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【
要
約
日
　
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
課
題
は
、
平
凡
な
規
定
の
仕
方
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
國
家
統
一
の
完
成
」
に
あ
っ
た
。
そ
の
国
家
統
一

は
、
震
主
を
結
合
の
申
核
に
お
き
、
蓉
主
と
拮
抗
す
る
権
威
・
権
力
の
存
在
を
容
認
し
な
い
と
同
時
に
、
惹
主
を
し
て
属
斑
生
活
の
一
切
を
指
導
す
る
家

父
長
講
貴
任
を
と
ら
し
め
る
と
い
う
型
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
五
八
O
年
代
以
降
、
　
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
の
テ
ユ
ー
ダ
ー
的
結
束
は
、
外
圧
、
経
済

的
危
機
、
そ
の
他
の
影
響
を
受
け
て
、
安
定
を
保
持
し
が
た
く
な
る
。
憲
政
史
上
に
お
け
る
動
揺
は
、
そ
れ
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
女

王
と
そ
の
側
近
は
、
新
事
態
に
対
応
で
き
る
だ
け
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
持
ち
合
わ
さ
ず
、
一
切
を
次
代
の
露
主
に
委
ね
て
、
歴
史
の
舞
台
か
ら
退
場
し
て
行

く
。
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お
よ
そ
歴
史
学
の
研
究
に
お
い
て
は
、
分
析
の
操
作
と
総
合
の
操
作
と
が
、

繰
り
返
し
て
、
不
断
に
、
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

一
人
の
歴
史
家
が
、
あ
る
一
つ
の
歴
史
的
事
象
、
ま
た
は
一
つ
の
時
代
に
つ

い
て
、
研
究
を
深
め
よ
う
と
す
る
場
合
、
あ
る
段
階
で
は
総
合
的
把
握
、
ま

た
全
体
的
叙
述
と
い
う
こ
と
を
全
く
断
念
し
て
、
一
定
の
歴
史
的
状
況
を
つ

く
り
上
げ
る
に
至
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
個
個
別
別
に
切
り
離
す
と
い
う

操
作
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
そ
の
歴
史
家
が
、
既
成
の
通
俗
的
見
解
に
満
足

で
き
ず
、
自
分
で
何
ら
か
の
新
し
い
見
解
を
う
ち
出
そ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
歴
史
家
に
と
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
分

析
的
操
作
を
も
っ
て
、
万
事
が
終
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
分
街
の
つ

ぎ
に
は
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
諸
要
素
を
、
改
め
て
接
合
し
て
み
て
、
新
ら

し
い
、
従
来
よ
り
も
一
層
首
尾
一
貫
し
た
全
体
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
大

切
な
の
で
あ
る
。
　
「
科
学
と
し
て
の
歴
史
学
扁
と
い
う
呼
声
が
高
ま
っ
て
以

来
、
こ
の
よ
う
に
新
ら
し
い
全
体
を
構
成
す
る
総
合
的
操
作
が
や
や
軽
視
さ

れ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
イ
ギ
リ
ス
の
忌
事
代
に
つ
い
て
も
、
そ
う

い
う
こ
と
が
、
た
し
か
に
言
え
る
。
以
下
の
試
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
史
上
比
較
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的
重
要
な
エ
ポ
ッ
ク
と
さ
れ
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
治
世
に
つ
い
て
、
及
ば
ず
な

が
ら
、
一
応
の
整
理
と
し
て
、
そ
の
全
体
的
性
格
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
ざ

し
て
い
る
。

　
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
が
即
位
の
儀
式
を
挙
行
し
た
の
は
、
一
五
五
九
年
一
月

一
五
日
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
一
時
点
を
契
機
と
し
て
、
決
し
て
新
ら

し
い
時
代
が
開
か
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
女
王
の
生
涯
は
一
六

〇
三
年
三
月
二
四
日
に
、
　
「
真
赤
に
輝
く
太
陽
が
、
つ
い
に
西
の
方
の
雲
の

な
か
に
沈
む
」
（
9
国
．
諸
Φ
踏
嘘
国
主
・
H
も
．
ω
㊤
ρ
）
よ
う
に
、
静
か
に
終

り
、
ス
コ
ヅ
ト
ラ
ソ
ド
を
治
め
て
い
た
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
六

世
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
位
を
継
承
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
一

蒔
点
を
境
と
し
て
、
新
し
い
歴
史
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

さ
ら
に
四
四
年
四
ヵ
月
に
わ
た
る
女
王
の
長
い
治
世
を
、
は
じ
め
か
ら
終
り

ま
で
何
の
変
化
も
な
い
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
、
統
一
的
に
掘
興
す
る
こ
と

も
、
ま
た
不
可
能
で
あ
る
。
　
一
般
的
に
見
て
、
王
朝
の
変
動
、
あ
る
い
は
看

主
の
交
替
を
も
っ
て
、
時
代
区
分
の
揖
安
と
な
す
こ
と
が
誤
り
で
あ
る
と
の

意
晃
は
、
漂
然
の
こ
と
な
が
ら
、
な
か
な
か
有
力
で
あ
る
。
ネ
ー
ミ
ア
教
授

の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
以
来
、
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
の
即
位
の
年
で
あ
る
一
七
六

〇
年
は
、
今
や
あ
ま
り
大
し
た
意
味
を
も
た
な
い
も
の
と
さ
れ
て
き
て
い
る
。

ま
た
わ
れ
わ
れ
の
対
象
と
す
る
テ
ユ
ー
ダ
ー
時
代
に
つ
い
て
も
、
G
・
R
・

エ
ル
ト
ソ
は
、
主
と
し
て
行
政
史
の
観
点
か
ら
、
一
四
八
五
年
で
は
な
し
に
、

ロ
ー
マ
教
会
と
の
断
絶
が
は
じ
ま
る
一
五
三
〇
年
代
に
、
　
新
時
代
の
開
始

（
終
Φ
o
唱
⑦
巴
冨
σ
q
o
h
ρ
器
毛
針
σ
q
㊦
）
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な

論
法
か
ら
す
れ
ば
、
一
六
〇
三
年
と
い
う
エ
ツ
ザ
ベ
ス
の
死
去
の
年
は
、
な

る
ほ
ど
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
女
王
の
長
い
治
世
、
し
か
も
光
栄
あ
る
治
世
の
終
り
で

あ
る
に
し
て
も
、
長
期
議
会
の
召
集
さ
れ
る
、
従
っ
て
市
民
革
命
の
発
端
と

な
る
～
六
四
〇
年
に
比
べ
て
み
て
、
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
ろ
う
か
、
い
か

な
る
歴
史
家
に
と
っ
て
も
、
お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
ロ
ン
ド
ン
火
脚
を
構
成
す
る
き
わ
め
て
有
力
な
コ
リ
ッ
ジ
の
一
つ
で
あ
る

ユ
ー
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
ロ
リ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ン
で
「
近
世
史
」
を
担
邊
す

る
J
・
ハ
ー
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
教
導
は
、
上
述
の
エ
ル
ト
ン
博
土
の
編
集
し

た
史
料
集
《
一
門
劉
①
　
a
門
¢
創
○
目
　
（
U
O
づ
ω
け
一
汁
償
二
一
〇
コ
》
を
評
し
た
文
章
の
中
で
次
の

よ
う
に
蓄
う
。
す
な
わ
ち
、
一
四
八
五
年
に
は
じ
ま
り
一
六
〇
三
年
に
終
る

約
一
二
〇
年
ほ
ど
の
期
間
i
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
が
イ
ギ
リ

ス
を
統
治
し
た
期
間
と
一
致
す
る
一
を
一
つ
の
時
代
と
み
な
す
こ
と
に
は

無
理
が
あ
る
、
と
。
そ
し
て
一
四
八
五
年
で
は
な
く
し
て
、
一
五
三
〇
年
代

に
新
時
代
の
開
始
を
措
定
し
た
エ
ル
ト
ン
の
立
場
を
押
し
進
め
て
行
け
ば
、

一
五
八
○
年
代
に
一
つ
の
線
を
引
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
設
問
す
る
。

す
な
わ
ち
彼
は
、
一
五
八
○
年
代
を
境
界
線
と
し
て
、
本
を
前
、
後
編
の
二

禰
に
分
け
る
ほ
う
が
よ
い
と
の
意
見
で
あ
る
。
前
編
は
テ
ユ
ー
ダ
i
・
シ
ス

テ
ム
が
確
立
（
o
馨
即
σ
冴
｝
こ
さ
れ
て
ゆ
く
盗
聞
、
後
編
は
テ
ユ
ー
ダ
ー
・
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シ
ス
テ
ム
が
衰
退
（
α
①
O
一
言
⑦
）
し
て
ゆ
く
期
間
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
一
五

五
九
年
に
那
位
式
を
あ
げ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
は
、
別
段
薪
ら
し
い
二
面
を

は
じ
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
父
王
ヘ
ン
リ
：
八
七
の
一
あ
る
い
は

祖
父
の
ヘ
ン
リ
ー
七
世
に
は
じ
ま
る
1
政
策
を
継
承
し
て
、
こ
れ
を
完
成

の
段
階
に
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
。
女
王
慮
身
は
、
か
か
る
テ
ユ
ー
ダ
ー
的

統
治
方
式
を
最
善
の
も
の
と
信
じ
、
そ
の
改
変
を
考
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
内
部
情
勢
、
ま
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
お
か
れ
た

国
際
的
地
位
は
、
こ
の
よ
う
な
統
治
方
式
の
存
続
を
許
さ
な
く
す
る
。
す
な

わ
ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
的
現
実
と
テ
ユ
ー
ダ
ー
的
統
治
方
式
と
の
間

の
乗
離
が
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
行
く
。
こ
こ
に
ハ
ー
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の

琶
う
テ
ユ
ー
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
衰
退
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
時
期
が
お
お
よ
そ
一
五
八
○
年
代
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
こ
の
考
え

方
は
、
王
朝
中
心
的
蒔
代
区
分
よ
り
も
、
歴
史
の
本
質
に
即
し
た
学
問
的
考

え
方
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
多
少
の
一
；
ア
ン
ス
は
ち
が
っ
て
も
、
ハ
ー
ス

ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
師
に
当
る
サ
i
・
ジ
ョ
ン
こ
【
…
ル
も
や
は
り
同
じ
よ
う

な
見
方
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
五
八
○
年
代
以
降
に
、
六
〇
年
代
、

七
〇
年
代
と
は
異
っ
た
性
格
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
バ
ラ
戦

争
の
終
結
以
後
、
市
民
革
命
が
勃
発
す
る
ま
で
の
長
い
期
間
の
な
か
に
、
小

さ
な
時
代
区
分
を
設
け
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
つ
は
エ
ル
ト
ン
に
従
っ
て
一

五
三
〇
年
代
に
、
他
の
一
つ
は
二
ー
ル
や
ハ
ー
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
に
従
っ
て

一
五
八
0
年
代
に
、
境
界
線
を
引
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
筆
者
も
基
本

的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
性
格

を
と
ら
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
無
論
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
試
論
と
し
て

の
域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。

　
筆
者
の
見
解
を
熾
…
成
す
る
の
に
役
立
っ
た
主
要
な
参
考
文
献
と
し
て
は
、

旨
缶
霞
ω
慈
。
答
二
二
9
①
夢
囲
窪
畠
普
①
q
巳
蔓
O
h
目
お
一
叢
山
（
い
。
苧

仙
◎
戸
6
①
O
ど
α
o
ご
記
σ
o
暮
璽
9
民
＞
9
げ
○
ユ
身
百
巳
自
響
一
N
9
①
9
H

（
U
o
麹
8
》
お
①
O
）
こ
．
二
二
㊦
僻
5
曽
坤
N
9
①
普
H
弓
鳥
げ
曾
℃
曽
島
ρ
置
碁
漕

b。

モ
書
ﾋ
（
目
、
◎
買
玉
○
口
燭
　
一
¢
明
Q
o
　
㊤
p
畠
　
回
⑫
切
刈
．
）
な
ど
を
あ
げ
て
お
く
。

二

　
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
の
諸
門
主
が
自
巴
に
与
え
た
課
題
、
ま
た
国
民
の
各
層
が

彼
ら
に
期
待
し
て
い
た
も
の
は
、
　
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
一
」
（
夢
Φ
き
搾
唄

9
国
昌
σ
Q
㌶
邑
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
は
、
一
五
世
紀
の

内
乱
を
克
服
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
し
た
。
従
っ
て
、
國
家
内
の
も
ろ
も

ろ
の
対
立
を
解
消
し
、
露
主
を
中
心
と
す
る
結
束
を
計
る
所
に
、
こ
の
王
朝

の
至
上
的
使
命
が
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
ヘ
ン
リ
…
七
番
か
ら
ヘ
ン

リ
ー
八
世
へ
と
国
家
統
一
（
昏
。
コ
9
江
。
轟
霊
室
巳
蔓
）
の
道
を
比
較
的
順
調

に
進
ん
で
き
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
八
州
の
死
後
、
必
ず
し
も
満
足
す
べ
き

状
態
に
お
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
否
、
分
裂
の
危
機
が
、
再
び
増
大
し
て
き
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た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
会
が
ロ
ー
マ
教
皇
の
支
配
下
か

ら
独
立
し
て
、
国
王
至
上
権
の
下
に
こ
の
国
独
特
の
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教

会
」
を
う
ち
立
て
た
こ
と
は
、
国
家
統
一
の
観
点
か
ら
撃
て
、
た
し
か
に
よ

ろ
こ
ぶ
べ
き
事
態
で
あ
る
。
大
局
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
方
向
が
、
イ
ギ
リ
ス

を
、
他
国
に
見
る
よ
う
な
宗
教
的
動
乱
か
ら
救
済
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
一
時
的
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
も
ま
た
、
一
六
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
お

お
う
激
烈
な
宗
教
的
対
立
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
、
左
か
ら
右
へ
、
右
か
ら
左

へ
と
動
揺
し
、
前
進
と
後
退
の
繰
り
返
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
事
実

を
少
し
く
た
ど
る
な
ら
ば
、
一
五
四
〇
年
代
の
ヘ
ン
リ
ー
八
世
は
、
自
己
の

開
始
し
た
宗
教
改
革
が
行
き
過
ぎ
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
手
綱
を
ひ
き
し

め
、
保
守
的
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ヘ
ン
リ
ー
の
後
継
老
で
あ

る
エ
ド
ワ
ー
ド
六
七
は
、
プ
質
テ
ス
タ
ン
ト
の
急
進
派
と
結
び
、
イ
ギ
リ
ス

の
教
会
を
大
陸
の
進
歩
し
た
教
会
に
い
ち
じ
る
し
く
接
近
さ
せ
た
。
し
か
し
、

エ
ド
ワ
ー
ド
が
信
頼
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
急
進
派
と
い
う
の
は
、
当
蒋

の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
王
の
積
極
的
な
改
革
は
当
然
、

保
守
的
分
子
の
抵
抗
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
エ
ド
ワ
ー
ド
の
治
世
は

短
期
間
で
終
っ
た
が
、
次
に
即
位
し
た
姉
の
メ
ァ
リ
ー
は
母
后
キ
ャ
ザ
リ
ソ

の
世
数
を
継
い
で
、
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス

の
公
的
信
仰
は
、
に
わ
か
に
ロ
…
マ
教
皇
の
下
に
復
帰
し
た
。
そ
し
て
ス
ペ

イ
ン
と
同
盟
し
て
フ
ラ
ン
ス
と
争
い
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
陸
に
お
け
る
最
後
の

拠
点
カ
レ
ー
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
大
多
数
が

す
で
に
ロ
…
マ
教
会
を
頭
酋
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
的
信
仰
か
ら
離
脱
し
て
お

り
、
し
か
も
勢
力
の
あ
る
階
押
層
は
ヘ
ン
リ
ー
の
ぬ
爪
教
改
策
・
に
よ
っ
て
生
じ
た

利
益
の
主
た
る
取
得
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
メ
ァ
リ
ー
の
カ
ト

リ
シ
ズ
ム
強
制
は
、
国
内
慰
立
を
深
刻
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
以
上
の
経
過
か
ら
晃
て
、
ヘ
ソ
リ
i
八
批
が
宗
教
改
革
の
幕
を

切
っ
て
落
し
た
こ
と
は
、
全
欧
的
な
宗
教
的
運
動
の
影
響
を
受
け
て
、
イ
ギ

リ
ス
国
内
で
も
、
国
王
に
よ
る
宗
教
政
策
の
は
げ
し
い
有
為
転
変
、
ま
た
そ

れ
に
と
も
な
う
国
内
対
立
の
激
化
を
招
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

国
内
の
分
裂
は
、
必
ず
や
大
陸
に
お
け
る
強
国
の
勢
力
の
イ
ギ
リ
ス
侵
透
を

許
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
メ
ァ
リ
…
の
治
世
で
は
、
ス
ペ
イ
ン

勢
力
の
強
圧
が
実
際
に
感
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
成
長
期
に

あ
っ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
、
こ
の
危
機
的
事
態
を
、
冒
の
あ
た
り
に
し
、
そ
の

恐
ろ
し
さ
を
十
分
に
柔
軟
な
頭
脳
に
た
た
き
こ
む
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ユ
ー
ユ
テ
ィ
こ
そ
、
他
の
何
も
の
に
も
ま
さ
っ
て
優
先
さ
れ

る
べ
き
も
の
な
る
こ
と
を
確
信
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
の
在
位
四

四
年
間
余
を
指
導
し
た
基
本
的
方
針
は
、
こ
の
こ
ろ
す
で
に
定
ま
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
統
治
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、

こ
の
こ
と
が
ま
ず
前
提
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
国
民
の

大
多
数
が
、
ハ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
で
目
立
つ
こ
と
な
き
従
順
な
日
臼
を
送
る
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メ
ナ
リ
ー
の
妹
に
対
し
て
期
待
し
た
噺
も
、
こ
の
国
家
統
一
で
あ
っ
た
。
轟

時
は
や
は
り
強
力
な
統
治
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
何
の
た
め

で
あ
る
か
。
国
内
の
対
立
を
揮
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
・
口
巻
の
和
解
を
計

り
、
イ
ギ
ジ
ス
を
内
乱
か
ら
救
う
た
め
で
あ
る
。
君
主
は
自
己
に
与
え
ら
れ

た
権
威
と
権
力
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
課
題
を
果
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
力
強
い

鼠
王
で
あ
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
と
新
興
の
庶
民
層
出
身
の
女
性
と
の
間
に
生
れ
た

娘
に
は
、
か
か
る
期
待
を
寄
せ
て
も
徒
労
に
終
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
詩

人
は
こ
の
気
持
を
次
の
よ
う
に
う
た
っ
た
。
「
余
の
名
は
客
興
臨
①
国
隣
σ
q
㌶
巳

な
り
、
ω
毒
¢
簿
ゆ
霧
。
。
δ
よ
、
一
刻
も
た
め
ら
う
こ
と
な
く
来
り
て
、
汝
の
手

を
余
に
与
え
よ
偏
と
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
が
自
己
の
使
命
と
感
ず
る
所
と
、
国
民

が
寄
せ
る
期
待
と
は
、
完
全
に
一
致
し
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
に
お
け
る
「
ナ
シ
醤
ナ
ル
・
ユ
ー
ニ
テ
ィ
」
の
内
容
が
、

具
体
的
に
見
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
次
に
考
察
し
て
み
よ
う
。
上

述
し
た
所
か
ら
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
家
の
頂
点
に
は
女
王
が
位

置
し
て
い
る
。
女
王
を
頂
上
に
い
た
だ
い
て
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
全
国
民
的

な
堅
い
結
束
が
で
き
上
が
り
、
女
王
が
こ
れ
を
率
い
て
ゆ
く
。
女
王
は
諸
身

分
を
一
つ
に
合
わ
す
た
め
の
「
人
格
偏
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
女
王
は
、
他

の
も
ろ
も
ろ
の
人
格
か
ら
超
越
し
た
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
女
王
の
人
格
は
、
他
の
い
か
な
る
人
び
と
も
及
ば
な
い
ほ
ど
の
高
所
に
位

遣
す
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
、
王
権
神
聖
説
を
あ
か
ら
さ
ま
に
表
明
し
な
か
っ

た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
神
性
を
慮
ら
が
そ
な
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
ふ
る

ま
っ
た
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
全
国
民
は
、
こ
の
よ
う

な
女
王
に
対
し
て
、
絶
対
的
な
服
従
と
忠
誠
と
を
要
求
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス

国
内
に
、
女
王
以
外
の
権
威
の
中
心
、
権
力
の
中
心
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

国
家
統
御
の
手
綱
は
、
女
王
に
握
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
指
令
は
、
女
王
を
そ
の

源
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
他
の
諸
国
と
は
異
っ
て
、
絶
対
主
義

時
代
に
お
い
て
も
、
議
会
が
存
続
し
た
。
し
か
し
君
主
及
び
そ
の
顧
問
官
た

ち
か
ら
独
立
し
た
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ヴ
を
、
議
会
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

議
会
は
、
国
民
の
要
求
す
る
所
を
最
上
部
に
伝
え
る
た
め
に
、
ま
た
最
上
部

の
決
定
し
た
政
策
に
国
民
的
な
同
意
を
形
の
う
え
だ
け
で
も
与
え
る
た
め
に
、

存
在
し
た
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
見
て
、
こ
の
よ
う
な
有
用
性
の
み
が
、
議

会
の
存
続
を
決
定
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
議
会
の
召
集
は
、
決

し
て
頻
繁
で
な
か
っ
た
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
全
治
世
四
四
年
四
ヵ
月
を
通
じ
て
、

一
〇
の
議
会
と
一
三
の
会
期
が
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
議
会
が
開
か
れ
て
い
た
期

間
は
、
総
計
一
四
〇
週
に
も
達
し
な
い
。
女
王
の
議
会
に
対
す
る
態
度
は
、

少
な
か
ら
ず
高
圧
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
一
五
九
三
年
に
、
言
論
の
自
由

（
議
会
に
お
け
る
）
に
関
し
て
庶
民
院
に
与
え
た
勧
皆
は
、
す
こ
ぶ
る
印
象

的
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ロ
ー
ド
・
キ
ー
パ
ー
の
演
説
を
通
じ
て
、
女
王
の

意
向
が
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
。
ω
女
王
が
議
会
に
許
与
し
た
言
論
の
自

由
の
特
権
に
は
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
り
、
何
人
と
い
え
ど
も
町
分
の
発
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言
を
「
忠
誠
と
然
る
べ
き
思
慮
の
範
囲
内
に
」
と
ど
め
る
べ
き
こ
と
、
そ
の

逆
の
場
合
に
は
誰
で
も
処
罰
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
②
庶
二
院
の
真
の
膚
由
と

ぽ
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
露
分
の
好
む
が
ま
ま
に
語
る
こ
と
で
も
な
け

れ
ば
、
ま
た
「
彼
ら
の
ほ
し
い
ま
ま
な
る
頭
脳
に
、
き
わ
め
て
適
切
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
の
形
や
政
治
の
あ
り
か
た
を
決
め
る
こ
と
で
は
な
い
」

と
い
う
こ
と
。
こ
の
発
言
の
内
容
の
な
か
に
は
、
女
王
が
政
治
の
中
心
に
あ

り
、
議
会
は
補
足
的
役
割
を
演
ず
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
信
念
が
、
は
っ
き

り
と
蓑
明
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
女
王

単
独
の
、
も
し
く
は
宮
廷
だ
け
で
の
独
り
よ
が
り
の
も
の
で
な
く
、
議
会
の

大
多
数
を
も
制
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

ウ
ェ
ソ
ト
ワ
ー
ス
兄
弟
の
企
業
が
失
敗
に
終
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
よ
き
証
拠

で
あ
る
。
彼
ら
の
陰
ざ
す
所
は
明
ら
か
に
、
議
会
の
権
限
が
女
王
の
拘
束
下

か
ら
一
層
独
立
し
て
、
そ
の
立
場
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
脳
中
に
存
す
る
、
あ
る
べ
き
姿
の
国
家
と
は
、
以
上
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
詐
謀
で
は
、
女
王
及
び
女
王
を
輔
佐
す
る
小

さ
な
サ
ー
ク
ル
に
、
国
家
を
率
い
て
い
く
た
め
の
絶
大
な
責
任
が
負
わ
さ
れ

る
。
人
体
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
頭
脳
に
等
し
い
役
翻
を
果
す
の
で

あ
る
。
頭
脳
は
、
国
家
と
い
う
大
き
な
有
機
体
の
肉
体
的
・
精
神
的
健
康
に

絶
え
ず
留
意
し
、
ま
た
そ
の
安
定
を
計
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
重
要

な
事
柄
は
、
外
敵
の
攻
繋
に
対
し
て
、
自
国
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
ま
た
、
内
部
的
分
裂
の
発
生
を
阻
止
し
、
内
部
的
平
和
を
確
立
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
治
世
に
発
布
さ
れ
た
法
令
を
見
る
と
、
そ

の
う
ち
に
は
、
国
民
生
活
の
細
部
ま
で
も
規
制
し
よ
う
と
の
意
図
を
も
っ
た

も
の
が
、
少
な
か
ら
ず
晃
墨
さ
れ
る
。
そ
の
代
表
と
な
る
べ
き
も
の
を
、
次

に
い
く
つ
か
掲
げ
て
み
よ
う
。

　
ω
　
治
世
第
一
年
（
一
五
五
九
年
）
発
布
の
法
令
、
第
二
章
。
す
で
に
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ん
　
よ
う

　
　
心
し
た
国
教
会
の
日
曜
勤
行
に
参
席
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
も
の
は
誰

　
　
で
も
、
一
週
一
シ
リ
ン
グ
の
科
料
を
も
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
。

　
ω
　
治
世
第
二
三
年
（
一
五
八
一
年
）
発
布
の
法
令
、
第
一
章
。
上
述
の

　
　
科
料
を
五
ポ
ン
ド
ま
で
増
額
し
た
。
　
（
貨
弊
価
値
の
下
落
と
い
う
こ
と

　
　
も
考
え
ら
れ
る
が
、
よ
り
多
く
は
宗
教
上
の
統
一
政
策
が
一
層
き
び
し

　
　
く
な
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
）

　
㈹
治
世
第
二
七
年
（
一
五
八
五
年
）
発
布
の
法
令
、
第
二
章
。
女
王
の

　
　
治
世
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
あ
と
で
任
命
さ
れ
た
力
ト
リ
ヅ
ク
派
の
僧
侶

　
　
は
、
本
議
会
の
終
了
後
四
〇
日
を
越
え
て
本
王
国
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、

　
　
反
逆
罪
を
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
か
か
る
僧
侶
を
迎
え
入
れ
た
り
、
援
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
エ
　
ほ
　
ソ

　
　
し
た
り
、
扶
養
し
た
り
す
る
看
は
、
重
罪
犯
人
と
み
な
さ
れ
、
死
罪
に

　
　
処
せ
ら
れ
、
財
産
は
没
収
さ
れ
る
。

　
㈲
　
治
世
第
五
年
（
一
五
六
三
年
）
発
布
の
法
令
、
第
四
章
。
か
な
り
規

　
　
模
の
大
き
い
労
鋤
規
制
が
定
め
ら
れ
た
。
　
（
有
名
な
「
徒
弟
法
」
の
こ
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と
で
あ
る
。
）

　
㈲
　
治
世
第
五
年
（
一
五
六
三
年
）
発
布
の
法
令
、
第
五
章
。
造
船
業
を

　
　
支
援
す
る
目
．
的
を
も
っ
て
、
従
来
か
ら
の
規
定
に
あ
っ
た
金
曜
日
及
び

　
　
土
躍
日
に
加
え
て
、
水
曜
日
に
も
肉
類
を
食
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
る

　
　
よ
う
に
、
各
人
に
要
求
し
た
。
　
（
無
論
そ
の
目
に
は
、
魚
類
を
摂
る
よ

　
　
う
に
勧
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
）
　
た
だ
し
医
師
そ
の
他
の
証
明

　
　
書
が
提
出
さ
れ
る
際
に
は
、
そ
の
限
り
で
な
い
。

　
⑥
　
治
世
第
二
二
年
（
一
五
七
一
年
）
発
布
の
法
令
、
第
一
九
章
。
六
歳

　
　
以
上
の
人
び
と
が
、
日
曜
碍
と
休
日
に
、
毛
織
り
の
帽
子
を
か
ぶ
る
よ

　
　
う
に
要
求
し
た
。
こ
の
規
定
に
そ
む
い
た
者
の
科
料
は
、
一
日
に
つ
き

　
　
三
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
法
の
意
畷
す
る
所
は
闘

　
　
ら
か
に
、
繊
維
工
業
に
お
け
る
失
業
を
救
済
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
以
上
六
個
の
法
令
の
う
ち
、
ω
、
②
、
㈹
は
、
国
民
の
信
仰
生
活
に
対
す

る
統
制
で
あ
り
、
良
心
の
霞
由
の
拘
束
で
あ
る
。
ω
は
政
府
の
統
一
的
労
働

政
策
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
五
六
三
年
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
イ

ギ
リ
ス
の
平
和
時
に
お
い
て
、
こ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
は
見
出
さ
れ
な
い
と

雷
わ
れ
る
。
㈲
と
㈲
は
、
蟹
民
の
衣
食
に
つ
い
て
の
規
罰
で
あ
る
。
し
か
も

⑤
の
法
令
の
よ
う
に
、
一
週
間
中
の
数
日
を
指
定
し
て
、
肉
食
を
禁
止
す
る

と
い
う
命
令
は
、
第
二
次
大
戦
の
間
の
暗
黒
を
き
わ
め
た
日
臼
に
お
い
て
も
、

考
え
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
さ
ら
に
付
雷
す
れ
ば
、
＝
ハ
世
紀
の

終
り
ご
ろ
に
至
っ
て
、
軍
備
充
実
の
必
要
上
、
爆
薬
の
た
め
の
原
料
と
し
て

硝
石
が
大
い
に
求
め
ら
れ
て
く
る
と
、
専
売
特
許
権
の
所
有
者
が
、
硝
石
採

掘
の
町
鳶
を
も
っ
て
乳
人
の
私
宅
に
入
り
こ
む
こ
と
を
求
め
て
も
、
違
法
と

さ
れ
な
い
と
い
う
規
定
が
繊
て
き
た
。
す
な
わ
ち
今
や
、
国
民
の
住
生
活
も
、

万
全
を
保
障
さ
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
と
っ
た
政
策
は
、
国
民
生
活
の
各
面

に
対
す
る
、
か
な
り
露
骨
な
干
渉
を
意
味
し
て
い
る
。
国
民
一
人
一
人
の
私

生
活
の
自
由
が
、
大
幅
な
縮
小
を
受
け
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衣
食

住
の
言
意
も
、
良
心
の
霞
歯
も
、
法
令
の
発
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
範
囲
が
大

　
　
せ
ぱ

い
に
狭
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
立
法
と
そ
れ
の

実
施
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
女
王
政
府
の
所
有
す
る
実
際
的
な
力
が
、
そ
の

意
志
に
対
応
で
き
る
ほ
ど
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
し

い
。
歴
史
的
事
実
は
、
法
令
の
施
行
が
た
し
か
に
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
い
う
意
志
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

事
の
成
否
に
か
か
わ
ら
ず
重
要
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
こ
に
テ
ユ
ー
ダ

　
　
　
ヒ

…
的
統
治
の
本
質
が
う
か
が
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
上
述
の
諸
法
令
が
示
す

所
は
、
女
王
政
府
の
タ
イ
ラ
ン
ト
的
傾
向
を
物
語
る
も
の
で
す
ら
あ
る
。
し

か
し
そ
う
ま
で
し
て
、
寒
点
生
活
の
す
み
ず
み
に
ま
で
政
府
の
統
制
を
ゆ
き

わ
た
ら
せ
よ
う
と
し
た
意
志
は
、
女
王
及
び
そ
の
側
近
が
、
画
家
の
内
部
で

察
父
長
的
責
任
を
と
ろ
う
と
す
る
所
か
ら
出
て
き
て
い
る
。
一
六
世
紀
の
思
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二
男
が
繰
り
返
し
述
べ
た
の
は
、
　
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
観
念
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
コ
ミ
ュ
ー
ニ
テ
ィ
」
の
「
福
祉
」
（
～
く
。
獄
貫
①
）
を
意
味
し
、
よ
り

布
延
し
で
言
え
ば
、
国
家
全
体
、
ま
た
社
会
金
蓮
の
幸
福
を
意
味
し
て
い
る
。

か
か
る
「
コ
モ
ン
ウ
ニ
ル
ス
」
の
実
現
を
計
る
こ
と
が
、
為
政
者
の
責
任
で

あ
っ
た
。
絶
対
的
霜
主
の
も
と
で
、
国
罠
の
自
由
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
は
、

毒
薬
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
全
体
の
福
祉
を
実
現
す
る
と
い
う
立
場
に

あ
っ
て
、
国
民
の
社
会
生
活
、
経
済
生
活
、
精
神
生
活
を
指
導
す
る
う
え
か

ら
、
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
君
主
が
家
父
心
的
責
任
を
と
る
た
め
に
は
、

嚢
然
に
、
そ
の
よ
う
な
指
導
性
が
発
揮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
無
論
そ
れ
は
、

君
主
の
強
大
な
権
威
と
権
力
と
を
背
後
に
も
っ
た
所
の
指
導
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
場
合
、
権
威
の
誇
示
、
権
力
の
行
使
は
、
君
主
一
人
の
私
利
私
欲
の

た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」

の
実
現
が
、
至
上
霞
的
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
に
見
て

く
れ
ば
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
政
治
は
、
少
く
と
も
そ
の
本
来
の
意
図
に
お
い
て
、

．
．
○
○
＜
①
讐
白
①
暮
3
冠
讐
⑦
℃
8
鳳
曳
、
で
あ
っ
た
と
唄
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
政
治
、
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
た
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル

ス
」
を
基
礎
と
し
て
、
本
当
の
意
味
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ユ
…
ニ
テ
ィ
」
が

成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
テ
ェ
ー
ダ
ー
的
統
治
の
本
質
は
実
に
、
こ

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
こ
で
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
宗
教
政
策
に
つ
い
て
、
少
し
く
補
足
卓

説
閣
を
剰
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
治
世
の
は
じ
め
に
当
っ
て
、
　
「
歪
上
令
」
と

「
統
一
令
」
を
制
定
し
、
父
王
の
創
立
し
た
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
」
を

復
興
し
た
。
ま
た
［
五
六
三
年
に
は
、
有
名
な
『
三
九
ヵ
条
』
を
も
っ
て
、

園
教
会
の
思
置
を
確
定
し
た
。
そ
し
て
国
民
の
誰
も
が
国
教
会
の
信
者
た
る

べ
き
こ
と
を
、
国
法
に
よ
っ
て
強
制
し
た
こ
と
は
、
前
掲
の
法
令
ω
、
ω
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
ん

㈹
か
ら
察
し
て
、
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
実
情
は
、
峻
厳
な
「
宗
教

裁
判
」
の
も
と
で
カ
ト
リ
ッ
ク
的
統
一
が
進
行
し
て
い
た
ス
ペ
イ
ン
と
比
較

し
て
み
て
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
女
王
が
あ
る
と
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ス
ペ
イ
ン
大
使
に
向
っ
て
語
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
ば
が
残
さ
れ
て
い
る
。

「
た
と
え
ス
ペ
イ
ン
の
異
端
が
彼
ら
自
身
の
道
を
進
ん
で
悪
魔
の
も
と
に
お

も
む
こ
う
と
も
、
そ
の
こ
と
が
貴
国
の
陛
下
（
フ
ィ
リ
ッ
プ
ニ
世
）
に
何

の
関
係
が
あ
ろ
う
か
。
」
　
（
繭
β
o
富
α
坤
。
ヨ
び
8
賃
蔓
・
脅
諺
昏
夢
○
訟
渉
ざ
唱
・

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

お
◎
）
こ
の
こ
と
ば
を
、
フ
ィ
リ
ヅ
プ
ニ
世
の
次
に
示
す
よ
う
な
、
あ
る
日
の

述
隈
と
比
べ
て
み
る
な
ら
ば
、
年
玉
の
態
度
の
相
違
は
、
お
の
ず
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。
　
「
朕
は
、
良
心
の
自
由
に
間
意
す
る
ぐ
ら
い
な
ら
ば
、
む
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

朕
の
全
王
国
を
失
な
う
で
あ
ろ
う
。
」
（
○
ワ
鼻
ご
や
H
ω
．
）
無
論
、
こ
の
こ

ヘ
　
　
へ

と
ば
を
額
面
通
り
に
受
け
と
る
こ
と
は
、
危
険
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
ニ
世

と
て
も
、
宗
教
第
一
主
義
で
い
か
な
る
場
合
で
も
動
い
た
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
広
大
な
る
所
領
を
維
持
す
る
た
め
の
政
治
的
考
慮
が
、
不
断
に

払
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
上
に
紹
介
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エリザベス朝の性格について（植村）

し
た
よ
う
な
所
信
を
貫
く
た
め
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民
を
支
陀
下
か
ら
失
っ

た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　
一
般
的
に
な
が
め
て
み
て
、
一
六
世
紀
の
宗
教
改
革
は
、
西
欧
の
各
国
で
、

信
仰
の
自
由
を
決
し
て
保
証
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
宗

教
和
議
で
、
は
っ
き
り
し
た
形
を
と
っ
て
表
明
さ
れ
た
、
　
、
、
2
貯
ω
器
σ
q
凶
。

Φ
貯
・
。
話
獄
σ
Q
δ
、
、
の
原
則
は
、
各
国
の
君
主
に
、
ま
た
政
府
に
、
羅
斑
一
人

一
人
の
信
仰
を
指
令
で
き
る
権
利
を
与
え
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
同
時
に

ま
た
そ
れ
は
、
信
仰
取
締
り
、
異
端
追
害
の
禽
法
性
を
す
ら
認
め
た
も
の
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
彼
の
領
域
で
は
、
彼
の
宗
教
し
の
原
則
を
、
い
ま
君

主
の
立
場
か
ら
翻
訳
す
れ
ば
、
　
「
貴
下
は
貴
下
の
異
端
を
抑
え
よ
、
余
は
余

の
異
端
を
質
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
従
っ
て
周

知
の
よ
う
に
、
一
六
世
紀
は
宗
教
的
争
乱
の
は
な
は
だ
し
い
時
代
と
な
っ
た
。

何
と
な
れ
ば
、
個
人
の
信
仰
を
君
主
の
欲
す
る
方
向
に
強
制
す
る
こ
と
は
、

決
し
て
容
易
で
な
く
、
力
を
も
っ
て
無
理
矢
理
に
こ
れ
を
行
な
お
う
と
す
れ

ば
、
か
な
ら
ず
異
端
も
ま
た
力
を
も
っ
て
こ
れ
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
か
ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
宗
教
的
統
一
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
国
家

統
一
を
く
ず
す
と
い
う
結
果
を
招
く
。
一
六
世
紀
の
鞭
欧
諸
国
で
は
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
か
ず

よ
う
な
実
例
が
数
多
く
見
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
ド
イ
ツ
で
も
、
そ
う

で
あ
る
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
一
六
世
紀
の
な
か
ば
ご
ろ
に
は
、

た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
危
険
が
見
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
六

世
も
、
メ
ァ
リ
…
も
、
信
仰
策
一
の
、
欝
う
な
ら
ば
神
学
的
な
繍
王
で
あ
り
、

女
駈
で
あ
っ
た
。
神
学
者
の
狭
量
な
、
独
善
的
で
、
か
つ
大
局
を
逸
し
た
考

え
方
が
、
筥
廷
を
も
支
配
し
た
。
そ
こ
に
大
陸
の
諸
国
に
見
ら
れ
た
の
と
同

じ
よ
う
な
異
端
追
害
が
、
猛
威
を
ふ
る
う
こ
と
と
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
家

統
一
も
ま
た
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
が
即
位
前
に
親
し
く
体
験

し
た
襟
圏
イ
ギ
リ
ス
の
こ
の
よ
う
な
危
機
、
ま
た
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
宗

教
的
争
乱
が
、
女
薫
の
宗
教
致
策
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
容
易
に
想
橡
さ
れ
る
。
無
論
、
そ
の
大
綱
は
、
　
一
六
世
紀
の
統
治
原

理
で
あ
る
「
彼
の
領
域
で
は
、
彼
の
宗
教
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
　
「
至
上
令
」
や
「
統
一
全
」
の
制
定
に
示
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か

し
大
陸
諸
燭
の
霜
主
と
は
異
な
っ
て
、
基
本
方
針
の
実
施
に
薮
っ
て
は
、
少

な
か
ら
ぬ
手
心
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
女
王
の
態
度
は
、
寛

容
的
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
メ
イ
ソ
で
す
ら
あ
っ
た
。

　
も
と
も
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
に
は
、
弟
や
姉
と
は
似
金
わ
ず
、
一
心
に
こ
り
か

た
ま
っ
た
僑
条
な
る
も
の
（
強
烈
で
排
他
的
な
教
義
、
と
言
っ
て
も
よ
い
）

が
な
か
っ
た
。
彼
女
は
決
し
て
不
熱
心
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ド
グ
マ

テ
ィ
ク
で
は
な
か
っ
た
。
加
う
る
に
若
か
り
し
こ
ろ
の
体
験
…
1
君
主
の
交

替
と
と
も
に
起
っ
た
目
ま
ぐ
る
し
き
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
教
義
の
動
揺
i
は
、

彼
女
を
し
て
宗
教
問
題
に
つ
い
て
い
ち
じ
る
し
く
懐
疑
的
な
ら
し
め
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
結
架
、
王
位
を
継
い
で
、
自
ら
万
機
を
つ
か
さ
ど
る
よ
う
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に
な
っ
て
か
ら
も
、
圏
民
の
儒
仰
に
関
し
て
は
妥
協
を
旨
と
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
対
し
て
も
、
彼
ら
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
国
家
に
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

実
で
あ
る
限
り
、
そ
の
信
仰
を
黙
認
し
た
。
今
目
の
研
究
は
、
ま
じ
め
で
善

良
な
旧
教
徒
が
、
信
仰
取
締
り
の
慰
象
か
ら
免
れ
て
安
全
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
　
一
つ
の
事
例
を
掲
げ
て
お
こ
う
。
か
っ
て
エ
ィ
ル
マ
…
司
教

は
、
女
王
側
近
の
重
臣
ウ
ォ
ル
シ
ソ
ガ
ム
に
警
皆
し
た
こ
と
が
あ
る
、
　
「
女

王
が
断
固
た
る
意
志
を
も
ち
給
う
よ
う
に
、
計
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
何
一
つ
と
し
て
実
現
さ
れ
な
い
で
し
よ
う
。
」
（
○
や
9
叶
ご
や

お
■
）
と
。
こ
こ
で
い
う
「
断
固
た
る
意
志
』
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
抑

え
る
た
め
の
「
意
志
」
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
エ
ィ
ル
マ
ー
司
教
に
と
っ
て

は
、
旧
教
徒
の
取
締
り
を
遠
心
的
に
実
施
す
る
だ
け
の
決
意
が
、
女
王
か
ら

う
か
が
わ
れ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
恐
ら
く
は
、
「
左
」
の
異
端
た
る

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が

女
王
の
儒
ず
る
国
家
観
と
衝
突
し
な
い
限
り
、
そ
の
儒
仰
を
脅
か
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
た
だ
し
前
の
条
件
が
実
際
に
む
ず
か
し
く
な

っ
て
い
っ
た
の
は
、
ピ
ュ
…
リ
タ
ソ
が
司
教
制
度
に
反
対
し
、
ひ
い
て
は
君

主
制
国
家
の
観
念
そ
の
も
の
と
も
衝
突
す
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
）
。
　
ス

ペ
イ
ン
国
王
の
フ
イ
リ
ッ
プ
ニ
世
と
は
根
異
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
や
ピ

ュ
ー
リ
タ
ン
の
霊
魂
が
ど
う
な
る
か
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
に
と
っ
て
、
主
た
る

関
心
事
で
は
な
か
っ
た
。
大
切
な
の
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ユ
ー
ニ
テ
ィ
の
一

事
で
あ
る
。
無
論
、
信
仰
の
統
一
が
円
滑
に
実
現
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
諸
外
国
の
実
例
か
ら
晃
て
も
、
ま
た
イ

ギ
リ
ス
自
体
の
経
験
か
ら
見
て
も
、
そ
の
試
み
が
逆
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ユ
ー

ニ
テ
ィ
を
遠
く
に
押
し
や
る
例
が
多
く
あ
る
以
上
、
寛
容
の
態
度
を
と
っ
て
、

あ
る
程
度
の
自
由
を
黙
許
し
な
が
ら
、
女
王
と
国
家
へ
の
忠
誠
を
異
端
か
ら

か
ち
と
る
の
が
賢
明
な
策
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ニ
世
に
は
、

．
、
ロ
巳
身
、
”
を
犠
牲
に
し
て
、
．
．
q
蝕
h
o
H
ヨ
答
鴇
、
、
を
求
め
る
と
い
う
傾
き
が

見
ら
れ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
、
、
ゴ
三
団
9
自
然
、
．
を
犠
牲

に
し
て
も
、
　
、
、
§
霧
曳
、
、
の
実
現
を
計
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
こ
と
に
「
国
家
統
一
」
こ
そ
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
に
と
っ
て
、
何
も
の
に

も
代
え
が
た
い
財
宝
で
あ
っ
た
。
独
身
の
女
王
と
し
て
生
涯
を
送
り
、
後
継

者
の
指
名
を
た
め
ら
っ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
β
イ
ギ
リ
ス
人
の
誰
か
を
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん

に
定
め
る
こ
と
は
、
必
ず
や
反
対
派
の
羨
望
と
憎
悪
を
増
大
せ
し
め
、
国
内

分
裂
を
招
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
と
い
う
の
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
は
、

ま
だ
ま
だ
党
派
的
で
あ
り
、
そ
の
ユ
ー
一
一
テ
ィ
も
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
園
外
に
夫
を
求
め
る
こ
と
は
、
一
六
世
紀
の
複
雑

な
国
際
関
係
の
う
ち
で
、
イ
ギ
リ
ス
を
い
ず
れ
か
一
方
の
勢
力
に
釘
づ
け
に

す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
安
全
を
脅
か
す
可
能
性
が
す
こ

ぶ
る
大
き
い
。
特
に
嶺
時
の
西
欧
各
国
が
、
旧
教
と
漸
落
と
の
両
陣
営
に
分

れ
て
い
た
事
実
を
思
い
起
す
な
ら
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
両
陣
鴬
の
ど
ち
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ら
か
に
味
方
し
て
、
戦
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
計
算
の
も
と
に
、
人
一
倍
慎
重
な
エ
リ
ザ
ベ
ス
と
し
て
は
、
結
局
二
ー
エ

テ
ィ
の
た
め
に
、
と
き
に
は
心
の
奥
深
く
芽
ば
え
た
恋
情
を
も
な
げ
す
て
て
、

孤
独
の
生
涯
を
選
び
と
る
よ
り
は
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
継
者
の
決
定

を
ひ
き
の
ば
し
た
の
も
、
も
と
よ
り
同
一
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど

に
貴
璽
な
ユ
ー
エ
テ
ィ
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
他
の
賢
主
に
と
っ
て
大
切
な
ユ

ー
ニ
フ
ォ
…
ミ
テ
ィ
な
ど
、
二
の
次
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
第
一
次
的
な
も

の
が
、
館
一
一
次
的
な
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
エ
リ
ザ

ベ
ス
の
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
シ
ッ
プ
が
あ
っ
た
。
パ
ー
レ
i
卿
を
は
じ
め
と
す
る

重
臣
た
ち
の
賢
明
さ
も
、
そ
こ
に
あ
っ
た
。
ま
た
テ
ユ
ー
ダ
i
・
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
の
精
神
が
、
そ
こ
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
エ
リ
ザ
ベ
ス
と
そ
の
側
近

は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
．
、
勺
。
瓢
訟
ρ
⊆
o
．
．
の
立
場
に
位
置
し
た
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
に
お
い
て
か
た
め
ら
れ
た
「
ナ
シ
コ

ナ
ル
・
ユ
ー
ニ
テ
ィ
」
は
、
君
主
を
頂
上
に
い
た
だ
く
有
機
体
的
構
成
を
と

っ
て
お
り
、
権
威
主
義
的
性
格
の
非
常
に
濃
厚
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
国

民
生
活
の
は
し
ば
し
に
つ
い
て
み
て
も
、
政
府
の
干
渉
・
規
制
が
い
ち
じ
る

し
か
っ
た
。
し
か
し
万
事
が
、
政
府
の
意
図
す
る
通
り
に
運
ば
な
か
っ
た
こ

と
は
、
修
羅
で
あ
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
政
府
に
は
、
そ
の
意
志
を
餌
取
全
般

に
く
ま
な
く
お
し
つ
け
う
る
だ
け
の
実
力
も
、
ま
た
機
構
も
、
欠
卿
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
極
度
に
権
威
主
義
で
圧
欄
的
な
政
磨
の
も

と
に
あ
っ
て
も
、
圏
民
の
自
適
が
救
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
エ
リ
ザ

ベ
ス
朝
が
、
一
六
世
紀
と
い
う
専
制
的
な
時
代
に
あ
っ
て
、
自
由
の
残
存
の

た
め
に
貢
献
し
た
の
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
女
王
は
、
政
治

の
実
際
に
お
い
て
、
藪
時
の
霜
主
に
は
珍
し
い
ほ
ど
、
寛
容
な
態
度
を
示
し

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
特
に
宗
教
禰
に
関
し
て
、
そ
れ
が
よ
く
現
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
す
で
に
く
わ
し
く
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
重
ね
て
こ
こ
で
、

と
き
に
は
熱
心
な
国
教
派
僧
侶
の
不
満
を
無
視
し
、
あ
る
い
は
側
近
の
反
対

を
押
し
切
っ
て
ま
で
、
ト
レ
ラ
ン
ス
が
守
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
指
摘
し

て
お
こ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
エ
リ
ザ
ベ
ス
的
統
治
の
成
果
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
の
が
、

一
五
八
八
年
に
お
け
る
、
ア
ル
マ
ダ
と
の
決
戦
で
あ
る
。
何
ゆ
え
に
、
こ
の

よ
う
な
結
び
つ
き
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
蒋
び
言
う
、
エ
リ
ザ
ベ

ス
の
国
家
統
一
は
、
儒
仰
の
自
由
、
広
義
に
解
釈
し
て
精
神
面
で
の
自
由
を

認
め
た
う
え
で
の
統
一
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
統
　
は
、

良
心
の
自
由
を
圧
殺
し
た
う
え
で
の
、
す
な
わ
ち
墾
俗
両
面
に
わ
た
（
、
て
の

苛
酷
、
か
つ
厳
格
な
統
一
で
あ
る
。
統
一
の
あ
り
か
た
に
お
け
る
、
か
か
る

相
違
が
も
と
に
な
っ
て
、
英
仏
海
峡
で
の
勝
敗
が
定
ま
っ
た
と
考
え
て
も
、

一
醐
の
真
理
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
海
戦
に
必
要

な
も
の
は
、
　
三
岳
！
、
賦
舞
蓼
諺
と
避
難
σ
忌
曙
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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も
う
少
し
く
わ
し
く
言
え
ば
、
予
測
不
可
能
な
風
を
御
し
、
未
知
の
海
上
で

戦
闘
を
行
な
う
た
め
に
は
、
、
主
導
性
と
か
、
柔
軟
性
と
か
の
能
力
が
、
陸
戦

の
場
合
よ
り
も
多
分
に
要
求
ざ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
能
力
は
、
一
方

で
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
下
の
相
対
的
自
由
を
許
す
環
境
の
も
と
で
、
十
分
に

養
成
さ
れ
た
の
に
反
し
、
他
方
で
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ニ
世
治
下
の
完
全
な
不

自
由
の
も
と
で
、
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
灰
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
一
五
八
八
年
の
勝
利
は
、
　
．
．
¢
臨
¢
一
p
象
く
。
誘
一
関
．
．
の
．
．
¢
巳
σ
．

上
書
牒
。
醤
糞
胤
．
に
対
す
る
勝
利
で
あ
っ
た
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
換

言
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
精
神
的
自
由
を
許
し
た
う
え
で
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
的

統
一
が
、
イ
ギ
リ
ス
を
守
る
た
め
の
す
ば
ら
し
い
武
器
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
昌
以
上
の
所
論
は
、
ハ
ー
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
教
授
に
よ
っ

た
も
の
で
あ
る
。
論
旨
に
や
や
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
興
味
を
感
じ

た
の
で
、
一
癒
紹
介
し
て
お
い
た
。
　
（
濁
嵩
N
・
同
筆
爵
。
¢
巳
ジ
．
o
h
φ
茜
－

㌶
5
9
リ
ワ
一
貫
1
㎝
9
呂

三

　
「
一
五
八
四
年
と
い
う
年
は
、
戦
端
の
鞘
か
れ
る
直
前
の
年
で
あ
っ
た
。

『
め
っ
た
に
病
気
が
な
い
」
と
醤
わ
れ
た
時
期
も
ま
た
、
過
ぎ
張
り
つ
つ
あ

っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
失
業
・
飢
餓
・
疾
病
の
一
期
間
に
入
り
つ
つ
あ

っ
允
。
そ
し
て
投
ぜ
ら
れ
た
影
が
長
く
な
る
の
に
と
も
な
っ
て
、
女
王
は
不

案
内
の
諸
問
題
に
、
熟
知
せ
ざ
る
状
況
下
で
、
直
面
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
。
」
以
上
は
、
　
ハ
ー
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
教
授
の
著
書
か
ら
引
用
さ
れ

た
一
文
で
あ
る
が
（
円
壽
「
曾
夢
①
β
三
多
℃
し
㎝
。
。
．
）
、
八
○
年
代
に
お
け

る
情
勢
の
変
化
を
、
簡
潔
に
物
語
っ
て
い
る
と
思
う
。
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て

栄
光
の
年
で
あ
る
一
五
八
八
年
に
お
い
て
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
的
統
治
の
体
制
は
、

　
　
よ
わ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん

す
で
に
齢
三
十
歳
を
数
え
て
い
た
。
そ
ろ
そ
ろ
破
綻
が
は
じ
ま
っ
て
も
、
し

か
る
べ
き
こ
ろ
で
あ
る
。
ア
ル
マ
ダ
に
対
す
る
勝
利
は
、
フ
ィ
ナ
…
レ
に
わ

く
、
一
時
代
の
輝
し
い
終
幕
を
物
語
る
。
そ
れ
と
前
後
し
て
畢
く
も
、
摸
索

の
新
ら
し
い
時
代
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
エ
リ
ザ
ベ
ス

に
と
っ
て
は
、
そ
の
使
い
馴
れ
た
武
器
を
も
っ
て
、
た
や
す
く
は
処
理
し
得

ぬ
事
態
が
繊
て
き
て
い
た
。

　
テ
ユ
ー
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
破
軸
就
は
、
嚢
薦
的
に
は
ま
ず
、
外
鷹
に
よ
っ

て
ひ
き
起
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
端
初
と
な
っ
た
も
の
は
、

一
五
八
四
年
七
月
一
〇
日
に
お
け
る
、
オ
ラ
ン
ダ
独
立
運
動
の
指
…
導
者
ウ
ィ

リ
ア
ム
統
領
（
沈
黙
公
）
の
暗
殺
で
あ
る
。
こ
の
報
は
、
女
正
に
と
っ
て
、

そ
の
側
近
の
重
臣
に
と
っ
て
、
ま
た
議
会
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
、
き
わ
め

て
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
知
ら
せ
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
同
一
の
運
命
が
、

ユ
ー
ニ
テ
ィ
の
中
心
に
位
齢
す
る
女
王
を
襲
う
こ
と
が
な
い
、
と
何
人
が
鎌

証
で
き
ょ
う
か
。
女
王
は
こ
れ
ま
で
、
何
度
も
危
険
を
免
れ
て
き
た
。
し
か

し
ウ
ィ
リ
ア
ム
公
と
て
も
、
膜
様
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
襲
い
か
か
っ
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た
不
吉
な
魔
手
か
ら
は
、
つ
い
に
の
が
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
リ

　
　
ザ
ベ
ス
と
て
も
、
ど
こ
ま
で
そ
の
安
全
が
期
せ
ら
れ
る
か
は
、
疑
わ
し
い
。

　
　
女
王
な
き
の
ち
に
、
い
か
な
る
事
態
が
生
ず
る
か
。
ス
フ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
女
王

　
　
メ
ァ
リ
ー
は
、
有
力
な
る
後
継
者
と
し
て
名
の
り
出
る
で
あ
ろ
う
し
、
メ
ァ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
え

　
　
り
一
を
嫌
悪
す
る
人
び
と
は
、
決
し
て
臣
下
と
し
て
の
服
従
を
肯
ん
じ
な
い

　
　
で
あ
ろ
う
。
結
果
は
内
乱
で
あ
り
、
ユ
ー
ニ
テ
ィ
の
崩
壊
で
あ
る
。

　
　
　
危
険
は
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
。
か
り
に
オ
ラ
ン
ダ
人
が
、
指
導
者
を
失

　
　
つ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
気
沮
遍
し
、
優
勢
な
ス
ペ
イ
ン
軍
の
軍
門
に
降
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ざ
も
と

　
　
な
ら
ば
、
脅
威
は
た
だ
ち
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
膝
下
に
も
及
ぶ
。
フ
ィ
リ
ッ
プ

　
　
ニ
世
は
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
心
臓
蔀
に
、
ヒ
首
を
つ
き
つ

　
　
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
加
う
る
に
、
フ
ラ
ン
ス
圓
内
に
お
け
る
ス
ペ

　
　
イ
ン
勢
力
の
増
大
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
大
い
に
気
を
よ
く
し
て
い
る
。

や
エ
，
ザ
ベ
ス
の
案
保
障
体
鯉
、
癖
の
農
に
隔
、
た
、
い
う
よ
，

儲
ほ
か
な
い
。

《
　
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
統
領
の
殴
殺
が
ひ
き
起
し
た
波
浪
か
ら
イ
ギ
リ
ス
を
等
る
た

似に
　
め
に
は
、
第
一
に
女
王
懲
身
の
安
全
が
計
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め

格性
　
に
親
衛
隊
が
増
加
さ
れ
、
女
王
殺
害
の
陰
謀
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、
広
範

ゆ測
　
囲
に
わ
た
る
ス
パ
イ
網
が
入
念
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
。
ま
た
メ
ァ
リ
ー
へ

侭
の
監
視
が
霞
と
き
び
し
さ
を
加
え
・
婆
の
動
静
は
細
大
も
ら
さ
ず
・
当

り

エ
　
局
者
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
重
要
な
事
柄
と
し
て
は
、
荊

掲
の
法
令
偶
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
園
内
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
対

す
る
取
詣
り
を
厳
重
に
着
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
法
令
の
意
味
す
る
所
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

結
局
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
系
塑
職
者
の
絶
滅
、
ま
た
弥

レ
じ撒

及
び
そ
の
ほ
か
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
諸
儀
式
全
部
の
排
除
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
　
こ
こ
に
至
っ
て
、
上
述
し
た
よ
う
な
寛
容
を
旨
と
す
る
エ
リ
ザ
ベ
ス

の
宗
教
政
策
は
、
過
ま
の
も
の
と
な
っ
た
。
八
一
年
の
法
令
に
あ
っ
て
も
い

ま
だ
、
信
稗
の
膚
由
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
八
五
年
の
法
令
に

至
る
と
、
恐
ら
く
は
不
承
不
承
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
女
王
は

つ
い
に
、
良
心
の
自
由
を
伝
統
的
な
宗
教
形
式
に
よ
っ
て
褒
明
す
る
こ
と
を

禁
止
す
る
立
場
に
追
い
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
に
お
い
て
、

ス
ペ
イ
ン
に
連
な
る
ジ
ェ
ス
イ
ヅ
ト
派
の
動
き
が
、
い
か
に
恐
怖
す
べ
き
で

あ
っ
た
か
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。
彼
ら
は
い
わ
ば
、
園
内
に
お
け
る
第
五
列

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
い

で
あ
る
。
生
命
を
賭
し
て
、
異
端
の
女
王
を
殺
す
る
こ
と
に
、
む
し
ろ
使
命

感
を
見
禺
だ
し
て
い
る
。
し
か
も
王
園
全
体
の
統
一
と
幸
編
と
は
、
女
王
一

身
の
安
金
と
維
持
と
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
今
や
イ
ギ
ジ
ス
国
内
の

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
弾
圧
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
ユ
ー
ニ
フ
ォ

ー
ミ
テ
ィ
」
が
、
も
っ
と
徹
底
し
た
形
で
、
実
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
政

治
的
な
危
局
に
は
ま
り
こ
ん
だ
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
、
即
位
以
来
の
柔
軟
な
態
度

を
改
め
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
安
全
を
計
る
た
め
と
は
い
え
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
的
姿
勢
の
動
揺
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
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の
で
あ
る
。

　
し
か
し
国
内
に
お
け
る
立
法
と
は
別
に
、
イ
ギ
リ
ス
を
守
る
た
め
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
い
ば

ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
イ
ギ
リ
ス
を
ね
ら
っ
て
い
る
刃
を
、
ス
ペ
イ
ン
人
に

突
き
返
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
つ
之
も
賢
い
策
は
、
イ
ギ
リ
ス
防
衛
の

戦
を
異
騒
の
土
地
で
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
軍
隊
が
つ
ぎ
つ

ぎ
と
オ
ラ
ン
ダ
独
立
軍
の
残
党
を
討
減
し
、
他
方
で
は
海
峡
横
断
の
準
備
を

進
め
て
ゆ
く
の
を
坐
視
す
る
よ
り
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
積
極
的
な
味
方
に
な

っ
て
戦
う
こ
と
で
あ
る
。
平
和
主
義
的
で
外
交
的
な
折
衝
を
得
意
と
す
る
女

王
も
、
つ
い
に
独
立
軍
の
援
助
を
決
意
し
た
。
八
五
年
一
二
月
、
約
六
千
人

の
軍
隊
が
、
レ
ス
タ
ー
伯
の
指
揮
下
に
、
海
峡
を
越
え
て
オ
ラ
ン
ダ
に
進
撃

し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
ま
さ
し
く
戦
争
で
あ
っ
た
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
の

治
没
に
お
け
る
転
換
点
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
が
こ
こ
に
冤
出
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

さ
れ
る
。
外
交
的
手
段
に
よ
っ
て
安
定
と
事
な
き
を
維
持
し
た
「
い
と
い
う
女

薫
の
希
難
は
、
今
や
水
泡
に
帰
し
た
。
以
後
の
治
世
で
は
、
緊
張
が
連
続
し
、

星
群
は
再
び
平
湘
を
つ
か
み
得
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
九
〇
年
代
に

入
れ
ば
、
ブ
ル
ボ
ン
家
の
ア
ン
リ
を
助
け
て
、
ス
ペ
イ
ン
と
の
戦
を
フ
ラ
ン
ス

で
も
反
復
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
九
七
年
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ほ
ん

乱
が
起
る
。
そ
し
て
災
厄
の
最
後
は
、
女
王
の
寵
臣
エ
セ
ッ
ク
ス
伯
の
謀
叛

で
あ
っ
た
。

　
オ
ラ
ン
ダ
へ
の
出
兵
と
と
も
に
、
女
王
の
財
政
政
策
は
、
大
き
く
動
揺
し

た
。
女
董
が
こ
れ
ま
で
主
義
乏
し
て
い
た
所
は
、
で
き
る
限
り
鵬
費
を
切
り

詰
め
て
、
恒
常
的
な
収
入
内
で
や
り
く
り
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
そ
れ
は
、
可
能
な
る
限
り
、
議
会
の
協
賛
を
必
要
と
す
る
租
税
な
し
で

財
政
を
た
て
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
臨
美
的
な
課
税
を
で
き
る
だ
け
倒
限
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
女
王
が
議
会
の
政
治
的
干
渉
を
好
ま
な
か
っ
た
の
は
、

何
と
言
っ
て
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
財
政
上
の
援
助
を
議
会
に
求
め
た
場
合
、

議
会
が
無
条
件
に
こ
れ
を
承
認
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
必
ず
や
そ
こ
に
は
、

女
蒸
の
嫌
悪
す
る
、
も
し
く
は
許
す
こ
と
の
で
き
な
い
干
渉
が
は
じ
ま
る
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
議
会
の
漸
騰
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
課
税
は
、
な
る
べ
く

回
避
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
外
交
か
ら
戦
争
へ
の
紙

換
と
と
も
に
、
事
態
は
急
迫
し
た
。
二
年
間
に
わ
た
る
オ
ラ
ン
ダ
派
兵
に
よ

っ
て
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
繊
費
は
、
三
十
万
ポ
ン
ド
以
上
に
及
ん
だ
。
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
に
お
け
る
出
費
が
、
一
五
六
四
年
か
ら
七
〇
年
ま
で
、
年
額
平
均
二

万
一
千
五
欝
ポ
ン
ド
、
七
一
年
か
ら
七
九
年
ま
で
三
半
一
千
八
百
ポ
ン
ド
、

七
九
年
か
ら
八
六
年
ま
で
の
総
額
が
三
十
五
万
ポ
ン
ド
で
あ
る
こ
と
を
知
る

な
ら
ば
（
朔
（
い
・
0
8
詳
、
師
詳
σ
q
●
℃
β
σ
一
一
。
男
貯
舘
o
ρ
H
押
ワ
ω
8
）
、
オ
ラ

ン
ダ
の
独
立
援
助
が
い
か
ば
か
り
財
政
上
の
負
担
に
な
っ
た
か
が
推
察
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
つ

る
。
そ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
九
七
年
に
勃
発
し
た
反
乱
も
、
オ
ラ
ン
ダ
及
び

フ
ラ
ン
ス
へ
の
武
力
介
入
に
よ
っ
て
急
迫
を
告
げ
て
い
た
女
王
の
財
政
を
、
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エリザベス朝の性格について（植村）

一
穏
墓
穴
に
勢
い
こ
む
こ
と
と
な
っ
た
。
一
五
九
九
年
で
は
、
わ
ず
か
六
ヵ
月

間
で
六
十
万
ポ
ン
ド
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
た
め
に
費
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る

（
旨
搾
羅
塁
。
5
8
壼
．
O
。
轟
U
9
ω
‘
や
8
ρ
コ
ω
・
）
◎
今
や
女
王
と

し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
く
し
て
、
効
果
的
な
財
源
を
求
め
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
い
わ
く
王
領
地
の
売
却
、
い
わ
く
強
制
借
入
（
｛
○
材
0
0
（
一
　
一
〇
餌
瓢
句
喧
）
、

い
わ
く
上
納
金
（
一
）
①
昌
①
く
〇
一
①
露
O
①
o
陰
）
、
い
わ
く
独
占
特
許
状
、
い
わ
く
船
舶

税
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
封
建
的
賦
課
（
た
と
え
ば
後
見
権
）
な
ど
が
そ
れ

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
多
く
は
、
大
し
て
役
に
立
た
ぬ
財
源
で
あ
る
う
え
に
、

人
心
を
失
な
う
恐
れ
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
徴
収
を
強
行
す
る
限
り
、
い
っ
か

は
議
会
で
非
難
を
受
け
る
覚
悟
が
必
要
で
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
女
里
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
て

て
は
、
議
会
の
承
認
を
条
件
と
す
る
租
税
を
、
従
来
以
上
に
当
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
た
。
す
な
わ
ち
幾
度
も
議
会
を
召
集
し
て
は
、

補
助
金
（
ω
葛
ω
一
身
）
と
い
く
つ
か
の
十
分
の
一
尺
（
3
馨
｝
拓
）
及
び
十
五

分
の
一
輪
（
ゆ
｛
叶
①
㊦
一
9
幹
げ
）
の
可
決
を
求
め
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
額
は

増
大
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
　
一
五
八
五
年
以
降
、
女
王
の
治
世
が
終
り
を
告

げ
る
ま
で
、
俗
人
を
対
象
と
す
る
サ
ブ
シ
デ
ィ
と
十
五
分
の
一
流
の
総
額
は
、

少
く
と
も
百
五
十
六
万
ポ
ン
ド
に
達
す
る
　
（
9
簿
N
b
や
葺
‘
ワ
鍔
）
。

し
か
し
次
第
に
議
会
が
国
王
の
要
求
に
た
や
す
く
は
応
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て

く
る
の
は
、
自
然
の
勢
で
あ
り
、
女
王
の
統
治
全
般
に
対
し
て
批
判
の
姿
勢

を
か
ま
え
る
こ
と
と
な
っ
て
い
っ
た
。
か
か
る
動
き
の
き
わ
ま
る
と
こ
ろ
、

そ
れ
は
、
一
六
〇
一
年
目
議
会
に
お
け
る
「
独
占
論
争
」
と
な
っ
て
爆
発
し

た
の
で
あ
る
。

　
多
数
の
憲
政
史
家
が
説
く
所
に
よ
れ
ば
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
晩
年
こ
そ
は
、

齎
主
と
議
会
と
の
「
ハ
：
モ
一
こ
が
破
れ
て
、
庶
民
院
と
女
王
政
府
と
が
対

立
す
る
よ
う
な
状
態
が
表
面
化
し
て
く
る
蒔
期
で
あ
る
。
無
論
、
治
世
の
前

半
期
に
お
い
て
も
、
女
王
と
議
会
と
の
聞
が
、
い
つ
で
も
協
調
的
で
あ
っ
た

と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
ウ
ニ
ソ
ト
ワ
ー
ス
兄
弟
の
よ
う
な
急
進
的
議
員
が

い
て
も
、
そ
の
言
動
が
い
ま
だ
庶
民
院
の
全
体
を
動
か
す
に
は
至
ら
な
か
っ

た
と
見
る
ほ
う
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
ピ
ー
タ
ー
・
ウ
ニ
ン
ト
ワ
ー
ス
は
、
た

し
か
に
、
　
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
、
敗
北
し
た
あ
ら
ゆ

る
大
義
の
、
も
っ
と
も
忠
実
な
戦
国
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
九
〇
年
代
に
入

る
と
、
情
勢
に
、
や
や
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば

ア
メ
リ
カ
の
憲
政
史
家
で
あ
っ
た
W
・
ノ
ゥ
ト
ス
タ
イ
ン
教
授
は
、
庶
民
院

内
に
お
け
る
指
導
的
グ
ル
ー
プ
の
蕨
在
と
い
う
問
題
に
着
目
し
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
晩
年
に
お
い
て
す
ら
、
反
対
派
の
勢
力

は
大
き
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
全
院
に
影
響
し
う
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
け
れ
ど
も
、
委
員
会
制
度
の
急
速
な
発
展
が
、
セ
シ
ル
及
び
そ
の
同
僚

の
手
か
ら
法
案
作
成
の
仕
事
の
か
な
り
の
部
分
を
奮
取
し
つ
つ
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
女
王
側
近
の
顧
問
官
た
ち
と
は
変
っ
た
顔
触
れ
が
、
法
案
を
作
製
す

る
場
合
、
注
目
す
べ
き
役
割
を
演
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
顧
問
官
に
委
ね
ら
れ
た
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ヴ
が
、
従
来
よ
り
も
小
さ
く

な
っ
た
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
乏
嶺
9
⑦
馨
皿
P
目
げ
o
1
＜
ヨ
巳
欝
α
q
o
h

夢
⑦
貯
詳
貯
怠
く
φ
σ
緒
夢
㊦
麟
。
帽
ω
o
o
陣
O
O
ヨ
諺
。
轟
。
・
．
唱
．
N
ω
．
）
Q
や
や
誇

張
し
た
表
現
を
使
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
同
教
授
の
意
味
す
る

所
は
、
庶
民
院
自
体
の
自
主
性
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な
傾
向
が
本
格
化
す
る
の
は
、
や
は
り
一
六
二
〇
年
代
の
議
会
で

あ
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
の
来
年
に
お
け
る
議
会
の
動
き
は
、
一
七
世
紀
へ

の
プ
レ
リ
諏
ー
ド
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
ノ
ゥ
ト
ス
タ
イ
ソ
教
撰
に
限
ら
ず
、
九
〇
年
代
の
議
会
で
、
オ
ポ
ジ
シ
ョ

ン
の
勢
力
が
増
大
す
る
こ
と
は
、
通
説
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
女
王
側

近
の
下
聞
官
た
ち
は
、
次
第
に
彼
ら
の
権
威
を
失
な
い
つ
つ
あ
っ
た
。
一
五

九
三
年
の
第
八
議
会
が
そ
の
幕
を
閉
じ
よ
う
と
す
る
さ
い
、
ロ
ー
ジ
・
キ
ー

パ
ー
は
女
王
の
意
を
体
し
て
、
こ
の
会
期
の
間
、
枢
密
顧
問
官
に
敬
意
を
払

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん

う
こ
と
な
か
っ
た
議
員
た
ち
を
謎
堕
し
て
い
る
。
今
や
明
ら
か
に
、
女
王
の

理
解
の
範
囲
を
越
え
た
漸
ら
し
い
世
代
が
登
場
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
女
塾
が
古
く
か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
統
治
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
を

支
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
代
で
あ
っ
允
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
テ
｝
ー

ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
は
、
や
は
り
議
会
に
お
い
て
、
そ
の
兆
が
現
わ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
所
で
こ
の
よ
う
な
通
説
に
対
し
て
、
多
少
と
も
異
色
あ

る
見
解
を
示
す
の
が
、
サ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
二
；
ル
で
あ
る
。
サ
…
・
ジ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
マ

も
や
は
り
、
九
三
年
以
降
の
議
会
に
お
い
て
、
変
化
を
認
め
る
（
特
に
九
七

年
以
降
が
い
ち
じ
る
し
い
、
九
三
年
は
過
渡
的
段
階
と
言
っ
て
よ
い
）
。
し

か
し
そ
れ
は
、
気
質
（
け
㊦
巳
帽
巽
）
の
変
化
で
あ
り
、
性
格
（
o
ザ
鴛
ρ
9
鶏
）

の
変
化
で
あ
っ
た
。
よ
り
具
体
的
に
野
口
え
ば
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
初
期
及
び
申

期
に
お
け
る
議
会
に
比
べ
て
、
何
と
な
く
沈
滞
し
た
気
分
が
み
な
ぎ
り
、
以

前
よ
り
も
抵
抗
の
姿
勢
を
失
っ
た
議
会
一
i
こ
の
点
に
お
い
て
通
説
と
ま
さ

し
く
反
対
一
…
と
な
っ
て
い
る
。
二
ー
ル
は
議
会
に
お
け
る
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ン

と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
組
織
（
○
茜
ρ
鳳
鐸
瓢
。
昌
）
に
結
び
つ
い
て
こ
そ
可

能
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
の
組
織
を
つ
く
る
も
の
は
、
や
は
り
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
で
あ
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
治
世
で
抵
抗
の
た
め
の
紐
織
を
さ
さ
え
た
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
は
、
ピ
ュ
…
リ
タ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
所
が
九
〇
年
以
降
ウ
ィ
ッ
ト

ギ
フ
ト
大
司
教
の
下
で
弾
圧
が
強
化
さ
れ
た
結
果
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
組
織

は
粉
砕
さ
れ
て
、
信
仰
者
相
互
の
連
繋
は
な
く
な
り
、
こ
の
こ
と
が
わ
ざ
わ

い
し
て
、
議
会
が
抗
弁
す
る
力
も
弱
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
に
九

三
年
に
召
集
さ
れ
た
議
会
で
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
派
の
有
力
議
員
が
姿
を
消

し
て
い
た
。
サ
ー
・
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ノ
ー
リ
…
は
、
早
く
も
九
一
年
五
月
に
、

自
分
は
議
会
か
ら
退
い
て
、
女
王
の
怒
を
避
け
た
い
、
と
の
意
を
も
ら
し
て

い
る
。
ピ
島
ー
リ
タ
ン
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
的
に
見
て
も
、
議
員
の
交
替

は
顕
著
で
あ
っ
た
。
九
七
年
一
〇
月
に
新
議
会
が
召
集
さ
れ
た
と
き
、
半
数

以
上
の
議
員
は
新
人
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
経
験
が
豊
か
で
、
ま
た
気
骨
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を
も
っ
た
議
員
の
退
場
は
、
庶
民
院
の
空
気
を
変
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

し
か
も
そ
れ
は
、
議
会
発
展
史
の
上
か
ら
見
る
と
、
む
し
ろ
悪
い
ほ
う
に
作

用
し
た
の
で
あ
る
。
一
六
〇
一
年
の
議
会
に
つ
い
て
も
、
女
王
は
あ
ま
り
懸

念
す
る
断
が
な
か
っ
た
。
　
「
言
論
の
自
由
」
の
特
権
を
賦
与
す
る
さ
い
に
も
、

女
王
は
、
教
会
や
女
王
大
権
に
触
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
特
に
戒
め
る
こ

と
を
し
な
か
っ
た
。
女
王
の
心
配
し
た
の
は
、
た
だ
降
間
が
空
費
さ
れ
る
こ

と
だ
け
で
あ
る
。
女
王
は
、
庶
民
院
の
気
分
が
す
で
に
一
新
さ
れ
た
こ
と
を

十
分
に
悟
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
所
で
「
独
占
論
争
漏
を
も
っ
て
有
名
な

一
六
〇
一
年
の
議
会
に
関
し
て
も
、
二
ー
ル
は
、
通
説
に
す
ご
ぶ
る
批
判
的
で

あ
る
。
第
一
に
ヘ
ィ
ワ
ー
ド
・
タ
ゥ
ン
シ
ェ
ン
ド
の
日
誌
が
、
通
説
の
基
礎

を
な
し
て
い
る
が
、
そ
の
記
述
が
あ
ま
り
に
も
生
き
生
き
と
し
て
い
る
が
た

め
に
、
や
や
と
も
す
れ
ば
読
者
は
、
実
情
を
感
動
的
に
と
ら
え
が
ち
と
な
る
。

し
か
し
よ
り
冷
静
な
穏
で
、
他
の
史
料
を
も
参
酌
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
読
む

な
ら
ば
、
論
議
の
調
子
が
全
体
と
し
て
「
抑
制
さ
れ
て
い
る
偏
（
び
。
器
。
。
窪
、

伊
貯
巴
）
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
　
以
前
の
議
会
に
お
け
る
宗
教
論
議
に

比
較
し
て
、
　
「
熱
情
的
扁
（
℃
器
ω
δ
舞
富
）
で
、
　
「
反
抗
的
」
（
お
び
①
田
。
億
ω
）

な
ム
…
ド
が
、
そ
こ
に
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
に
「
独
占
論
争
」
は
、

全
く
偶
然
の
契
機
か
ら
起
っ
た
も
の
で
、
　
「
組
織
駒
な
準
備
」
（
霞
σ
q
餌
巴
N
o
像

箕
①
℃
鶏
p
江
。
ロ
）
が
あ
ら
か
じ
め
な
さ
れ
た
と
い
う
証
拠
を
つ
か
み
が
た
い
。

第
三
に
独
占
問
題
は
、
　
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
言
う
．
．
o
o
B
同
雛
2
婆
．
o
白
田
競
買
、

げ
。
湊
．
”
に
所
渋
し
、
　
．
．
Q
じ
け
霧
。
、
，
に
関
係
し
た
嘉
柄
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ

れ
は
、
明
ら
か
に
庶
民
院
内
で
議
論
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
対
象
で
あ
っ
た
。

た
だ
請
願
の
形
を
と
ら
ず
に
、
法
案
の
形
を
と
っ
て
廃
止
を
迫
ろ
う
と
し
た

所
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
二
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
一
六
〇

一
年
の
議
会
は
、
憲
政
史
上
特
記
に
値
す
る
ほ
ど
の
意
味
を
も
た
な
い
と
結

論
さ
れ
る
（
い
司
●
劉
Φ
鉱
ρ
二
言
N
陰
囲
脅
7
⑦
H
℃
鎗
瓢
㊤
臣
O
簿
ρ
嵩
Q
Q
軒
一
①
O
押

℃
銭
什
H
＜
撃
メ
く
囲
．
）
Q

　
以
上
の
サ
ー
・
ジ
ョ
ン
の
見
鰐
に
比
べ
て
、
や
は
り
通
説
に
近
い
立
場
を

と
っ
て
い
る
の
が
、
ハ
ー
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
教
授
で
あ
る
。
教
授
に
と
っ
て
、

九
〇
年
代
の
は
じ
め
に
お
け
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
的
シ
ス
テ
ム
の
緊
張
は
、
疑
問

の
余
地
な
き
事
実
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
緊
張
は
結
局
、
過
大
な
戦
費

　
　
　
　
　
　
　
た
ん

に
基
づ
く
財
政
破
綻
か
ら
繊
た
も
の
で
あ
っ
た
。
庶
民
院
に
対
し
て
の
相
次

ぐ
財
政
援
助
の
要
求
は
、
彼
ら
の
使
い
古
し
た
武
器
の
使
用
を
、
再
三
再
四

に
わ
た
り
可
能
な
ら
し
め
た
。
す
な
わ
ち
課
税
の
承
認
を
条
件
に
、
彼
ら
の

請
願
を
つ
き
つ
け
得
た
の
で
あ
る
。
加
う
る
に
課
税
に
つ
い
て
の
イ
ニ
シ
ァ

テ
ィ
ヴ
は
、
自
分
た
ち
の
側
に
あ
る
と
の
意
識
が
、
次
第
に
高
ま
っ
て
い
っ

た
。
換
雷
す
れ
ば
そ
れ
は
、
女
王
で
も
黄
族
院
で
も
な
く
て
、
麟
分
た
ち
だ

け
が
課
税
を
決
定
で
き
る
と
の
意
識
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
女
王
の
統
治
権

に
つ
い
て
の
少
な
か
ら
ぬ
侵
犯
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
（
ヨ
動
画
害
¢
C
巳
3
・

o
胤
図
⇒
σ
q
㌶
崇
｝
讐
℃
℃
．
峯
Q
。
鳥
O
）
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
ハ
ー
ス
ト
フ
ィ
ー
ル121 （121）



ド
に
と
っ
て
、
　
エ
ハ
〇
一
年
の
「
独
占
論
争
」
は
、
や
は
り
、
．
魯
。
◎
p
き
霧

℃
舞
瓢
磐
影
。
洋
算
騰
α
o
σ
暮
。
．
．
で
あ
っ
た
。
　
二
i
ル
の
言
に
反
し
て
、
庶
民

院
議
員
の
多
数
が
法
案
の
形
を
と
っ
て
進
も
う
と
し
た
こ
と
は
、
限
り
な
く

重
大
で
あ
る
。
請
願
に
よ
る
か
、
そ
れ
と
も
法
案
に
よ
る
か
、
と
の
問
題
は
、

決
し
て
形
式
に
つ
い
て
の
論
議
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
法
案
を
も
っ
て
動

け
ば
、
庶
民
院
が
公
然
と
イ
エ
シ
ァ
テ
ィ
ヴ
を
握
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
テ
ユ
ー
ダ
ー
君
主
が
こ
れ
ま
で
許
容
し
て
き
た
以
上
に
、
統
治
へ

の
大
幅
な
関
与
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
囲
ら
か
に
女
薫
大
権
へ
の
攻
撃

で
あ
り
、
ま
た
女
王
自
身
は
、
か
か
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
見
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
危
機
が
深
刻
化
す
る
に
と
も
な
っ
て
、
に
わ
か
に
妥
協
の
意
を
示
し
、

「
独
占
」
の
廃
止
に
踏
み
切
る
と
同
字
に
、
議
会
の
発
議
を
封
ず
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
女
王
大
権
を
無
傷
の
ま
ま
に
保
ち
得
た
の
で
あ
る
（
9
）
・
2
け
こ
｝
）
剛
）
■

δ
ω
ら
野
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
通
説
と
一
｝
…
ル
、
ま
た
二
ー
ル
と
ハ
ー
ス
ト
フ
ィ
ー
ル

ド
と
の
間
に
は
、
若
干
の
意
見
の
旗
違
が
認
め
ら
れ
る
。
筆
者
は
現
在
の
段

階
に
お
い
て
、
い
ず
れ
に
軍
配
を
あ
げ
る
べ
き
か
、
何
と
も
決
し
か
ね
て
い

る
。
た
だ
二
…
ル
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
前
期
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
に

お
け
る
憲
政
闘
争
と
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
と
の
関
連
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
の
前
半
期
に
、
宗
教
問
題
と
か
、
　
「
言
論
の
慮

由
」
の
特
権
な
ど
の
問
題
を
め
ぐ
り
、
女
王
政
府
と
す
る
ど
く
対
立
し
た
庶

民
院
は
、
九
〇
年
代
の
会
期
と
一
六
〇
一
年
の
会
期
と
で
は
一
時
沈
滞
し
、

ス
テ
ユ
ァ
ー
ト
朝
の
慰
主
が
即
位
す
る
と
と
も
に
、
再
び
活
発
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
何
ゆ
え
か
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
晩
年
の
庶
罠
院

を
消
極
的
に
評
簡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
テ
轟
ア
…
ト
朝
の
情
勢
を
、
降

っ
て
わ
い
た
も
の
の
よ
う
に
説
明
す
る
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
的
に

見
て
、
幾
分
か
の
無
理
が
感
ぜ
ら
れ
ぬ
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
二
…
ル
の

指
摘
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
九
〇
年
代
の
騰
史
的
位
置
づ
け
を
、
も
っ
と

精
密
に
行
な
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
も
、
　
一
穴
〇
一
年

の
論
争
を
誇
張
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
。
そ

の
こ
ろ
ピ
鑑
t
リ
タ
ン
的
活
動
家
た
ち
の
ス
ペ
ク
タ
キ
ュ
ラ
…
な
抵
抗
の
時

期
は
過
ぎ
去
っ
て
、
宗
教
問
題
に
つ
い
て
は
、
女
王
と
圏
民
と
の
間
に
、
従

来
以
上
の
調
和
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
議
員
た
ち
も
、
宗
教
的
果
敢
よ
り
も
政

治
的
熟
慮
を
選
び
と
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
女
王
も
、
議
会
も
、
議

事
の
大
部
分
を
驚
く
ほ
ど
の
平
静
さ
を
も
っ
て
処
理
し
得
た
の
で
あ
る
。
た

だ
し
例
外
を
な
し
た
の
は
、
国
家
財
政
を
ふ
く
む
経
済
問
題
で
あ
っ
た
。
「
独

占
論
争
」
は
、
そ
の
も
っ
と
も
顕
著
な
蓑
現
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
経
済
問
題

を
め
ぐ
っ
て
の
、
女
玄
と
議
会
と
の
憎
悪
感
、
ま
た
両
者
の
対
立
は
、
ス
テ

、
詠
ア
…
ト
期
の
慰
主
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。
加
う
る
に
こ
の
新
王
朝
は
、

宗
教
的
不
信
感
を
も
あ
お
っ
た
が
ゆ
え
に
、
経
済
的
不
満
と
宗
教
的
不
満
と

が
合
体
し
て
、
つ
い
に
チ
ャ
…
ル
ズ
一
世
を
王
座
か
ら
追
放
す
る
ま
で
に
至
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つ
た
の
で
あ
る
（
（
壱
巳
。
搾
二
！
H
窪
・
）
。
こ
の
よ
う
な
ハ
ー
ス
ト
フ
ィ
…
ル

ド
の
見
方
は
、
母
体
と
し
て
の
見
通
し
を
与
え
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
妥
藪

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
な
お
経
済
問
題
に
つ
い
て
付
言
し
た
い
。
九
〇
年
代
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

経
済
状
態
が
非
常
に
悪
化
し
た
。
以
下
は
ま
た
も
や
ハ
ー
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド

に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
九
四
年
以
降
連
続
孟
年
間
に
及
ん
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぎ
ん
　
　
ま
ん
え
ん

夏
季
の
雨
量
が
お
び
た
だ
し
く
、
強
物
の
不
作
が
目
立
っ
て
、
飢
鎌
が
蔓
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
お

し
、
　
九
六
年
に
オ
ヅ
グ
ス
フ
ォ
ー
ド
・
シ
ャ
ー
の
農
民
は
つ
い
に
暴
力
的
な
蜂

起
に
立
ち
あ
が
っ
た
。
そ
の
う
え
九
七
年
に
は
、
黒
質
賃
銀
が
一
三
世
紀
と

現
在
と
の
間
の
い
か
な
る
時
点
に
お
け
る
よ
り
も
低
下
し
、
批
惰
を
い
ち
じ

る
し
く
不
安
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
女
王
及
び
側
近
の
重
臣
た
ち

は
、
こ
れ
に
対
処
で
き
る
だ
け
の
有
効
な
政
策
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
し
て
古
い
手
段
が
、
ま
た
も
や
持
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
ク

ロ
ゥ
ジ
ャ
ー
取
締
り
の
法
令
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
五
〇
年
前
に
実
施
さ
れ
た

心
柄
が
、
九
〇
年
代
に
あ
っ
て
間
に
合
う
で
あ
ろ
う
か
。
言
語
の
政
府
は
、

ア
イ
デ
ィ
ア
に
枯
渇
し
て
い
た
。
必
要
な
の
は
、
新
ら
し
い
政
策
で
あ
っ
た
。

女
王
は
、
変
え
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
』
た
だ
祖
父
や
父
の
用
い
た
鎖
骨

が
、
踏
襲
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
（
○
℃
・
o
搾
．
℃
℃
曾
一
。
。
腿
－
㎝
）
。
新
ら
し
い
考

え
方
は
、
や
は
り
庶
民
院
の
な
か
に
現
わ
れ
た
。
以
下
は
遇
…
ル
の
貴
重
な

指
摘
を
借
用
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
九
七
年
の
議
会
で
、
耕
地
を
牧
羊
地
に

転
換
す
る
こ
と
の
禁
止
を
命
ず
る
法
案
が
提
黒
さ
れ
た
と
き
、
ヘ
ン
リ
ー
・

ジ
ャ
ッ
ク
マ
ン
と
い
う
四
六
歳
の
毛
織
物
商
人
は
、
経
済
法
則
の
動
か
す
べ

か
ら
ざ
る
を
主
張
し
、
　
「
人
間
は
刑
罰
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

く
て
、
　
利
得
に
よ
っ
て
よ
い
方
向
に
歩
ま
せ
る
べ
き
だ
」
　
と
述
べ
て
い
る

　
（
辺
一
N
」
脅
9
畳
℃
錠
凱
p
ヨ
Φ
葺
。
・
し
㎝
。
。
月
山
8
ど
思
．
ω
し
。
¢
り
ω
誌
ム
。
。
．
）
。

さ
ら
に
サ
…
・
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
探
一
り
一
は
、
一
六
〇
一
年
の
議
会
で
、
「
私

と
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
通
り
に
土
地
を
使
用
す
べ
く
、
人
び
と
を

強
制
し
た
く
な
い
。
む
し
ろ
各
人
を
し
て
、
彼
が
金
分
で
も
っ
と
も
適
切
と

思
う
よ
う
に
、
彼
の
土
地
を
利
絹
さ
せ
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
思

慮
が
働
く
よ
う
に
取
り
計
ら
い
な
さ
い
」
と
、
主
張
し
て
い
る
（
○
マ
葺
‘

「
ワ
西
ご
。
前
者
は
経
済
的
合
理
主
義
の
、
後
者
は
経
済
約
自
由
主
義
の
、

大
胆
な
主
張
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
先
駆
を
な
す
考
え
方

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
有
機
体
的
国
家
観
を
く
つ
が
え
し
、
エ

リ
ザ
ベ
ス
が
実
行
し
た
家
父
長
的
規
制
（
℃
㌶
Φ
旨
ρ
冴
鉱
。
8
α
Q
巳
ρ
什
δ
⇒
）
を

全
面
酌
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
テ
ユ
ー
ダ
i
・
シ
ス
テ
ム

の
衰
退
は
、
か
か
る
経
済
醸
に
も
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
結
論
的
に
言
え
ば
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
得
意
と
し
た
の
は
、
　
「
現
状
維
持
」

で
あ
る
。
彼
女
は
過
張
か
ら
の
遺
産
を
大
切
に
し
た
。
ま
た
そ
の
遺
産
を
有

効
に
使
用
で
き
た
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
彼
女
は
、
何
も
の
も

自
分
で
創
始
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
門
前
な
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
解
決
を
、
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後
世
に
ひ
き
の
ば
し
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
君
主
の
重
荷
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
意
味
で
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
治
世
は
、
普
通
に
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
花
や
か
な

も
の
で
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
ヘ
ロ
イ
ッ
ク
な
時
代
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
妥
協
的
な
保
守
主
義
、
臆
病
な
中
道
主
義
、
か
つ
矛
盾
に
満
ち
た
四

五
年
間
の
治
世
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
た
だ
一
つ
、
エ
リ
ザ
ベ

ス
朝
の
ヘ
ロ
イ
ズ
ム
を
説
明
す
る
事
柄
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
フ
ラ
ン
シ
ス
・

ド
レ
イ
ク
、
そ
の
他
に
よ
る
勇
敢
な
海
上
進
出
で
あ
る
。
小
国
イ
ギ
リ
ス
が

ス
ペ
イ
ン
の
海
上
覇
権
に
挑
戦
し
た
こ
と
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
積
極
性
を

示
す
唯
一
の
事
例
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
試
み
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る

戦
争
が
多
額
の
戦
費
を
費
す
ば
か
り
で
、
は
か
ば
か
し
い
効
果
を
あ
げ
得
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
で

か
っ
た
の
に
反
し
て
、
ず
っ
と
少
な
い
元
手
で
相
当
な
成
功
を
収
め
得
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
発
展
の
将
来
の
方
向
が
、
予
示
さ
れ
た
と
言
っ

て
よ
い
。
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は
消
極
的
、
た
だ
し
溝
上
で
は
積

極
的
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
政
策
は
、
い
っ
と
は
な
し
に
で
き
上
っ
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
礎
石
と
な
る
べ
き
貴
重
な
経
験
の
一
つ
が
、
こ
こ

に
潜
在
し
た
と
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
、
そ
の
死
に
至
る
ま
で
、
と
も
か
く
も
テ
訊
ー
ダ
ー
的
ナ

シ
ョ
ナ
ル
．
ユ
ー
ニ
テ
ィ
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
六
〇
一
年
の
議

会
で
、
　
「
独
占
論
争
偏
　
の
終
結
を
つ
け
る
た
め
に
行
わ
れ
た
有
名
な
演
説

（
¢
δ
○
○
乙
。
昌
ω
唱
o
o
o
げ
）
は
、
女
王
を
中
心
と
す
る
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
の

結
束
を
物
語
っ
て
あ
ま
り
あ
る
。
し
か
し
大
勢
と
し
て
は
す
で
に
、
新
し
い

原
理
の
上
に
立
つ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ユ
ー
ニ
テ
ィ
が
模
索
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
具
体
的
形
が
見
出
だ
れ
る
た
め
に
は
、
一
度
だ
け
ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ユ
ー
ニ
テ
ィ
そ
の
も
の
が
く
つ
が
え
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
言
う
ま

，
で
も
な
く
、
一
七
世
紀
中
葉
の
イ
ギ
リ
ス
革
命
が
演
じ
た
役
割
が
、
そ
れ
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
阪
大
学
教
授
）
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Buddhism，　what　klnd　of　Buddhism　was　influential　in　Gandliara，　which

has　been　2nvestlgated　through　the　study　of　Buddhist　scriptures　and

inscriptions．　Source　materials　of　Gandhara　Bttddhism　wer　not　only　sc－

riptures　and　inscrlptions　but　also　ru．ins　of　the　Buddhist　temples，　with

many　stones　and　sculptures　of　Stuko．　Tkese　sculpttn‘es　were　under　the

strong　infiuence　of　the　Western　Art　away　from　the　lndian　art，　so　that，

wltk　much　interest　in　this　point，　the　relation　between　the　Greek　or

Roman　and　Gandhaya　art　has　been　mainly　seudied　up　to　now．

　　This　article，　considering　the　chaRge　in　style　of　the，　Buddhist　sculptures

in　Gandhara，　wi！1　exPlain　the　developinent　of　Buddhism　in　Gandhara

，and　its　relation　to　the　Buddhist　are　in　China．

On　the　Character　of　the　Elizabethan

　　　　　　　　　Age：　as　a　dessin

　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　Masahiko　Uemura

　　What　part　was　allotted　to　the　Elizabethan　age　in　a　drama　of　Englislk

IHistory？　lt　was　the　national　unity　of　England．　ln　what　sense　was

it　Tudorian　or　Elizabethan？　The　monarch　was　situated　iB　the　pivot　of

’the　body　po1itic　and　ranked　first　of　all　the　estaees　of　the　realm；there

could　be　allowed　no　other　authoyity　or　no　other　power　to　exist　than

tlie　crown；　the　manarch　had　to　take　the　lead　and　give　paternalistic

regulations　in　every　sphere　of　nationa！　life．　But　after　the　1580’s　・the

・changes　in　the　international　affairs，　the　economic　crisis　and　the　otlier

・serious　conditions　were　going　to　bring　the　Tudor　system　of　government

to　its　collapse．　The　Queen　and　her　ministers　had　no　idea　to　cope　with

the　new　situatioR　and　left　everything　to　the　care　of　her　successors　wko

did　nothing　but　yielding　the　destruction　of　the　national　tinity．

Inquiry　of　Primitive　Society　in　New　China

Some　Proble緯s　about　the　Yang－5加。疎音窪Culture

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Shingo　Akiyama

　　In　the　currents　of　the　Chinese　c量vilization，　the　Yang－shaoイ印音召　culture

is　the　important　current　from　which　it　took　its　very　rise．　With　the
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