
が
一
年
半
も
た
た



な
い
う
ち
に
か
れ
ら
は
、
い
か
に
石
の
ご
と
き
冷
た
い
心
の
持
ち
主
と
い
え
ど
も
哀
れ
み
を
感
じ
る
に
違
い
な
い
ほ
ど
惨
め
な
状
況
に
追
い
や
ら
れ
た
の

だ
。
森
や
漢
谷
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
隅
か
ら
か
れ
ら
は
手
で
は
い
ず
り
出
て
き
よ
っ
た
。
連
中
の
足
は
ゆ
う
こ
と
を
聞
か
な
く
な
っ
て
お
っ
た
の
だ
。
か

れ
ら
は
、
死
者
の
骸
骨
の
よ
う
に
見
え
、
幽
霊
の
・
．
軌
う
に
死
の
淵
か
ら
叫
び
声
を
あ
げ
、
死
者
の
肉
を
食
ら
っ
た
。
そ
れ
を
見
つ
け
ら
れ
れ
ば
附
せ
だ
っ

た
の
だ
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
、
か
れ
ら
は
た
め
ら
い
も
せ
ず
死
体
を
墓
穴
か
ら
掘
り
出
し
、
そ
れ
ら
を
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
食
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

も
し
、
ク
レ
ソ
ン
か
ク
ロ
ー
バ
ー
の
群
生
で
も
見
つ
か
れ
ば
、
か
れ
ら
は
当
座
の
ご
ち
そ
う
に
あ
り
つ
く
か
の
よ
う
に
群
が
っ
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ

と
も
長
く
続
く
は
ず
も
な
く
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
何
も
残
ら
な
い
状
態
に
な
り
、
も
っ
と
も
人
口
の
多
く
豊
か
だ
っ
た
地
は
突
然
人
も
獣
も
ま
っ
た
く

い
な
く
な
っ
た
の
だ
。
あ
の
戦
争
で
、
多
く
の
者
は
剣
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
か
れ
ら
唐
身
が
招
い
た
極
端
な
飢
館
に
よ
っ
て
減
ん
だ
の
は
確
か
な
の
だ

⑪よ
。
」

「野蛮」の「改革」（山本）

焦
土
戦
術
、
す
な
わ
ち
非
戦
闘
員
を
犠
牲
に
す
る
も
や
む
な
し
と
の
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
の
発
言
は
か
か
る
文
脈
の
な
か
で
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
ス
ペ
ン
サ
…
が
い
ま
浜
弓
に
し
て
い
る
デ
ズ
モ
ン
ド
の
乱
平
定
後
の
マ
ン
ス
タ

で
実
施
さ
れ
た
大
規
模
な
「
植
民
」
の
受
益
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
か
れ
は
植
民
請
負
人
と
し
て
三
千
エ
ー
カ
あ
ま
り
を

有
す
る
地
主
と
な
っ
た
の
だ
。
い
い
か
え
れ
ば
、
か
れ
の
資
産
は
、
ま
さ
に
マ
ン
ス
タ
で
実
施
さ
れ
た
焦
土
戦
争
の
お
び
た
だ
し
い
数
の
人
び

と
の
犠
牲
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
ス
ペ
ン
サ
；
は
明
ら
か
に
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
を
、
上
記
の
ア

イ
レ
ニ
ア
ス
の
言
は
養
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
自
分
を
含
め
、
マ
ン
ス
タ
の
新
地
主
だ
ち
の
資
産
が
い
か
に
危
う

い
も
の
で
あ
る
か
を
も
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
わ
か
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
マ
ン
ス
タ
に
は
デ
ズ
モ
ン
ド
の
乱
お
よ
び
そ
の
鎮
圧
戦
を
苦
し
み
な

が
ら
生
き
延
び
た
、
英
人
人
口
を
は
る
か
に
う
わ
ま
わ
る
既
存
住
民
一
i
そ
の
な
か
に
は
、
「
植
民
」
に
よ
っ
て
土
地
を
奪
わ
れ
た
者
も
少
な

か
ら
ず
い
た
一
が
な
お
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
現
地
の
人
問
と
し
て
知
ら
な
い
は
ず
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
マ
ソ
ス
タ
植

民
’
　
を
主
導
し
た
は
ず
の
英
枢
密
院
が
、
奪
わ
れ
た
土
地
に
対
す
る
権
利
を
主
張
す
る
既
存
住
民
の
訴
え
を
却
下
す
る
ど
こ
ろ
か
、
か
れ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

有
利
な
判
決
を
下
す
こ
と
さ
え
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
、
『
管
見
』
執
筆
の
こ
ろ
に
は
、
ア
ル
ス
タ
が
オ
ニ
…
ル
や
オ
ド
ン
ネ
ル
ら
有
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力
斎
言
の
テ
ユ
ー
ダ
…
朝
に
対
す
る
反
乱
が
ま
た
も
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
に
思
い
を
巡
ら
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
ア
ル
ス
タ
を
こ
え
て
、

マ
ン
ス
タ
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
土
に
、
い
つ
波
及
し
て
く
る
や
も
し
れ
な
い
、
そ
う
な
れ
ば
自
ら
の
資
産
は
、
あ
る
い
は
門
植
民
」
の
成
果

は
、
台
な
し
に
な
る
こ
と
必
定
だ
、
そ
の
よ
う
な
不
安
と
危
倶
の
な
か
で
、
ス
ペ
ン
サ
ー
が
『
管
見
』
を
書
き
進
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
自
己
の
お
か
れ
た
立
場
の
冷
徹
な
認
識
と
不
安
感
、
危
機
感
が
『
管
見
』
に
お
い
て
ス
ペ
ン
サ
ー
に
焦
土

戦
術
の
よ
う
な
過
激
で
残
虐
な
手
段
を
積
極
的
に
主
張
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
資
産
が
過
去
の
焦
土
戦
の
う
え
に
成
り
立
っ
て

い
る
ス
ペ
ン
サ
ー
に
す
れ
ば
、
そ
れ
を
危
機
に
さ
ら
し
か
ね
な
い
今
後
の
反
乱
に
対
し
て
も
、
効
力
実
証
済
み
の
焦
土
戦
術
を
否
定
す
べ
き
理

由
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
の
代
弁
者
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
が

一
五
九
〇
年
代
の
時
点
で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
、
も
し
く
は
少
な
く
と
も
マ
ソ
ス
タ
の
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
の
お
か
れ
て
い
た
立
場

の
危
う
さ
を
だ
れ
よ
り
も
鋭
敏
に
知
覚
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
危
機
感
を
積
極
的
に
訴
え
よ
う
と
し
た
の
が
『
管
見
』
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
焦
土
戦
術
な
ど
が
読
者
の
目
に
ど
の
よ
う
に
写
る
か
は
ス
ペ
ン
サ
…
に
は
十
分
承
知
で
あ
っ
た
。
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
が
焦
土
戦
術
を

主
張
し
た
と
こ
ろ
で
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
ユ
…
ド
ク
サ
ス
に
た
だ
ち
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
非
戦
闘
員
を
も

犠
牲
に
す
る
よ
う
な
焦
土
戦
術
の
こ
と
が
「
慈
悲
深
き
し
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
耳
に
達
す
れ
ば
、
た
だ
ち
に
中
止
の
命
が
下
る
の
で
は
な
い
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

「
血
ま
み
れ
男
漏
と
の
評
判
が
女
王
に
届
く
や
、
た
ち
ま
ち
解
任
さ
れ
て
し
ま
っ
た
グ
レ
イ
総
督
の
よ
う
に
、
と
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
門
き

わ
め
て
ジ
ェ
ソ
ト
ル
で
慈
悲
深
く
情
愛
に
み
ち
て
穏
や
か
な
こ
と
を
知
る
人
は
知
っ
て
い
た
」
か
れ
な
の
だ
が
、
「
か
の
現
業
の
情
勢
が
要
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
る
と
こ
ろ
か
ら
臨
や
む
な
く
強
権
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
と
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
に
グ
レ
イ
を
強
く
擁
護
さ
せ
る
こ
と
で
、
焦
土
戦

術
を
も
間
接
的
に
正
当
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
グ
レ
イ
の
強
権
的
統
治
や
か
れ
が
じ
っ
さ
い
に
実
施
し
た
焦
土
戦
術
を
正
当
化
す
る
「
か
の
現
実
の
情
勢
の
要
請
す

る
と
こ
ろ
」
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
管
見
』
の
前
半
部
分
で
あ
る
。
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「野蛮」の「改革」（山本）

　
そ
の
内
容
の
概
略
は
す
で
に
述
べ
て
お
い
た
が
、
要
す
る
に
そ
こ
で
の
ス
ペ
ン
サ
ー
の
狙
い
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
が
い
か
に
「
野
蛮
」

で
「
遅
れ
た
」
も
の
で
あ
る
か
を
徹
底
的
に
読
者
に
印
象
づ
け
る
こ
と
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
た
め
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
仕
組
ん
だ
仕
掛
け
は

じ
つ
に
巧
妙
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
最
初
に
「
法
に
お
け
る
悪
弊
」
を
も
ち
だ
し
て
、
そ
こ
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
非
難
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ

は
コ
モ
ン
・
ほ
一
そ
の
も
の
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
甲
西
を
前
提
と
す
る
法
体
系
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
実
情
に
は
あ
わ
な

い
か
ら
だ
め
な
の
だ
と
い
う
よ
う
に
も
っ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、
ま
ず
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
比
較
に
持
ち
込
ん
で
あ
ら
か
じ
め
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
異
質
さ
を
つ
よ
く
読
者
に
印
象
づ
け
て
お
こ
う
と
い
う
わ
け
だ
。

　
そ
う
し
て
お
い
て
、
い
よ
い
よ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
の
「
悪
弊
」
そ
の
も
の
に
議
論
を
進
め
て
ゆ
く
。
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
は
す
で
に
紹

介
し
た
か
ら
、
こ
こ
で
繰
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
当
会
の
「
野
蛮
」
、
「
後
進
性
」
に
つ
い
て
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
「
野
蛮

な
」
（
乱
算
9
髪
洗
。
＝
ρ
。
。
ρ
奉
σ
q
Φ
）
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
大
昔
の
年
代
記
な
ど
か
ら
も
っ
と
も
ら

し
い
「
証
拠
」
を
と
り
だ
し
て
、
か
れ
ら
の
主
た
る
先
祖
は
太
吉
の
遊
牧
民
族
と
し
て
知
ら
れ
る
ス
キ
タ
イ
人
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
慣
習
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

い
ま
な
お
見
ら
れ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
少
し
も
発
展
を
遂
げ
て
い
な
い
民
族
だ
な
ど
と
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
に
縷
々
説
明
さ
せ
て
い
る
。
ゲ
ー
リ
ヅ

ク
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
の
「
野
蛮
」
性
、
「
後
進
」
性
に
学
問
的
な
根
拠
が
い
か
に
も
あ
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
も
と
よ
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
が
「
野
蛮
」
だ
と
い
う
の
は
、
一
二
世
紀
の
ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
・
カ
ン
プ
レ
ソ
シ
ス
以
来
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

で
は
お
き
ま
り
の
見
方
だ
っ
た
か
ら
、
ス
ペ
ン
サ
ー
に
は
そ
う
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
乗
じ
た
と
い
う
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
か
れ

ほ
ど
徹
底
的
に
そ
の
「
野
蛮
」
性
、
「
後
進
」
性
を
描
い
て
み
せ
た
者
は
か
つ
て
い
な
い
。
な
ぜ
、
か
れ
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ボ

の
「
野
蛮
」
さ
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
が
、
生
半
可
な
方
法
な
ど
で
は
「
改
革
」
の
し
よ
う
の
な
い

社
会
で
あ
る
こ
と
を
ど
こ
ま
で
も
印
象
づ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
門
現
実
の
情
勢
が
要
請
す
る
と
こ
ろ
」
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
グ
レ
イ
の
強
権
政
治
や
焦
土
戦
術
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
「
野
蛮
」
性
を
ス
ペ
ン
サ
ー
は
利
用
す
る
の

だ
が
、
も
う
ひ
と
つ
か
れ
が
打
っ
て
い
る
手
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
過
激
で
残
虐
な
方
法
を
、
「
改
革
」
の
準
備

段
階
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
季
段
で
あ
っ
て
、
鼠
的
で
は
な
い
こ
と
、
狸
的
は
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
社
会
の
「
改
革
」
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
深
く
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
あ
る
い
は
、
［
，
改
革
」

と
い
う
崇
高
な
目
的
の
前
に
は
、
手
段
の
過
激
さ
残
虐
さ
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
で
は
讐
改
革
」
と
は
何
か
。
そ
の
内
容
も
す
で
に
見
て
お
い
た
か
ら
繰
り
返
さ
な
い
が
、
要
す
る
に
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ヂ
の
門
文
明
」
を
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
に
導
入
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
　
つ
ま
り
「
野
蛮
」
社
会
の
「
文
明
化
」
、
　
こ
れ
が
ス
ペ
ン
サ
ー
い
う
と
こ
ろ
の
「
改
革
」
な

の
で
あ
る
。

　
か
か
る
「
野
蛮
扁
の
「
文
明
化
」
と
い
う
ス
ペ
ン
サ
…
の
論
理
は
、
単
純
な
比
較
は
つ
つ
し
む
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
は
る
か
後
世
は
一
九
世

紀
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
人
を
と
ら
え
た
「
文
明
化
の
使
命
」
と
い
う
概
念
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
論
理
で
他

民
族
、
他
社
会
の
征
服
、
そ
れ
も
残
虐
な
手
段
に
よ
る
征
服
を
正
当
化
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
、
単
な
る
植
民
地
支
配
を
正
当
化
す
る
空
疎
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

イ
デ
ォ
ロ
ギ
…
と
堕
し
た
帝
国
主
義
時
代
の
そ
れ
に
類
似
す
る
と
い
え
ば
、
い
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
管
見
』

に
は
、
一
六
世
紀
末
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
過
激
で
残
虐
な
手
段
に
よ
る
土
着
民
の
犠
牲
の
う
え
に
財
を
為
し
た
、
し
か
し
数
の
面
で

は
圧
倒
的
少
数
派
の
入
植
者
が
、
現
地
民
の
怨
嵯
と
そ
の
せ
ま
り
つ
つ
あ
る
復
讐
へ
の
恐
怖
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
危
機
的
状
況

の
う
み
だ
し
た
産
物
と
い
う
側
面
が
強
い
こ
と
は
以
上
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
妾
時
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
海
外
へ
進
出
す

る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
北
米
と
似
た
「
新
世
界
」
的
性
格
を
色
濃
く
有
す
る
植
民
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
『
管
見
』
は
強
く
示
適
し
て
い

る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
と
同
時
に
、
『
管
見
』
に
み
ら
れ
る
「
文
明
化
の
使
命
」
的
論
理
は
、
一
六
世
紀
末
の
時
点
で
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
、

時
代
を
越
え
て
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
の
ち
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
海
外
1
1
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
植
民
地
一
般
と
共
通
の
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
を

も
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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四
　
『
管
見
』
に
み
ら
れ
る
植
民
地
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
性
格
（
二
）

　
前
章
で
は
、
一
六
世
紀
後
半
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
植
民
地
と
し
て
、
同
時
代
の
北
米
「
新
世
界
」
、
あ
る
い
は
の
ち
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
海
外

植
民
地
一
般
と
共
通
す
る
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
、
『
管
見
』
の
う
ち
に
探
っ
て
み
た
。
し
か
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
帝
国
植
糊
地
と

し
て
特
異
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
中
世
の
「
ア
ン
ジ
ュ
帝
国
』
の
遺
産
と
い
う
面
も
色
濃
く
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、

す
で
に
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
管
見
』
の
う
ち
に
、
そ
う
し
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
特
異
性
も
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強
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
『
管
見
』
は
ス
ペ
ン
サ
ー
存
命
中
に
は
出
版
さ
れ
ず
、
死
後
三
〇
年
ほ
ど
た
っ
て
は
じ
め
て
他
人
の
手
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
公
刊
本
で
も

献
辞
な
ど
は
一
切
つ
い
て
い
な
い
の
で
、
ス
ペ
ン
サ
ー
が
だ
れ
に
献
呈
し
よ
う
と
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
か
れ
が
有
力
廷
臣
レ
ス
タ

ー
伯
と
の
コ
ネ
を
も
っ
て
い
た
こ
と
や
『
管
見
』
の
内
容
の
性
格
か
ら
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
鼠
輩
一
中
央
政
界
へ
の
メ
ヅ
セ
ー
ジ
と
と
っ

て
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
い
っ
た
い
ス
ペ
ン
サ
ー
は
な
ぜ
英
中
央
政
界
に
向
け
て
、
「
テ
ユ
ー
ダ
…
朝
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
再
征
服
」

に
伴
う
残
虐
な
行
為
を
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
正
当
化
し
て
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
「
オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
の
存
在
で
あ
る
。
「
オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュ
」
と
は
、
中
世
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
わ
た
っ
て
定
着
し
た
ア
ン
グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ン
系
貴
族
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
、
都
市
市
民
の
末
蕎
、
す
な
わ

ち
ア
ソ
グ
ロ
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
で
、
「
ペ
イ
ル
」
の
支
配
層
を
中
心
に
、
一
六
世
紀
末
ま
で
に
、
新
参
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
軍
人
、
官
僚
、
地
主
、

す
な
わ
ち
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
し
の
行
動
や
「
植
民
」
政
策
に
批
判
的
と
な
っ
て
い
た
政
治
・
社
会
集
団
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
れ

ら
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
六
世
紀
後
半
に
な
っ
て
、
ダ
ブ
リ
ン
総
督
府
と
乖
離
し
て
ゆ
き
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
中
央
政
界
で
は
発
言
力

を
失
っ
て
い
た
も
の
の
、
な
お
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
中
央
政
界
、
す
な
わ
ち
宮
廷
と
は
強
い
コ
ネ
を
有
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
女
王
と
も
比
較
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

血
縁
関
係
の
濃
か
っ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
貴
族
オ
ー
モ
ン
ド
伯
な
ど
を
通
じ
て
、
直
接
女
王
に
訴
え
る
ル
ー
ト
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
れ

ら
ほ
ど
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
中
世
門
ア
ン
ジ
ュ
帝
国
」
の
遺
産
で
あ
る
こ
と
を
体
現
す
る
存
在
は
な
い
と
い
え
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
政
治
的
に

は
「
オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
の
方
が
、
ゲ
ー
リ
ヅ
ク
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
民
族
勢
力
よ
り
も
は
る
か
に
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ

ュ
」
に
と
っ
て
は
手
ご
わ
い
相
手
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
「
オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ェ
」
が
い
か
に
ス
ペ
ン
サ
ー
ら
＝
ユ
…
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
に
と
っ
て
政
治
的
脅
威
で
あ
っ
た
か
は
、

『
管
見
』
に
も
は
っ
き
り
と
み
て
と
れ
る
。
た
と
え
ば
、
前
に
も
ふ
れ
た
総
督
グ
レ
イ
の
解
任
を
め
ぐ
る
議
論
の
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
な
対

話
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
い
い
例
だ
。
す
な
わ
ち
、
ユ
ー
ド
ク
サ
ス
が
「
か
れ
が
血
ま
み
れ
男
で
あ
り
、
陛
下
の
臣
民
の
命
を
犬
ほ
ど
に
も
顧
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み
ず
、
す
べ
て
を
荒
廃
さ
せ
、
焼
き
尽
く
し
た
の
で
、
陛
下
に
は
か
れ
ら
の
灰
の
う
え
に
君
臨
す
る
以
外
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
何

も
な
い
、
と
い
う
苦
情
の
声
が
か
れ
に
対
し
て
為
さ
れ
た
。
そ
の
声
に
〔
陛
下
の
〕
粟
野
は
た
だ
ち
に
傾
け
ら
れ
、
す
べ
て
が
突
然
さ
か
さ
ま

に
ひ
っ
く
り
か
え
り
、
か
の
高
貴
な
る
卿
は
た
ち
ま
ち
非
難
さ
れ
、
惨
め
な
人
び
と
に
は
哀
れ
み
が
か
け
ら
れ
た
」
と
い
え
ぱ
、
ア
イ
レ
ニ
ア

ス
は
そ
れ
を
受
け
て
、
「
わ
た
し
も
、
あ
の
、
人
を
陥
れ
る
ご
と
き
策
略
、
そ
れ
を
企
み
、
と
て
も
陰
険
に
仕
組
ん
だ
や
り
方
、
か
れ
と
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

高
貴
な
人
た
ち
の
あ
い
だ
を
引
き
裂
く
不
和
の
種
を
蒔
く
と
い
う
あ
の
や
り
方
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
」
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る

い
は
そ
の
す
ぐ
あ
と
で
ス
マ
ウ
ィ
ッ
ク
に
お
け
る
グ
レ
イ
の
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
ジ
ア
人
遠
征
部
隊
の
虐
殺
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、

ア
イ
レ
ニ
ア
ス
の
弁
護
論
を
受
け
て
ユ
ー
ド
ク
サ
ス
に
、
門
わ
た
し
が
こ
れ
ま
で
耳
に
し
て
、
し
ば
し
ぼ
疑
問
に
思
っ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、

貴
君
が
こ
の
よ
う
に
満
足
さ
せ
て
く
れ
て
、
ほ
ん
と
う
に
う
れ
し
い
、
し
か
し
な
お
、
自
分
た
ち
が
出
鱈
目
の
嘘
つ
き
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き

り
知
っ
て
い
る
あ
の
金
棒
引
き
の
連
中
の
口
を
塞
ぐ
こ
と
は
い
ま
で
も
で
き
な
い
の
だ
。
」
と
答
え
さ
せ
、
さ
ら
に
　
「
ア
ル
ス
タ
と
コ
ン
ノ
ー

ト
の
あ
の
反
徒
ど
も
の
鎮
定
と
、
か
れ
ら
を
憧
久
的
に
改
革
へ
導
く
道
の
準
備
も
、
残
虐
だ
と
か
あ
ま
り
に
多
く
の
血
が
流
れ
る
と
い
っ
た
、

為
に
す
る
意
見
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
台
な
し
に
さ
れ
、
そ
れ
に
注
い
だ
カ
ネ
と
労
力
が
完
全
に
無
駄
に
な
っ
て
消
し
飛
ん
で
し
ま
わ
な
い
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
」
と
い
わ
せ
て
い
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
こ
の
「
金
棒
引
き
扁
が
だ
れ
と
は
は
っ
き
り
い
っ
て
い
な
い
が
、
女
王
の
耳
に
そ
の
声
が
届
い
た

の
だ
と
す
れ
ば
、
「
オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
を
さ
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
強
い
政
治
的
脅
威
で
あ
っ
た
　
「
オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ご
に
対
す
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
姿
勢
は
さ
す
が
に
厳
し
い
。
『
管

見
』
の
随
所
で
か
れ
は
、
ア
イ
レ
ニ
ア
ス
の
口
を
借
り
て
、
「
オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
偏
を
名
指
し
で
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
一
た
だ
し
、
「
ペ
イ
ル
」
の
住
民
は
別
だ
と
の
留
保
を
つ
け
て
い
る
が
！
は
「
堕
落
し
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ガ
ー
リ
ッ
ク
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
よ
り
も
「
野
蛮
」
に
な
っ
た
存
在
だ
、
と
。

　
も
っ
と
も
、
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
よ
り
野
蛮
な
」
、
「
堕
落
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
」
と
い
う
レ
ヅ
テ
ル
は
、
こ
れ
ま
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
発
明

で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
じ
つ
は
一
六
世
紀
初
に
、
ダ
ブ
リ
ン
総
督
府
嘗
僚
の
あ
い
だ
で
、
「
ペ
イ
ル
」
の
外
の
ア
ン
グ
ロ
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
の
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大
諸
侯
－
当
時
の
デ
ズ
モ
ン
ド
伯
や
オ
ー
モ
ン
ド
伯
i
や
そ
の
勢
力
圏
内
の
中
小
領
主
を
指
す
表
現
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
た

　
　
　
⑥

の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
わ
れ
た
か
。
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
に
対
し
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
の
よ
り
大
き
な
コ
ミ
ヅ
ト
メ

ン
ト
を
訴
え
る
た
め
で
あ
る
。
中
世
末
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
ガ
ー
リ
ッ
ク
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
氏
族
勢
力
が
息
を
吹
き
か
え
し
、
ア
ン
グ
ロ
・
ア
イ

リ
ヅ
シ
ュ
大
諸
侯
の
独
立
化
と
「
ゲ
ー
ル
化
」
も
進
ん
だ
の
に
は
、
百
年
戦
争
や
バ
ラ
戦
争
で
英
王
朝
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
注
意
を
払
う
余
裕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
一
因
が
あ
っ
た
の
だ
。
こ
こ
で
、
注
寄
す
べ
き
は
当
時
の
総
督
府
の
官
僚
は
ほ
と
ん
ど
が
「
ペ
イ
ル
」
内
部
の
ア
ン
グ

ロ
・
ア
イ
ジ
ッ
シ
ュ
中
小
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
堕
落
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
」
と
か
「
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
人
よ
り
野
蛮
な
」
と
い
う
表
現
は
、
ま
さ
に
「
オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
ジ
ヅ
シ
ュ
」
の
先
祖
が
つ
く
り
だ
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
、
い
ま
や
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
こ
の
ス
ペ
ン
サ
ー
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、
「
オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ヅ
シ
ュ
」
を
非
難
す

る
の
に
流
用
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。
歴
史
の
皮
肉
と
い
う
以
外
な
か
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
ス
ペ
ン
サ
～
は
露
分
た
ち
を
政
治
的
に
攻
撃
し
て
く
る
「
オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
に
対
し
て
、
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人

よ
り
野
蛮
な
」
、
「
堕
落
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
で
切
っ
て
返
そ
う
と
し
た
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
た
ん
に
そ

れ
だ
け
の
意
味
し
か
み
な
い
と
す
れ
ば
、
片
手
落
ち
で
あ
る
。
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
『
管
見
』
全
体
を
貫
く
ス
ペ
ン
サ
ー
の
論
理
に
さ
ら
に

説
得
力
を
加
え
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
「
野
蛮
」
性
の
強
さ
が
「
層
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
は

「
文
明
人
」
で
あ
る
は
ず
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
と
い
え
ど
も
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
の
「
野
蛮
偏
の
前
に
は
、
み
ず
か
ら
「
野
蛮
し
に
「
堕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

落
」
し
て
し
ま
う
実
例
と
し
て
、
「
オ
ー
ル
ド
・
イ
ソ
グ
リ
ッ
シ
ご
は
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ほ
ど
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
「
野
蛮
」
は

生
半
可
な
も
の
で
は
な
い
、
だ
か
ら
、
生
ぬ
る
い
、
中
途
半
端
な
「
改
革
」
で
は
無
意
味
で
あ
っ
て
、
「
改
革
」
す
る
な
ら
い
か
な
る
手
段
を

使
っ
て
で
も
徹
底
的
に
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
と
い
う
論
理
を
こ
れ
は
ス
ペ
ン
サ
ー
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ヅ

シ
ュ
」
に
対
す
る
「
ア
イ
ル
ラ
ソ
ヂ
人
よ
り
も
野
蛮
な
」
、
「
堕
落
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
は
、
こ
の
よ
う
に
、
過
激
で
残
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虐
な
「
改
革
偏
の
手
段
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
『
管
見
』
の
基
本
論
理
に
寄
与
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ス
ペ
ン

サ
ー
は
植
民
地
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
特
異
性
、
す
な
わ
ち
、
中
世
「
ア
ン
ジ
ュ
帝
国
」
の
遺
産
と
い
う
そ
の
特
別
な
側
面
を
見
事
に
利
用
し
て
、

お
の
れ
の
「
文
明
化
の
使
命
」
の
論
理
に
華
を
添
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①
い
≦
霞
。
（
Φ
9
）
堕
月
さ
。
嵐
ミ
。
、
亜
型
、
ミ
§
ミ
弘
⑦
G
。
。
。
（
ω
晴
O
卜
。
9
0
刈
y

②
　
詳
し
く
は
、
前
掲
拙
稿
、
＝
㎜
三
一
｝
三
八
頁
を
み
よ
。

③
』
ミ
§
㌧
唱
唱
」
O
？
δ
ρ

④
奪
幾
こ
娼
や
δ
圃
占
O
P
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奪
ミ
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。
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①
。
。
添
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。
ド
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G
ミ
§
織
ミ
鼠
ミ
馬
O
犠
ミ
転
ミ
窺
｝
伊
州
ミ
、
騎
、
義
ミ
q
ミ
緊
晒
ミ
馬
ミ
暮
落
§
号
ミ

　
い
導
ミ
電
ミ
ト
a
ミ
曾
ミ
い
賊
と
団
1
＆
ミ
㌧
0
＜
o
す
一
Q
。
雪
占
Q
。
↓
ら
。
（
嵩
℃
払
O
凝
）
㎞
噛

鵠
。
ω
．
ゲ
ト
Q
嚇
勺
．
鳴
ぎ
σ
q
冨
。
。
、
．
、
〉
じ
弓
窪
く
貯
8
0
h
臼
o
O
簿
二
＝
α
q
o
h
饗
①
冨
鵠
9
田
乙

。
囲
夢
①
O
⑦
o
鉱
o
o
｛
昏
Φ
Q
り
9
ヨ
。
．
、
”
ぎ
！
＜
．
匡
霞
ユ
紛
（
㊦
島
9
）
”
亀
篤
守
ミ
首
ミ
㌧
睡
．

H
謹
S
唱
ワ
δ
1
δ
Q
Q
，

⑦
詳
し
く
は
、
拙
稿
、
「
初
期
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
ー
「
キ
ル
デ

　
ア
の
乱
」
　
の
原
閃
を
め
ぐ
っ
て
一
」
、
『
西
洋
史
学
』
　
一
五
九
号
、
　
一
九
九
〇

年
、
一
－
一
八
頁
、
と
り
わ
け
詰
碁
早
を
み
よ
。

⑧
　
謡
ミ
馬
§
℃
や
幽
Q
。
、
8
■

お
　
あ
　
り
　
に

「野蛮」の「改革」（山本）

　
以
上
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
管
見
』
の
う
ち
に
、
一
六
世
紀
後
半
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
有
し
た
イ
ギ
リ
ス
帝
国
植
民
地
と
し
て
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ

レ
ン
ト
な
性
格
を
探
っ
て
み
た
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
過
激
、
残
虐
な
乎
段
に
よ
る
土
着
民
の
犠
牲
の
う
え
に
財
を
為
し
た
も
の
の
、
数
の
面

で
は
圧
倒
的
少
数
派
の
入
植
者
は
、
土
着
民
の
怨
墜
と
そ
の
せ
ま
り
つ
つ
あ
る
復
讐
へ
の
恐
怖
を
強
く
感
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
北
米

「
新
世
界
」
的
状
況
を
呈
し
つ
つ
、
他
方
で
は
、
中
世
「
ア
ン
ジ
ュ
帝
国
」
の
遺
産
と
し
て
の
特
異
な
性
格
、
す
な
わ
ち
、
中
世
の
入
植
老
の

儲
蓄
が
い
ま
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
入
植
に
批
判
を
加
え
て
き
て
、
し
か
も
そ
れ
の
ほ
う
が
入
植
者
に
と
っ
て
は
土
着
民
の
抵
抗
よ
り
も
政
治

的
に
は
手
ご
わ
か
っ
た
と
い
う
特
殊
性
を
も
有
し
て
い
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
そ
こ
に
み
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
管
見
』
は
＝
ハ
世
紀
末
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
入
植
者
1
1
「
ユ
ユ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
の
お
か
れ
た
状
況
を
強
く

反
映
し
た
作
爪
だ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
『
管
見
』
が
当
時
の
政
治
・
社
会
集
団
と
し
て
の
「
ニ
ュ
…
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
の
集
団
意
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識
な
い
し
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ど
こ
ま
で
関
わ
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
キ
ャ
ニ
ー
が
主
張
す
る

ほ
ど
単
純
で
は
な
い
こ
と
、
ブ
ラ
デ
ィ
に
よ
る
批
判
を
待
つ
ま
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
の
な

か
で
は
飛
び
抜
け
て
、
自
分
た
ち
の
お
か
れ
た
環
境
に
対
し
て
鋭
敏
な
人
物
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
方
が
あ
た
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
一
六
世
紀
末
の
時
点
で
の
植
民
地
と
し
て
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
性
格
を
一
層
深
く
追
及
す
る
た
め
に
は
、
集
団
と
し
て
の
「
ニ

ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
、
そ
の
内
部
の
差
異
1
た
と
え
ば
地
域
差
、
あ
る
い
は
階
層
・
職
業
差
i
に
は
も

ち
ろ
ん
考
慮
し
つ
つ
、
追
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
『
管
見
』
は
、
い
わ
ば
そ
の
取
っ
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る

史
料
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
『
管
見
』
が
そ
の
後
の
＝
一
ユ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ヅ
シ
ご
．
諸
世
代
一
一
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
や
王
政
復
古
、
名
轡
革
命

に
伴
う
混
乱
を
経
て
、
一
八
世
紀
初
め
に
は
確
固
た
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
支
配
層
の
座
を
確
立
す
る
一
…
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
は
ど
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

う
な
影
響
を
与
え
た
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
最
近
キ
ャ
ニ
ー
に
よ
る
研
究
が
い
く
つ
か
出
た
が
、
筆
者
と
し
て
も
今
後
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
課
題
と
考
え
て
い
る
。

　
①
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“　Reformation　”　of　“　The　Wild　”　：　Edmund　Spenser’s

　　　　　　Theory　for　the　Colonization　of　lreland

by

YAMAMoTo　Tadashi

　　The　English　monarchs　had　been　the　over1ords　of　the　whole　of　lrelaltd

since　the　middle　of　the　12th　century，　but　in　the　early　16th　century　they

only　controlled　Dublin　and　its　immediate　suburbs，　known　as　“　the　Pale　”．

Outside　“the　Pale”　there　were　many　independent　or　semi－independent

regional　rulers，　both　Gaelic　lrish　chieftains　and　Anglo－lrish　feudal　lords．

So　int　he　early　1540s　the　Tudor　government　began　trying　to　establish

effective　rule　over　all　of　lreland．

　　At　first　it　tried　to　subordinate　the　regional　rulers　through　negotiations

and　persuasion，　but　approach　this　did　not　bring　any　immediate　results，

so　the　Tudor　governrnent　began　to　apply　coercion　in　the　middle　of　the

1550s．　However，　this　change　in　the　governrnenes　attitude　on！y　made　tlaeir

residence　stronger．

　　So　the　gQvern組ent　adopted　a　new　measure　to　b血g　peace　and　order　to

Ireland．　That　was　the　“plantation　”　policy，　under　which　the　estates　of

rebels　were　confiscated　and　distributed　to　“undertal〈ers”，　who　were　to

settle　Enflish　people　on　their　new　estates．　Thls　policy　was　executed　on

the　most　extensive　scale　in　Munster　after　the　Desmond　rebellion　of　1579－

83．

　　The　old　nationalist　lrish　historians　usually　regarded　this　policy　and　the

whole　process　of　the　Tudor　reconquest　of　lre1and　purely　negatively，　as　one

of　many　English　crimes　against　lreland．　But　in　the　1940s　a　new　point　of

view　emer．cred　which　saw　these　as　a　part　of　the　overseas，　particularly

western，　movement　of　the　English　after　the　middle　of　the　16th　century．

According　to　thjs　view，　lreland　in　the　late　i6th　century　occupied　a　posi－

tion　similar　to　that　of　the　New　World　of　North　America　for　the　contem－

porary　English．　D．　B．　Quinn　was　the　pioneer　of　this　point　of　view，　and　in

recent　years　NT．　Canny　・has　been　energetically　pursuing　research　from

this　perspective．

　　But　there　was　still　another　side　to　Ireland　as　a　colo町，　namely，　Ireiand
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as　a　relic　of　the　“Angevin　Empire”　of　the　IMiddle　Ages．　So　the　Eng－

lish　settlers　ln　lreland　in　the　late　16th　century　must　have　encountered　a

socially　and　political！y　more　complicated　environment　than　the　one　the

settlers　in　North　America　faced．

　　Then　how　did　they　view　and　adapt　thernselves　to　this　environment？

To　approach　this　problem，　the　author　has　analyzed　the　contents　of

Edmund　Spenser’s　A　View　b　f　the　Present　State　of　lreland　（1596）．　Spenser

was　not　only　a　great　Elizabethan　poet　but　also　one　of　the　“　undertal〈ers　”

of　the　“Munster　Piantation”　in　the　1580s　and　a　provincial　othciai　in

Munster．

　　The　English　settlers－of　whem　Spenser　was　one－acuired　their　estates

at　the　expense　of　the　natives．　Naturally　the　former　became　the　object　of

the　resentment　of　the　latter．　So　Spenser　wrote　A　View　to　defend　and

justfy　the　position　of　the　settlers．　He　said　that　lrish　society　was　extreme－

ly　“wild”，　and　that　the　English　had　to　“reform”　it　utterly，　even

through　cruel　methods．　This　suggests　that　early　modern　lreland　occupied

a　position　similar　to　that　of　contemporary　North　America　or　later

British　colonies　in　general．

　　But　why　did　Spenser　feel　compelled　to　produce　an　explicit　justification

of　the　Englislt　settlers　？　Because　in　lreland　there　were　“　Old　English　”，

descendants　of　the　ARglo－English　settlers　of　the　Middle　Ages，　who　were

alienated　from　the　Dublin　government　and　critical　of　the　plantatioR

policy．　They　still　had　some　connection　with　tke　English　royal　court　and

could　deliver　their　complaints　to　the　queen，　Their　exiatence　was　proof

that　lreland　was　in　some　sense　a　relic　ef　the　“Angevih　Empire”．　For　tke

“iNew　English”，　i．　e．　the　new　settlers，　they　were　a　more　formidable

oppoRent　than　the　Gaelic　lrish．　A　Yiew　was　written　to　refute　their

complaints．

（307）




