
は
じ
め
に

イ
ギ
リ
ス
小
説
が
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』（
一
七
一
九
）
か
ら
始
ま
る
と
さ
れ
る
こ
と
は
、イ
ア
ン
・
ワ
ッ
ト
『
小
説
の
勃
興
』（Ian 

W
att, T

he R
ise of the N

ovel, 1957

）（
1
）の
画
期
的
な
研
究
以
来
、広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ワ
ッ
ト
は
小
説（novel

） （
新
奇
な
も
の
）

と
さ
れ
る
文
学
形
式
が
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
に
始
ま
る
こ
と
を
、
主
人
公
ク
ル
ー
ソ
ー
の
宗
教
的
個
人
主
義
と
経
済
的
個
人

主
義
を
特
徴
と
す
る
心
の
内
面
が
フ
ォ
ー
マ
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
と
彼
が
呼
ぶ
形
式
（
登
場
人
物
の
経
験
や
物
語
の
細
部
が
具
体
的
な
時
と
場

所
を
示
し
て
語
ら
れ
、
そ
の
主
題
に
ふ
さ
わ
し
い
平
易
で
明
晰
な
散
文
で
書
か
れ
た
）
で
実
現
し
た
と
言
う
。
こ
う
し
た
デ
フ
ォ
ー
の
著

作
は
新
し
く
台
頭
し
た
中
産
層
の
読
者
層
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
小
説
は
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
で
最
も
重
要
な
文
学
形
式
と
な
っ
て
い

く
。
ワ
ッ
ト
の
研
究
は
今
日
に
お
い
て
も
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
勃
興
を
考
え
る
基
礎
的
な
論
考
と
な
っ
て
い
る
。

主
人
公
ク
ル
ー
ソ
ー
を
特
色
づ
け
る
の
は
宗
教
人
と
し
て
、
そ
し
て
経
済
人
と
し
て
の
特
質
だ
と
い
う
指
摘
は
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー

ソ
ー
』論
の
基
本
的
な
出
発
点
で
あ
ろ
う
。
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』（
一
九
〇
四

―
五
）
の
流
れ
を
汲
む
大
塚
久
雄
の
『
近
代
化
の
人
間
的
基
礎
』（
一
九
六
九
）
に
お
い
て
も
宗
教
人
、
経
済
人
と
し
て
ク
ル
ー
ソ
ー
が
分

析
さ
れ
て
い
て
、
今
日
で
は
も
は
や
古
典
的
な
解
釈
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

マ
ー
テ
ィ
ン
・
グ
リ
ー
ン
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
物
語
』（M

artin B
. G

reen, T
he R

obinson C
rusoe Story, 1990

）
は
こ

『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
小
説
の〈
始
ま
り
〉

― 

非
国
教
徒
・
商
人
・
中
産
層

土
屋　

倭
子
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の
物
語
に
新
し
い
展
望
を
与
え
た
と
言
え
る
。
グ
リ
ー
ン
に
大
い
に
啓
発
さ
れ
た
と
い
う
岩
尾
龍
太
郎
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
小
史
』

（
二
〇
〇
〇
）
は
デ
フ
ォ
ー
以
来
の
こ
の
物
語
の
変
形
作
品
の
歴
史
を
辿
る
。
岩
尾
は
デ
フ
ォ
ー
以
後
の
変
形
譚
を
四
期
に
分
け
て
分
析
す

る
。
第
一
期
（
一
七
二
〇
―
一
七
六
二
）

―
直
接
的
模
倣
譚
、
第
二
期
（
一
七
六
二
―
一
八
一
二
）

―
教
育
的
ロ
ビ
ン
ソ
ン
、
第
三

期
（
一
八
一
二
―
一
九
〇
四
）
―
冒
険
ロ
マ
ン
的
ロ
ビ
ン
ソ
ン
、第
四
期
（
一
九
〇
四
―
現
代
）
―
寓
意
的
あ
る
い
は
反
ロ
ビ
ン
ソ
ン
、

と
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
特
質
を
探
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
変
形
譚
が
時
代
の
思
想
と
深
く
関
係
す
る
と
言
う
。

グ
リ
ー
ン
や
岩
尾
の
研
究
は
現
代
の
読
者
に
実
に
興
味
深
い『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』変
形
譚
の
歴
史
を
見
せ
て
く
れ
る
。
グ
リ
ー

ン
に
よ
る
と
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
が
教
育
論
『
エ
ミ
ー
ル
』（
一
七
六
二
）
で
エ
ミ
ー
ル
に
究
極
の
一
冊
と
し
て
勧
め
た
の
は
デ

フ
ォ
ー
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
ル
ソ
ー
に
よ
り
根
本
的
に
改
変
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
。

ル
ソ
ー
は
物
語
中
の
自
分
の
思
想
に
無
意
味
な
も
の
は
一
切
除
い
た
。
す
な
わ
ち
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
第
一
部
の
「
ロ
ビ

ン
ソ
ン
が
島
に
到
着
す
る
以
前
と
島
を
去
っ
た
後
の
部
分
は
省
略
さ
れ
、
第
二
部
、
第
三
部
は
そ
も
そ
も
対
象
に
も
な
ら
な
か
っ
た
…
…

ル
ソ
ー
が
残
し
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
生
存
と
仕
事
と
い
う
主
題
に
関
す
る
知
的
・
文
学
的
に
独
創
的
な
部
分
だ
っ
た
。
…
…
難
破
船
及
び

そ
こ
か
ら
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
新
生
活
出
発
の
た
め
に
搬
出
し
た
も
の
を
最
小
限
に
し
た
。
ル
ソ
ー
の
力
点
は
自
助
（self-help

）
に
あ
る
」。

（
2
）
こ
う
し
て
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
改
作

4

4

さ
れ
た
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
は
世
界
的
に
著
名
な
教
科
書
、
世
界
文
学
の
読
む
べ
き

一
冊
と
な
っ
た
と
言
う
。

岩
尾
が
論
じ
て
い
る
現
代
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
も
興
味
深
い
。
M
・
ト
ゥ
ル
ニ
エ
『
フ
ラ
イ
デ
ー
あ
る
い
は
太
平
洋
の
冥
界
』（M

ichel 

T
ournier, V

endredi, 1967

）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
に
基
づ
い
て

行
動
す
る
ク
ル
ー
ソ
ー
は
徹
底
し
て
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
る
。
ク
ル
ー
ソ
ー
が
築
き
上
げ
る
秩
序
は
揶
揄
さ
れ
、
フ
ラ
イ
デ
ー
は
忠
実
な
家

来
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
ク
ル
ー
ソ
ー
が
苦
労
し
て
築
き
上
げ
た
も
の
を
面
白
が
っ
て
破
壊
す
る
。
大
事
な
火
薬
庫
ま
で
爆
発
さ
せ
て
し
ま

う
。
そ
し
て
故
国
か
ら
船
が
や
っ
て
き
た
と
き
、
ク
ル
ー
ソ
ー
は
野
生
の
島
に
残
り
、
フ
ラ
イ
デ
ー
は
密
か
に
船
に
乗
り
込
ん
で
文
明
世

界
へ
と
去
っ
て
い
く
。
フ
ラ
イ
デ
ー
と
入
れ
替
わ
り
に
、
船
で
虐
待
さ
れ
て
い
た
少
年
水
夫
が
ク
ル
ー
ソ
ー
の
元
へ
と
逃
げ
込
ん
で
く
る

と
言
う
余
談
ま
で
つ
い
て
。
文
明
と
野
生
は
そ
の
価
値
観
を
根
底
か
ら
覆
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

J
・
M
・
ク
ッ
ツ
ェ
ー
の
『
敵
あ
る
い
は
フ
ォ
ー
』（J. M

. C
oetzee, F

oe, 1986

）
に
は
舌
を
切
り
取
ら
れ
て
、
言
葉
を
話
す
こ
と
が

で
き
な
い
フ
ラ
イ
デ
ー
が
登
場
す
る
。
フ
ラ
イ
デ
ー
は
、
デ
フ
ォ
ー
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
に
お
い
て
も
自
分
の
言
葉
を
話



『ロビンソン・クルーソー』というイギリス小説の〈始まり〉― 非国教徒・商人・中産層3 (376)

す
こ
と
は
な
い
し
、ク
ル
ー
ソ
ー
に
教
え
ら
れ
た
英
語
を
繰
り
返
す
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
が
、『
敵
あ
る
い
は
フ
ォ
ー
』
で
は
、ま
さ
に
「
フ

ラ
イ
デ
ー
は
語
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
物
語
」（

3
）
と
な
る
。
デ
フ
ォ
ー
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
で
は
フ
ラ
イ
デ
ー

は
人
食
い
人
種
の
蛮
人
で
あ
り
、
ク
ル
ー
ソ
ー
の
家
来
で
あ
り
、
奴
隷
で
あ
り
、
支
配
さ
れ
た
「
モ
ノ
」
で
も
あ
っ
た
。
フ
ラ
イ
デ
ー
に

は
舌
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
舌
が
な
い
の
と
同
じ
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
彼
に
舌
が
あ
っ
て
も
無
か
っ
た
の
と
同
じ
で
あ
っ
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
に
は
ク
ッ
ツ
ェ
ー
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
を
た
ど
る
こ
と
は
、
一
七
一
九
年
以
来
の
人
類
の
思
考
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
は

ま
た
三
百
年
に
お
よ
ぶ
壮
大
な
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
歴
史
と
重
な
る
。
そ
れ
は
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
へ
と
至
る

時
代
、
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
経
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
混
沌
へ
と
至
る
時
代
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
流

れ
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
、
こ
こ
で
筆
者
は
あ
ら
た
め
て
デ
フ
ォ
ー
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
が
生
ま
れ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を

考
え
て
み
た
い
。『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
と
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
書
か
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
何
で

あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
伝
統
か
ら
考
え
た
時
に
ど
う
い
う
〈
始
ま
り
〉
の
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
源
泉
と
し
て
そ
の
後
の
小
説
に
な
ん
ら
か
の
関
わ
り
を
持
た
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
は
小
説
の
〈
始
ま
り
〉
と
さ
れ
て
い
る
が
、
デ
フ
ォ
ー
は
小
説
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
を
意
識
し
て
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
そ
の
時
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
彼
の
小
説

と
さ
れ
る
一
連
の
作
品
は
晩
年
に
な
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
デ
フ
ォ
ー
は
非
国
教
徒
の
商
人
と
し
て
活
躍
し
、
今
日

で
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
多
産
な
文
筆
活
動
を
し
て
い
た
。
現
在
彼
の
小
説
と
さ
れ
て
い
る
書
物
は
そ
う
し
た
彼
の
多
方
面
に
わ

た
る
執
筆
活
動
の
集
大
成
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

後
述
す
る
が
デ
フ
ォ
ー
は
大
真
面
目
に
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
は
ク
ル
ー
ソ
ー
の
自
伝
で
あ
り
、
各
部
の
序
文
で
こ
れ
ら

の
話
が
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
道
徳
的
な
教
訓
を
与
え
る
た
め
の
も
の
だ
と
書
い
て
い
る
。
デ

フ
ォ
ー
自
身
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
ク
ル
ー
ソ
ー
の
自
伝
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
で
、
話
に
信
憑
性
を
与
え
、
教

訓
を
与
え
る
と
い
う
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
ク
ル
ー
ソ
ー
は
デ
フ
ォ
ー
の
作
品
の
作
中
人
物
な
の
だ
が
、
物
語

の
内
容
と
構
成
は
か
な
り
の
と
こ
ろ
ま
で
ク
ル
ー
ソ
ー
が
デ
フ
ォ
ー
の
代
弁
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

あ
の
多
彩
で
多
産
な
、
想
像
を
絶
す
る
活
躍
を
し
た
デ
フ
ォ
ー
に
つ
い
て
こ
こ
で
論
じ
る
資
格
は
筆
者
に
は
な
い
。
こ
こ
で
は
イ
ギ
リ
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ス
小
説
の
〈
始
ま
り
〉
と
し
て
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
を
理
解
す
る
た
め
に
、
大
切
な
三
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
デ
フ
ォ
ー
を

と
ら
え
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
の
特
質
と
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
小
説
と
の
関
係
を
考
え
る
。
非
国
教
徒
、
商
人
、
中
産
層
が
『
ロ

ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
の
生
成
と
そ
の
影
響
を
解
く
鍵
の
言
葉
と
な
る
。 

一　

非
国
教
徒

○ 

非
国
教
徒
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー

デ
フ
ォ
ー
は
一
六
六
〇
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
ク
リ
ッ
プ
ル
ゲ
イ
ト
で
生
ま
れ
た
。
父
親
は
獣
脂
ろ
う
そ
く
業
者
で
非
国
教
徒
（
デ
ィ
セ
ン

タ
ー
で
長
老
派
教
会
）で
あ
っ
た
。
商
人
で
あ
り
、非
国
教
徒
で
あ
る
と
い
う
烙
印
は
デ
フ
ォ
ー
が
生
ま
れ
た
時
か
ら
捺
さ
れ
て
い
た
。
デ
ィ

セ
ン
タ
ー
（D

issenter

）
と
は
時
に
ノ
ン
コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
（N

on-C
onform

ist

）
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
本
来
の
語
の
意
味
は
同
意
し
な

い
人
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
は
歴
史
的
な
背
景
が
あ
る
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の
時
代
に
成
立
し
た
「
礼
拝
統
一
法
」（T

he A
ct of U

niform
ity

）（1559

）
は
国
教
会
の
礼
拝
、
典
礼
以
外
の

や
り
方
を
否
定
し
、
国
教
会
の
三
九
個
条
か
ら
な
る
祈
祷
書
（T

he B
ook of C

om
m

on P
rayer

）
を
強
制
す
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り

国
教
会
の
礼
拝
法
が
確
立
さ
れ
た
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
は
ヘ
ン
リ
ー
八
世
が
一
五
三
四
年
に
制
定
し
て
い
た
「
首
長
法
」（T

he A
ct of 

S
uprem

acy

）
を
直
ち
に
再
度
制
定
し
て
、
礼
拝
統
一
法
と
と
も
に
王
を
教
会
の
長
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
制
度
を
完
成
さ
せ
、
こ
れ

に
よ
り
国
教
会
体
制
が
出
来
上
が
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
礼
拝
統
一
法
」
が
施
行
さ
れ
た
時
、
宣
誓
を
拒
否
し
て
国
教
会
を
離
れ
た
聖

職
者
を
呼
ん
だ
の
が
、
そ
も
そ
も
の
語
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
時
に
広
く
国
教
徒
で
な
い
者
に
対
し
て
も
用
い
ら

れ
て
い
る
。

当
時
の
非
国
教
徒
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
に
つ
い
て
、
ま
た
デ
フ
ォ
ー
の
全
著
作
に
つ
い
て
塩
谷
清
人
『
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
の
世

界
』（
二
〇
一
一
）
は
詳
細
な
研
究
書
と
な
っ
て
い
る
。（

4
）
こ
の
書
に
よ
れ
ば
王
政
復
古
時
の
ロ
ン
ド
ン
の
人
口
は
約
五
〇
万
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
全
体
の
人
口
約
五
〇
〇
万
の
一
割
を
占
め
て
い
た
。
ロ
ン
ド
ン
市
民
の
約
一
〇
分
の
一
、五
万
人
が
非
国
教
徒
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
い
わ
ゆ
る
シ
テ
ィ
内
の
市
民
は
五
分
の
一
が
非
国
教
徒
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
商
人
な
ど
に
は
特
に
非
国
教
徒
が
多
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
デ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
、
商
人
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
デ
フ
ォ
ー
は
一
四
歳
か
ら
一
九
歳
頃
ま
で
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
モ
ー
ト
ン

が
主
宰
し
た
モ
ー
ト
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
で
学
ん
だ
。
こ
れ
は
非
国
教
徒
の
子
弟
に
門
戸
を
閉
ざ
し
て
い
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ケ
ム
ブ

リ
ッ
ジ
の
大
学
の
代
わ
り
に
作
ら
れ
た
高
等
教
育
を
目
的
と
し
た
デ
ィ
セ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
受
け
た
教
育

が
デ
フ
ォ
ー
の
生
涯
を
決
め
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
は
古
典
語
の
ラ
テ
ン
語
や
ギ
リ
シ
ャ
語
も
教
え
た
が
、
当
時
と
し
て

は
珍
し
く
英
語
教
育
を
尊
重
し
、
進
ん
で
物
理
学
、
天
文
学
な
ど
近
代
の
自
然
科
学
を
教
え
た
。

デ
フ
ォ
ー
の
父
は
こ
う
し
た
ア
カ
デ
ミ
ー
設
立
の
目
的
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
息
子
を
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン
派
の
聖
職
者
に
し
た

か
っ
た
よ
う
だ
が
、
デ
フ
ォ
ー
は
結
局
、
父
と
同
じ
商
人
の
道
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
非
国
教
徒
で
あ
り
、
商
人
で
あ
る
と
い

う
根
っ
こ
を
し
っ
か
り
と
持
っ
た
デ
フ
ォ
ー
は
若
年
よ
り
、
文
筆
家
と
し
て
も
活
躍
を
始
め
る
。
雑
誌
や
冊
子
に
書
く
と
い
う
今
日
で
い

う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
な
仕
事
か
ら
、
政
治
、
社
会
、
経
済
、
外
交
、
宗
教
、
道
徳
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
諸
問
題
の
評
論
家
と
し
て
、
そ

し
て
晩
年
に
は
小
説
家
と
し
て
の
活
躍
ま
で
、
そ
の
仕
事
は
瞠
目
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
彼
の
著
作
は
膨
大
で
あ
り
、
い
ま
だ
に
そ
の
全

て
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
れ
る
。
政
治
的
に
は
、
時
に
複
雑
で
曖
昧
な
立
場
に
立
っ
た
と
批
判
さ
れ
る
デ
フ
ォ
ー
で
あ
る
が
、
彼

の
非
国
教
徒
と
し
て
の
立
場
と
商
人
と
し
て
交
易
の
発
展
に
か
け
た
情
熱
は
終
生
変
わ
ら
ず
一
貫
し
て
い
た
。

デ
フ
ォ
ー
が
生
ま
れ
た
一
六
六
〇
年
に
始
ま
っ
た
王
政
復
古
の
期
間
を
通
し
て
、
国
教
会
の
保
守
派
に
よ
る
非
国
教
徒
差
別
の
法
案
が

通
過
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
寛
容
で
あ
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
へ
の
対
応
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
教
会
体
制
確
立
の
た
め
に

は
保
守
派
に
と
っ
て
は
ど
う
し
て
も
必
要
な
措
置
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
秘
密
集
会
禁
止
法
」（T

he C
onventicle A

ct

）（1664
）、「
五
マ
イ
ル
法
」（T

he F
ive M

ile A
ct

）（1665

）（
宣
誓
拒
否
を
し
た
聖
職

者
が
以
前
説
教
し
た
教
区
の
五
マ
イ
ル
以
内
に
入
る
こ
と
を
禁
じ
た
法
）
な
ど
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
で
はchurch

で

は
な
くchapel

で
の
集
会
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
るchapel

派
の
登
場
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
非
国
教
徒
差
別
に

決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
が
「
審
査
法
」（T

he T
est A

ct

）（1673
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
地
方
、
中
央
の
官
吏
に
な
る
た
め
に
は
国
教

を
信
奉
す
る
と
い
う
宣
誓
を
求
め
る
も
の
で
、
非
国
教
徒
は
自
分
の
信
仰
を
守
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
公
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

名
誉
革
命
が
成
功
し
、
ウ
イ
リ
ア
ム
三
世
と
メ
ア
リ
ー
二
世
の
共
同
統
治
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
権
利
の
章
典
」（B

ill of R
ights

）

（1689

）
と
共
に
非
国
教
徒
ら
に
対
す
る
差
別
を
な
く
す
目
的
で
「
寛
容
法
」（T

he T
oleration A

ct

）（1689

）
が
成
立
し
て
い
た
。
そ

の
後
は
な
ん
と
な
く
「
便
宜
的
国
教
遵
守
」
が
容
認
さ
れ
て
い
た
。
非
国
教
徒
は
年
に
一
度
だ
け
国
教
会
の
聖
餐
式
を
受
け
る
こ
と
で
そ
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の
資
格
を
得
る
と
い
う
便
法
で
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
デ
フ
ォ
ー
は
こ
れ
に
は
反
対
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
や
り
方
も

国
教
会
側
か
ら
は
厳
し
く
非
難
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
放
置
で
き
な
い
と
し
て
、「
便
宜
的
国
教
徒
禁
止
法
案
」（T

he O
ccasional 

C
onform

ity A
ct

）（1711

）
が
何
度
も
提
出
さ
れ
た
。
法
案
は
や
っ
と
成
立
し
た
が
、
厳
密
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
七
一
九
年
に

廃
案
に
な
っ
た
と
い
う
。
た
だ
「
審
査
法
」
は
一
八
二
八
年
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
か
ら
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
非
国
教
徒
が
公
職

に
就
く
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
差
別
の
中
で
デ
フ
ォ
ー
は
非
国
教
徒
の
立
場
に
立
っ
た
発
言
を
活
発
に
展
開
し
た
の
で
あ

る
。そ

の
最
も
過
激
な
内
容
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
デ
フ
ォ
ー
の
「
非
国
教
徒
撲
滅
の
た
め
の
最
も
簡
単
な
方
法
」（T

he S
hortest 

W
ay w

ith the D
issenters

）（1702

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
厳
密
に
書
く
と
（T

he S
hortest W

ay w
ith the D

issenters: or P
roposals for the 

E
stablishm

ent of the C
hurch

）
と
な
っ
て
い
て
、
デ
フ
ォ
ー
は
匿
名
で
国
教
徒
の
立
場
を
と
っ
て
、
非
国
教
徒
を
地
上
か
ら
抹
殺
せ
よ

と
説
い
た
。

デ
フ
ォ
ー
の
狙
い
は
国
教
徒
の
非
国
教
徒
に
対
す
る
差
別
と
暴
虐
を
非
難
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
作
者
が
デ
フ
ォ
ー
と
分
か
っ

た
時
に
は
国
教
徒
側
と
非
国
教
徒
側
の
両
方
か
ら
激
し
い
非
難
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
国
教
徒
側
は
自
分
た
ち
の
や
り
方
が
あ
ま
り

に
も
誇
張
さ
れ
て
非
難
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
し
、
非
国
教
徒
側
は
自
分
た
ち
の
味
方
と
信
じ
て
い
た
デ
フ
ォ
ー
が
、
こ
こ
ま
で
相
手
の

論
理
で
自
分
た
ち
を
排
斥
し
て
い
る
こ
と
に
怒
り
を
覚
え
た
の
だ
。

デ
フ
ォ
ー
は
訴
え
ら
れ
、
友
人
宅
に
身
を
隠
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
捕
ら
え
ら
れ
て
、
一
七
七
三
年
七
月
二
九
日
か
ら
三
日
間
連
続
で
一

時
間
、コ
ー
ン
ヒ
ル
の
ロ
イ
ヤ
ル
イ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
、チ
ー
プ
サ
イ
ド
、テ
ン
プ
ル
バ
ー
で
晒
し
台
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、

こ
の
晒
し
台
の
一
件
は
彼
の
予
想
外
の
結
果
に
な
っ
た
。
晒
し
台
の
周
り
を
支
持
者
が
囲
ん
で
、
花
束
が
投
げ
ら
れ
た
。（

5
）
デ
フ
ォ
ー
は

非
国
教
徒
側
を
代
表
す
る
英
雄
と
し
て
、
民
衆
の
中
の
非
国
教
徒
た
ち
か
ら
支
持
を
得
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
後
の
長
い
文
筆
活
動

を
通
し
て
デ
フ
ォ
ー
の
非
国
教
徒
と
し
て
の
立
場
は
終
始
一
貫
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

○ 

『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
の
構
成
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』（T

he L
ife and Strange Surprising A

dventures of R
obinson C

rusoe, of Y
ork, M

ariner, 1719

）
と

い
う
こ
の
世
界
的
に
有
名
な
、
子
供
で
も
知
っ
て
い
る
物
語
は
、
実
は
デ
フ
ォ
ー
が
書
い
た
作
品
の
第
一
部
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
今
で
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は
衆
知
の
こ
と
だ
。
第
一
部
は
一
七
一
九
年
四
月
五
日
に
出
版
さ
れ
る
や
評
判
と
な
り
版
を
重
ね
た
。
続
い
て
八
月
二
〇
日
に
は
第
二
部

『
さ
ら
な
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
冒
険
』（T

he F
arther A

dventures of R
obinson C

rusoe, 1719

）
が
出
版
さ
れ
た
。
四
ヶ
月

後
の
こ
と
で
あ
る
。
デ
フ
ォ
ー
は
第
一
部
が
出
版
さ
れ
る
前
か
ら
第
二
部
『
さ
ら
な
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
冒
険
』
を
書
き
始

め
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。（

6
）
そ
し
て
第
三
部
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
反
省
録
』（Serious R

eflections during the L
ife and 

Surprising A
dventures of R

obinson C
rusoe, 1720

）
は
翌
年
の
八
月
に
出
版
さ
れ
た
。

第
三
部
が
続
け
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
・
ノ
ヴ
ァ
ク
は
こ
の
よ
う
な
形
で
の
第
三
部
が
続
け
て
出
た
の
は

不
思
議
だ
と
し
て
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
は
出
版
社
主
ウ
イ
リ
ア
ム
・
テ
イ
ラ
ー
の
要
請
で
は
な
い
か
と
す
る
。『
ロ
ビ
ン

ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
や
『
さ
ら
な
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
冒
険
』
の
省
略
版
を
出
し
た
T
・
コ
ッ
ク
ス
は
こ
の
本
が
本
当
に

水
夫
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
は
思
え
な
い
と
疑
義
を
挟
ん
だ
し
、
デ
フ
ォ
ー
の
論
敵
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ギ
ル
ド
ン
は
『
ダ
…
…
・
デ
フ

…
…
氏
の
生
涯
と
驚
く
べ
き
冒
険
』
で
デ
フ
ォ
ー
が
真
の
書
き
手
だ
と
暴
露
し
、
そ
の
中
の
間
違
い
や
矛
盾
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
攻

撃
を
受
け
て
、
テ
イ
ラ
ー
か
ら
頼
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
第
二
は
第
一
部
と
第
二
部
の
好
評
に
あ
や
か
っ
て
、
デ
フ
ォ
ー
が
も

う
少
し
金
儲
け
を
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
そ
し
て
第
三
は
自
分
の
作
品
が
い
わ
ば
海
賊
版
と
し
て
世
に
出
回
る
こ
と
に
腹

を
立
て
た
デ
フ
ォ
ー
が
第
一
部
、
第
二
部
を
そ
の
よ
う
な
被
害
や
非
難
か
ら
守
る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
書
き
た
め
て
い
た
も
の
や
、
今
後

書
こ
う
と
し
て
い
た
も
の
を
宗
教
的
な
主
題
に
ま
と
め
て
第
三
部
の
一
部
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
。（

7
）
後
述
す
る
が
、

第
三
部
は
前
の
二
部
と
は
全
く
異
な
っ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
三
部
が
上
述
し
た
よ
う
に
比
較
的
短
い
期
間
に
次
々
と
関
連
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
こ
の
時

点
で
の
デ
フ
ォ
ー
の
中
で
は
三
部
は
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
作
品
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
第
三
部
で
は
第
一
部
や
第
二
部
で

起
こ
っ
た
こ
と
へ
の
言
及
も
時
々
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
短
期
間
に
三
部
が
続
け
て
書
か
れ
、
第
三
部
の
序
文
に
は
第
一
部
や
第
二
部
へ
の

言
及
も
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
三
部
を
除
外
し
た
も
の
を
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
と
断
ず
る
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
。

ま
し
て
巷
間
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
一
部
の
み
を
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
と
す
る
こ
と
は
作
者
の
意
図
に
反
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
第
一
部
、
第
二
部
、
第
三
部
を
ま
と
め
て
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
と
考
え
る
。

ま
ず
第
一
部
に
つ
い
て
だ
が
、
父
の
忠
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
水
夫
に
な
っ
た
ク
ル
ー
ソ
ー
の
冒
険
が
描
か
れ
る
。
そ
の
中
心
は
孤
島
に

流
れ
着
い
た
ク
ル
ー
ソ
ー
の
生
き
残
り
作
戦
の
体
験
で
あ
る
。
フ
ラ
イ
デ
ー
を
忠
実
な
家
来
と
し
て
島
の
支
配
者
に
な
っ
た
ク
ル
ー
ソ
ー
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は
二
八
年
余
を
生
き
延
び
て
イ
ギ
リ
ス
に
帰
国
す
る
。

第
二
部
は
帰
国
し
た
ク
ル
ー
ソ
ー
が
自
分
の
島
を
見
た
く
な
り
、
再
び
航
海
に
出
て
冒
険
を
続
け
る
話
で
あ
る
。
ク
ル
ー
ソ
ー
は
原
住

民
に
襲
わ
れ
て
フ
ラ
イ
デ
ー
を
失
い
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
所
有
し
て
い
た
農
園
を
訪
ね
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
島
、
ベ
ン
ガ
ル
湾
、
東
南
ア
ジ
ア
、

台
湾
な
ど
を
経
て
支
那
の
北
京
へ
行
く
。
そ
こ
か
ら
シ
ベ
リ
ア
、
タ
タ
ー
ル
地
方
（
東
欧
か
ら
ア
ジ
ア
に
わ
た
る
地
方
）、
ロ
シ
ア
を
経
て
、

ハ
ン
ブ
ル
グ
、
ハ
ー
グ
経
由
で
ロ
ン
ド
ン
に
戻
る
。
こ
れ
も
一
〇
年
と
五
ヶ
月
に
及
ぶ
世
界
一
周
の
冒
険
旅
行
の
話
で
あ
る
。

第
三
部
は
冒
険
物
語
で
は
な
く
、
船
乗
り
か
ら
足
を
洗
っ
た
ク
ル
ー
ソ
ー
が
市
井
の
人
と
な
っ
て
書
い
た
反
省
録
と
な
っ
て
い
る
。
第

一
章
「
孤
独
に
つ
い
て
」
第
二
章
「
誠
実
さ
に
つ
い
て
」
第
三
章
「
不
道
徳
な
会
話
と
下
品
な
言
動
に
つ
い
て
」
第
四
章
「
世
界
に
お
け

る
宗
教
の
現
状
に
つ
い
て
」
第
五
章
「
神
の
声
を
聞
く
こ
と
に
つ
い
て
」
第
六
章
「
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
異
教
徒
の
比
率
に

つ
い
て
」
と
な
っ
て
い
て
、付
録
と
し
て
「
天
国
に
つ
い
て
の
一
つ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
物
語
全
体
が
三
部
構
成
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
、
第
三
部
が
締
め
く
く
り
の
よ
う
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
部
か
ら
ク
ル
ー
ソ
ー
と
神
と
の
霊
的
対
話
が

繰
り
返
さ
れ
る
の
だ
が
、
第
三
部
は
そ
の
対
話
の
集
大
成
と
い
う
構
成
に
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
部
そ
れ
ぞ
れ
の
部
に
は
序
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。「
物
語
は
じ
み
に
、
ま
じ
め
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
世
の
賢
い
人
々
が
い

つ
も
そ
う
す
る
よ
う
に
、
事
件
を
宗
教
的
な
効
用
に
あ
て
は
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
あ
る
実
例
を
と
お
し
て
他
の
人
々

を
教
化
し
、
わ
れ
わ
れ
の
境
遇
が
ど
ん
な
ふ
う
に
変
わ
る
に
も
せ
よ
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
変
化
の
う
ち
に
あ
っ
て
摂
理
の
知
恵
を
よ
し
と
し
、

ま
た
、
た
た
え
ん
が
た
め
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」（
傍
線
筆
者
）（

8
）。
こ
れ
は
第
一
部
の
序
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て

い
る
の
は
、
こ
れ
が
本
当
の
話
で
あ
る
こ
と
、
ま
さ
に
あ
る
が
ま
ま
に
書
か
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
人
々
を
教
化
す
る
た
め
に
、

神
の
摂
理
を
教
え
る
た
め
に
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

第
二
部
の
序
文
も
同
じ
調
子
で
あ
る
。「
こ
の
第
二
部
は
、
第
一
部
と
同
じ
く
ら
い
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
興
味
津
々
た
る
も
の
が
あ

る
。
…
…
も
し
こ
の
書
を
短
く
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
価
値
を
減
ず
る
ば
か
り
で
な
く
、
宗
教
的
お
よ
び
倫
理
的
な
思
索
を
本
書

か
ら
一
掃
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
（
こ
れ
は
中
身
を
短
縮
し
て
出
版
さ
れ
た
海
賊
版
へ
の
怒
り
を
示
す
も
の
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
）。
こ
れ
ら
の
思
索
こ
そ
、
実
は
、
本
書
の
最
大
の
美
点
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
読
者
を
無
限
に
啓
発
す
る
意
図
を
持
っ
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
」（
四
） （
傍
線
筆
者
）。

そ
し
て
第
三
部
で
は
、
第
一
部
と
第
二
部
が
「
心
の
底
か
ら
人
類
全
体
の
幸
福
に
役
立
つ
こ
と
を
願
い
、
で
き
る
限
り
ま
じ
め
に
役
立
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て
て
も
ら
え
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
（
第
三
部
）
も
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
述
べ

て
お
き
た
い
」（
傍
線
筆
者
）（

9
）
と
あ
る
。

こ
う
し
て
三
つ
の
序
文
を
と
お
し
て
ク
ル
ー
ソ
ー
は
本
当
の
話
を
ま
じ
め
に
書
い
た
も
の
だ
、
狙
い
は
読
者
に
神
の
摂
理
と
い
う
教
訓

を
与
え
る
こ
と
だ
と
強
調
す
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
が
デ
フ
ォ
ー
に
よ
っ
て
数
多
く
書
か
れ
た
コ
ン
ダ

ク
ト
・
ブ
ッ
ク
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
と
ら
え
た
と
き
に
デ
フ
ォ
ー
の
意
図
が
よ
り
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
筆
者
に
は
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
第
一
部
か
ら
第
三
部
ま
で
ク
ル
ー
ソ
ー
が
序
文
で
繰
り
返
す
教
え
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

冒
頭
で
ク
ル
ー
ソ
ー
は
父
の
教
え
に
背
い
て
水
夫
に
な
る
。
父
の
教
え
る
賢
人
の
言
葉
と
は
箴
言
第
三
〇
章
は
八
―
九
節
の
「
我
を
し
て

貧
か
ら
し
め
ず
ま
た
富
し
め
ず
、
唯
な
く
て
な
ら
ぬ
糧
を
與
へ
給
へ
、
そ
は
我
あ
き
て
神
を
知
ら
ず
と
言
ひ
エ
ホ
バ
は
誰
な
り
や
と
い
は

ん
こ
と
を
恐
れ
、
ま
た
貧
し
く
し
て
窃
盗
を
な
し
我
が
神
の
名
を
汚
さ
ん
こ
と
を
恐
る
れ
ば
な
り
」
で
、
こ
う
し
て
全
体
の
物
語
は
ま
ず

聖
書
の
教
え
に
背
く
と
い
う
枠
組
み
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

第
一
部
の
中
心
は
孤
島
で
の
物
語
に
な
る
。
一
六
五
一
年
九
月
一
日
に
ハ
ル
か
ら
ロ
ン
ド
ン
行
き
の
船
に
乗
っ
た
ク
ル
ー
ソ
ー
は
様
々

な
冒
険
を
経
て
八
年
後
の
同
じ
九
月
一
日
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
農
園
か
ら
奴
隷
貿
易
の
た
め
に
手
頃
な
雑
貨
を
積
み
込
ん
で
ア
フ
リ
カ
海
岸
を

目
指
し
て
出
航
し
た
。
出
港
後
間
も
無
く
大
嵐
に
あ
い
、
ク
ル
ー
ソ
ー
は
オ
リ
ノ
コ
川
沖
の
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
南
東
、
カ
リ
ブ
海
の
名
も
な

い
孤
島
に
た
だ
一
人
流
れ
着
く
。

こ
の
話
は
当
時
有
名
だ
っ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
セ
ル
カ
ー
ク
の
体
験
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
船

乗
り
セ
ル
カ
ー
ク
が
、
南
米
チ
リ
か
ら
六
〇
〇
キ
ロ
も
離
れ
た
太
平
洋
の
フ
ァ
ン
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ィ
ス
島
に
一
人
取
り
残
さ
れ
、
四
年

四
ヶ
月
後
に
救
出
さ
れ
る
ま
で
の
生
活
は
雑
誌
で
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
セ
ル
カ
ー
ク
が
島
に
ラ
イ
フ
ル
銃
、
弾
薬
、
煙
草
、
ナ
イ
フ
、

聖
書
な
ど
を
持
ち
込
み
、
ヤ
ギ
の
皮
で
衣
服
を
作
り
、
孤
独
の
中
で
聖
書
を
読
む
こ
と
を
習
慣
に
し
た
と
い
う
点
は
ク
ル
ー
ソ
ー
に
似
て

い
る
。
セ
ル
カ
ー
ク
が
島
で
暮
ら
し
た
の
が
四
年
四
ヶ
月
で
あ
っ
た
の
に
、
ク
ル
ー
ソ
ー
は
二
八
年
二
ヶ
月
と
一
九
日
間
島
に
い
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
（
三
七
〇
）。

デ
フ
ォ
ー
が
セ
ル
カ
ー
ク
の
話
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
大
切
な
こ
と
は
デ
フ
ォ
ー
が
こ
の
話
を
自
分
の
意
図

し
た
物
語
に
書
き
換
え
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
第
一
部
で
は
ク
ル
ー
ソ
ー
は
驚
く
ば
か
り
に
度
々
自
己
の
運
命
を
呪
っ
て
は
、
神
の
摂
理
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に
目
覚
め
て
回
心
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
物
語
の
核
心
に
は
常
に
神
の
摂
理
に
目
覚
め
る
ク
ル
ー
ソ
ー
が
い
る
。
神
の
摂
理
を
教
え
る

と
い
う
物
語
の
意
図
は
一
貫
し
て
い
る
。

ク
ル
ー
ソ
ー
は
孤
島
で
涙
を
流
し
な
が
ら
思
う
。
こ
れ
は
「
こ
の
絶
海
の
孤
島
で
ひ
と
り
死
ん
で
ゆ
け
」
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

そ
れ
が
「
天
の
配
剤
」
な
の
か
。「
し
か
し
そ
う
思
う
、
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
私
の
気
持
ち
を
押
さ
え
つ
け
、
叱
り
つ
け
る
考
え
も
つ

ね
に
起
き
る
の
で
あ
っ
た
」（
八
八
）。

病
に
襲
わ
れ
た
ク
ル
ー
ソ
ー
は
絶
望
の
中
で
初
め
て
神
に
祈
っ
た
と
書
く
。「
そ
う
で
な
い
時
に
は
、
私
は
信
仰
の
こ
と
に
暗
い
の
で
、

な
ん
と
い
っ
て
祈
っ
て
良
い
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
私
は
た
だ
横
に
な
っ
た
ま
ま
叫
ぶ
だ
け
で
あ
っ
た
。『
主
よ
、
わ
れ
を
省
み
た
ま
え
。

主
よ
、憐
れ
み
た
ま
え
。
主
よ
、わ
れ
に
恵
み
を
た
れ
た
ま
え
』
と
」（
一
二
一
）。
ク
ル
ー
ソ
ー
は
初
め
て
神
に
祈
り
、次
の
よ
う
に
続
け
る
。

「
悲
し
い
こ
と
だ
が
、
私
は
神
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
父
の
ね
ん
ご
ろ
な
み
ち
び
き
に
よ
っ
て
私
が
え
て
い
た
も
の

も
、
八
年
も
永
い
あ
い
だ
ふ
し
だ
ら
な
船
乗
り
稼
業
を
し
て
い
た
の
と
、
私
と
同
じ
く
ひ
ど
く
す
さ
み
き
っ
た
、
神
を
神
と
も
思
わ
ぬ
連

中
と
ば
か
り
絶
え
ず
つ
き
合
っ
て
い
た
た
め
に
、
き
れ
い
に
跡
形
も
な
く
消
え
う
せ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
私
は
ず
っ
と
こ
の
間
、
仰
い
で

は
神
を
み
、
省
み
て
は
自
分
の
生
活
を
思
う
と
言
う
殊
勝
な
考
え
を
一
度
も
い
だ
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う
」（
一
二
二
）。

ク
ル
ー
ソ
ー
は
ま
さ
に
信
仰
の
何
た
る
か
も
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
市
井
の
一
人
と
し
て
孤
島
の
生
活
を
始
め
た
の
だ
。
そ
の
ク
ル
ー

ソ
ー
が
回
心
し
て
信
仰
に
目
覚
め
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
、
こ
れ
こ
そ
デ
フ
ォ
ー
が
細
心
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
を
用
い
て
描
き
出
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
ク
ル
ー
ソ
ー
は
聖
書
を
取
り
出
し
て
読
み
始
め
る
（
一
三
〇
）。
し
か
し
次
は
最
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
箇
所
な
の
だ
が
、

こ
の
ク
ル
ー
ソ
ー
の
信
仰
も
あ
る
日
砂
の
上
に
人
の
足
跡
を
発
見
し
た
と
き
に
吹
き
飛
ん
で
し
ま
う
。「
私
は
恐
怖
の
あ
ま
り
、
神
に
よ
り

頼
む
敬
虔
な
心
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
神
に
対
す
る
そ
れ
ま
で
の
信
頼
は
、
す
べ
て
神
の
恵
み
に
私
が
不
思
議
に
も
浴
し

て
き
た
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、今
き
れ
い
に
消
え
う
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
」（
二
一
二
）。
こ
れ
は
ク
ル
ー

ソ
ー
の
回
心
が
い
か
に
適
当
な
、
い
い
加
減
な
も
の
か
と
言
う
例
と
し
て
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
そ
の
後
ク
ル
ー
ソ
ー
は
再
び
反

省
し
て
聖
書
を
取
り
出
し
、
感
謝
の
念
に
溢
れ
て
聖
書
を
読
み
始
め
る
か
ら
だ
。
そ
の
後
ク
ル
ー
ソ
ー
は
ま
た
神
を
疑
う
。
こ
の
繰
り
返

し
は
ク
ル
ー
ソ
ー
の
回
心
が
い
い
加
減
だ
と
し
て
し
ば
し
ば
多
く
の
批
評
家
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
回
心
し
た
り
、
ま
た
神
を

忘
れ
た
り
、
再
び
神
の
恩
寵
を
感
謝
し
た
り
す
る
、
ま
さ
に
そ
の
状
況
が
描
か
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
デ
フ
ォ
ー
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
意
味
が



『ロビンソン・クルーソー』というイギリス小説の〈始まり〉― 非国教徒・商人・中産層11 (368)

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
こ
そ
時
と
場
所
の
具
象
性
を
備
え
た
中
で
一
人
の
人
間
の
心
中
の
不
安
と
救
い
に
揺
れ
動
く
葛
藤
と
苦
悩

の
相
が
迫
真
的
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ク
ル
ー
ソ
ー
の
回
心
が
曖
昧
だ
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は

な
い
。
こ
の
の
た
う
ち
ま
わ
る
ク
ル
ー
ソ
ー
の
曖
昧
さ
を
か
か
え
込
ん
だ
心
理
を
描
い
た
と
こ
ろ
に
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
始

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

蛮
人
た
ち
の
あ
さ
ま
し
い
食
人
行
為
を
知
る
に
つ
れ
て
、
ク
ル
ー
ソ
ー
は
自
分
が
危
う
く
そ
の
犠
牲
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
改
め
て

神
に
感
謝
す
る
。
し
か
し
な
ん
と
か
し
て
島
を
脱
出
し
た
い
と
願
う
あ
ま
り
、
彼
は
再
び
懐
疑
心
に
と
ら
わ
れ
る
。「
す
べ
て
を
神
の
摂
理

に
ゆ
だ
ね
、
そ
の
決
定
の
ま
ま
に
従
う
と
い
う
、
私
の
か
ね
て
の
平
静
な
心
も
今
や
宙
に
う
い
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
本
土
へ
渡

る
と
い
う
計
画
以
外
の
こ
と
を
考
え
よ
う
と
し
て
も
、
も
う
私
に
は
考
え
る
力
が
な
か
っ
た
」（
二
六
五
―
六
）
の
だ
。
再
び
ク
ル
ー
ソ
ー

は
迷
い
始
め
る
。

し
か
し
フ
ラ
イ
デ
ー
と
い
う
家
来
を
得
て
、
彼
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
し
よ
う
と
教
え
始
め
た
と
き
に
よ
う
や
く
ク
ル
ー
ソ
ー
の
信
仰
が

し
っ
か
り
し
た
も
の
に
な
る
様
子
が
描
か
れ
る
。「
今
や
神
の
摂
理
の
も
と
、
一
人
の
あ
わ
れ
な
野
蛮
人
の
生
命
と
お
そ
ら
く
は
魂
ま
で
も

救
い
、
永
遠
の
生
命
の
源
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
を
し
ら
し
め
ん
が
た
め
、
宗
教
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
、
そ
の
真
実

な
知
識
を
彼
に
教
え
る
、
一
人
の
媒
介
者
と
私
が
な
り
え
た
の
だ
っ
た
。
そ
う
だ
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
え
た
と
き
、
あ
る
ひ
そ
か
な

喜
び
が
私
の
魂
の
隅
々
ま
で
み
な
ぎ
る
こ
と
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」（
二
九
五
）
と
ク
ル
ー
ソ
ー
は
フ
ラ
イ
デ
ー
と
の
そ

の
後
の
生
活
が
感
謝
に
満
ち
た
幸
福
な
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

そ
し
て
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
る
の
だ
。「
こ
の
さ
い
ど
う
し
て
も
こ
の
島
で
の
隠
遁
生
活
の
体
験
か
ら
し
る
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
神
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
よ
る
救
い
の
教
義
に
つ
い
て
、
そ
の
教
え
が
神
の
御
言
葉
と
し
て
の
聖
書
の
中
に
は
っ

き
り
と
し
る
さ
れ
て
お
り
な
ん
の
苦
労
も
な
し
に
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
な
ん
と
い
う
す
ば
ら
し
い
、
言
語
を
絶
し
た
祝
福
で
あ
ろ

う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
二
九
六
）。
こ
れ
こ
そ
聖
書
を
唯
一
の
神
と
の
繋
が
り
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
デ
フ
ォ
ー
の
心
か
ら
の

告
白
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
第
一
部
は
ク
ル
ー
ソ
ー
の
回
心
に
至
る
信
仰
の
書
で
あ
る
と
と
も
に
、
異
教
徒
フ
ラ
イ
デ
ー

を
も
改
宗
さ
せ
る
意
義
を
強
調
し
た
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
実
践
物
語
と
い
う
姿
を
顕
す
の
だ
。

第
二
部
で
は
信
仰
に
関
す
る
言
及
は
か
な
り
減
り
、そ
の
ぶ
ん
だ
け
海
や
陸
地
で
の
冒
険
に
重
点
が
移
る
。
し
か
し
頻
度
は
少
な
く
な
っ
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た
と
は
い
え
、
宗
教
は
や
は
り
こ
の
部
を
通
し
て
重
要
な
主
題
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
は
序
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
ク
ル
ー
ソ
ー
が
自
分
の
島
を
再
訪
す
る
航
海
上
で
救
助
し
た
人
た
ち
の
中
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
聖
職
者
が
い

た
。
彼
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
っ
た
が
、
ク
ル
ー
ソ
ー
は
こ
の
聖
職
者
が
実
に
宗
教
心
の
篤
い
こ
と
に
い
た
く
感
動
す
る
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
場
か
ら
紹
介
す
る
と
断
っ
て
、
ク
ル
ー
ソ
ー
は
書
く
。「
第
一
に
こ
の
人
は
ペ
イ
ピ
ス
ト
で
あ
っ
た
し
、
第
二
に

カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
で
あ
っ
た
し
、
第
三
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
人
柄
を
正
当
に
評
価
し
な
け

れ
ば
公
正
に
も
と
る
と
私
は
思
う
。
彼
は
謹
厳
で
ま
じ
め
で
敬
虔
で
非
常
に
宗
教
心
の
あ
つ
い
人
で
あ
っ
た
」（
一
四
八
）。

ク
ル
ー
ソ
ー
は
続
け
る
。「
彼
の
敬
虔
な
心
や
真
摯
な
熱
意
が
か
く
も
大
き
い
の
を
知
っ
て
私
は
驚
嘆
し
た
。
自
分
の
宗
派
、
つ
ま
り

自
分
の
教
会
に
つ
い
て
も
話
が
驚
く
ほ
ど
公
平
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
知
り
も
し
な
け
れ
ば
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
他
人
を
守
ろ
う
と
す
る
誠

実
な
熱
情
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
に
対
し
て
も
驚
嘆
し
た
。
彼
は
、
実
に
、
神
の
法
を
彼
ら
が
犯
す
の
を
極
力
防
ご
う
と
い
う
熱
情
に
燃

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
熱
情
は
私
が
未
だ
か
つ
て
い
か
な
る
所
に
お
い
て
も
見
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」（
一
五
八
）。

司
祭
は
続
け
て
、
こ
の
島
の
住
人
を
キ
リ
ス
ト
教
に
導
く
こ
と
が
で
き
た
ら
、
二
度
と
生
ま
れ
故
郷
が
見
ら
れ
な
く
と
も
良
い
し
、
自
分

は
こ
れ
ら
の
哀
れ
な
人
々
の
魂
を
救
う
と
い
う
仕
事
が
で
き
る
こ
と
に
生
涯
キ
リ
ス
ト
と
聖
母
マ
リ
ア
に
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
る
つ
も
り

だ
と
述
べ
て
、
ク
ル
ー
ソ
ー
を
感
動
さ
せ
る
。

ク
ル
ー
ソ
ー
と
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
と
の
会
話
は
旧
教
徒
と
新
教
徒
、
そ
し
て
異
教
徒
の
話
に
な
り
、
ク
ル
ー
ソ
ー
は
こ
の
司
祭

と
の
会
話
を
通
し
て
、
旧
教
徒
も
新
教
徒
も
と
も
に
理
解
し
合
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
を
披
露
し
て
い
る
。
こ
の
旧
教
徒
と
新

教
徒
の
間
の
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
宗
派
間
の
様
々
な
恐
ろ
し
い
争
い
に
つ
い
て
は
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
反
省
録
』
で

も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
の
デ
フ
ォ
ー
の
本
音
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
非
国
教

徒
と
し
て
デ
フ
ォ
ー
は
宗
派
間
の
争
い
に
い
つ
も
苛
立
っ
て
い
た
。

た
だ
し
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
こ
で
司
祭
の
言
葉
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
異
教
徒
と
は
厳
然
と
区
別
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

旧
教
徒
に
も
新
教
徒
に
も
キ
リ
ス
ト
の
恩
寵
は
お
よ
ぶ
で
あ
ろ
う
が
、
異
教
徒
は
別
で
あ
る
と
す
る
。「
彼
ら
は
神
も
知
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト

も
知
ら
ず
、
贖
罪
主
も
知
ら
な
い
蛮
人
で
あ
り
未
開
人
」（
一
八
二
）
な
の
だ
か
ら
。

か
く
し
て
『
さ
ら
な
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
冒
険
』
の
後
半
に
お
い
て
、タ
タ
ー
ル
地
方
で
の
冒
険
旅
行
の
途
中
で
は
、ク
ル
ー

ソ
ー
は
異
教
徒
へ
の
憎
し
み
を
隠
さ
な
い
。
モ
ス
ク
ワ
帝
国
の
最
初
の
都
市
に
た
ど
り
着
い
た
時
に
ク
ル
ー
ソ
ー
は
漏
ら
す
。「
私
は
、
こ
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ん
な
に
も
早
く
私
の
言
う
キ
リ
ス
ト
教
国
に
、
少
な
く
と
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
統
治
し
て
い
る
国
に
、
到
着
し
た
こ
と
に
無
限
の
満
足
感

を
覚
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
」（
三
四
七
）
と
。

ク
ル
ー
ソ
ー
は
私
の
よ
う
に
世
界
を
旅
し
て
き
た
者
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
世
界
が
い
か
に
異
教
徒
の
世
界
と
違
っ
て
い
る
か
を
実
感
し

て
い
る
と
し
て
異
教
徒
の
世
界
を
次
の
よ
う
に
決
め
つ
け
る
。
彼
ら
の
世
界
と
は
「
天
に
よ
っ
て
見
放
さ
れ
て
度
す
べ
か
ら
ざ
る
迷
妄
に

陥
っ
た
人
間
ど
も
が
、
ひ
た
す
ら
悪
魔
を
拝
み
、
木
石
の
前
に
ひ
れ
伏
し
、
怪
物
や
池
水
火
風
や
恐
ろ
し
い
動
物
の
像
や
怪
物
の
彫
像
・

画
像
を
拝
む
世
界
」（
三
四
七
）
で
あ
る
と
。「
わ
れ
わ
れ
が
通
過
し
た
町
や
都
市
に
は
、
例
外
な
し
に
、
塔
パ
ゴ
ダが
あ
り
、
偶
像
が
あ
り
、
寺

院
が
あ
っ
た
。
無
知
な
住
民
は
自
分
た
ち
の
手
で
作
っ
た
も
の
さ
え
も
そ
こ
で
は
拝
ん
で
い
た
」
と
侮
蔑
し
て
い
る
。

ク
ル
ー
ソ
ー
が
通
過
し
た
ロ
シ
ア
辺
境
の
地
で
は
「
偶
像
に
犠い
け
に
え牲
を
そ
な
え
た
り
、
太
陽
、
月
、
星
そ
の
他
大
空
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

礼
拝
す
る
と
言
う
ふ
う
で
あ
っ
た
」（
三
五
〇
）。
ク
ル
ー
ソ
ー
は
怒
り
心
頭
に
発
し
て
書
く
。「
正
直
な
話
、
私
も
こ
れ
ま
で
い
ろ
ん
な
こ

と
に
対
し
て
憤
慨
し
て
き
た
が
、
連
中
が
お
化
け
を
こ
ん
な
風
に
拝
ん
で
い
る
そ
の
愚
劣
さ
と
野
蛮
さ
に
対
し
て
ほ
ど
憤
慨
し
た
こ
と
も

他
に
は
な
か
っ
た
。
…
…
く
だ
ら
な
い
こ
け
お
ど
し
の
前
に
、

―
自
分
で
飾
り
た
て
、
妙
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
わ
ざ
わ
ざ
畏
怖
す
べ
き

も
の
に
作
り
あ
げ
、
た
だ
も
う
汚
い
ぼ
ろ
切
れ
を
着
せ
た
だ
け
の
単
な
る
妄
想
の
落
と
し
子
の
前
に
、
ひ
れ
伏
し
て
拝
む
ほ
ど
愚
劣
と
も

何
と
も
い
い
よ
う
の
な
い
ほ
ど
ま
で
に
堕
落
し
き
っ
て
い
る
連
中
の
姿
を
見
て
、
私
は
憤
慨
し
な
い
で
は
お
れ
な
か
っ
た
」（
三
五
三
）。

こ
う
し
て
タ
タ
ー
ル
人
の
村
か
ら
村
へ
と
旅
し
な
が
ら
、
ク
ル
ー
ソ
ー
た
ち
は
彼
ら
の
偶
像
を
徹
底
的
に
破
壊
し
て
い
く
。
タ
タ
ー
ル

地
方
を
経
て
ハ
ン
ブ
ル
グ
へ
至
る
第
二
部
の
後
半
の
旅
は
ク
ル
ー
ソ
ー
に
と
っ
て
異
教
徒
と
の
戦
い
の
旅
と
な
っ
た
。
一
〇
年
と
五
ヶ
月

の
の
ち
に
ロ
ン
ド
ン
に
帰
り
着
く
。
そ
れ
は
一
七
〇
五
年
一
月
一
〇
日
こ
と
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
ク
ル
ー
ソ
ー
は
七
三
歳
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
第
二
部
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
主
題
は
全
体
を
貫
い
て
い
た
。

〇 

第
三
部
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
反
省
録
』
に
見
る
ク
ル
ー
ソ
ー
の
本
音

第
三
部
は
冒
険
物
語
で
は
な
く
、
エ
ッ
セ
イ
集
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
第
三
部
に
は
第
一
部
や
第
二
部
の
事
件
が
言
及

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
解
説
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
か
ら
、
著
者
デ
フ
ォ
ー
の
中
で
は
全
三
部
が
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
と
し
て
意

識
さ
れ
て
い
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
序
文
で
も
前
の
二
部
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

第
三
部
の
第
一
章
「
孤
独
に
つ
い
て
」
第
二
章
「
誠
実
に
つ
い
て
」
第
三
章
「
不
道
徳
な
会
話
と
下
品
な
言
動
に
つ
い
て
」
は
プ
ロ
テ
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ス
タ
ン
ト
と
し
て
の
デ
フ
ォ
ー
の
説
教
と
し
て
理
解
で
き
る
。
第
五
章
「
神
の
声
を
聞
く
こ
と
に
つ
い
て
」
は
神
の
摂
理
は
見
え
る
者
に

は
見
え
る
と
教
え
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
は
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
の
摂
理
や
霊
の
存
在
に

疑
い
を
持
た
な
か
っ
た
デ
フ
ォ
ー
た
ち
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
て
は
当
然
の
主
張
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
付
録
「
天
国
に
つ
い
て
の

一
つ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
で
展
開
さ
れ
る
摂
理
は
現
代
の
普
通
の
読
者
に
は
な
か
な
か
理
解
が
難
し
い
だ
ろ
う
。

筆
者
に
と
っ
て
注
目
す
べ
き
は
第
四
章
「
世
界
に
お
け
る
宗
教
の
現
状
に
つ
い
て
」
と
第
六
章
「
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
異

教
徒
の
比
率
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
ク
ル
ー
ソ
ー
は
世
界
を
旅
し
て
多
く
の
国
々
を
み
て
き
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
国
が
い
か

に
少
な
く
、
異
教
徒
の
国
が
い
か
に
多
か
っ
た
か
と
嘆
き
、
異
教
徒
の
国
々
で
は
人
々
は
野
蛮
で
無
知
と
堕
落
の
中
に
置
き
去
り
に
さ
れ

て
い
る
と
悲
憤
慷
慨
す
る
。
異
教
徒
へ
の
侮
蔑
は
行
間
に
満
ち
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
重
要
性
を
繰
り
返

す
。「
世
界
の
国
々
で
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
影
響
は
人
々
を
救
済
す
る
と
ま
で
は
い
か
な
い
に
し
て
も
、
文
明
化
す

る
こ
と
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
」（R

eflections, 135

）。
文
明
化
す
れ
ば
商
売
に
と
っ
て
も
有
利
だ
。
こ
れ
は
他
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
は
支
那
と
日
本
に
つ
い
て
の
言
及
も
あ
る
。
支
那
は
そ
の
叡
智
で
知
ら
れ
て
い
る
国
だ
が
、
そ
の
実
態
は
ど
ん
な
も

の
か
と
ク
ル
ー
ソ
ー
は
問
い
か
け
、
皮
肉
な
筆
致
で
批
評
す
る
。「
彼
ら
の
宗
教
は
孔
子
の
金
言
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の

道
徳
的
教
訓
の
神
学
た
る
や
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
狂
騒
曲
と
で
も
言
え
る
も
の
だ
。
政
治
、
道
徳
、
迷
信
を
作
っ
て
い
る
諸
要
素
と
い

う
か
元
に
な
る
も
の
が
、
狂
騒
曲
の
よ
う
な
言
葉
で
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
詰
め
込
ま
れ
て
い
て
、
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
し
、
論
理
性
な
ど

少
し
も
な
い
」（R

eflections, 138

）。

さ
ら
に
支
那
と
日
本
に
つ
い
て
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
彼
ら
の
優
れ
た
政
治
体
制
や
英
知
や
能
力
や
理
解
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗

教
が
最
も
野
蛮
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
ら
が
拝
ん
で
い
る
も
の
と
き
た
ら
世
界
の
い
か
な
る
宗
教
か
ら
見
て
も
、
理
性
的
に
考
え
て
も
、

考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
酷
い
も
の
だ
と
し
て
、
彼
ら
が
拝
ん
で
い
る
も
の
は
た
だ
の
「
お
化
け
」、
人
が
作
り
出
せ
る
「
最
も
醜
い
、
最
も
下

品
な
、
最
も
ぞ
っ
と
さ
せ
る
も
の
」（R

eflections, 139

）
だ
と
書
い
て
い
る
。
ク
ル
ー
ソ
ー
は
こ
の
よ
う
な
怪
物
の
像
に
平
身
低
頭
す
る

民
族
を
賢
い
民
族
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
か
と
問
い
か
け
る
。

さ
ら
に
支
那
が
政
治
体
制
、工
業
、特
に
武
器
（
火
薬
や
銃
の
製
造
）
の
技
術
、航
海
術
、造
船
術
な
ど
、様
々
な
分
野
で
イ
ギ
リ
ス
に
劣
っ

て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
第
二
部
の
終
わ
り
で
主
張
さ
れ
た
異
教
徒
批
判
と
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
優
位
を
主
張
す
る
姿
勢
は
こ
こ
で
も

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
張
は
よ
り
鮮
明
に
、
よ
り
強
烈
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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第
六
章
で
は
ク
ル
ー
ソ
ー
は
自
分
が
旅
を
し
た
経
験
か
ら
、
こ
の
地
球
上
で
キ
リ
ス
ト
教
国
が
い
か
に
少
な
い
か
、
そ
れ
ら
が
ほ
と
ん

ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
り
、
異
教
徒
や
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
世
界
と
比
較
す
る
と
、
ほ
ん
の
一
点
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
南
北
ア
メ
リ

カ
も
一
部
の
植
民
地
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
異
教
徒
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
し
、
ア
ジ
ア
の
諸
地
域
も
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
も
キ
リ
ス

ト
教
徒
は
ほ
ん
の
一
部
の
地
域
に
し
か
い
な
い
と
い
う
。

さ
ら
に
原
住
民
の
メ
キ
シ
コ
人
に
対
し
て
ス
ペ
イ
ン
人
ら
が
行
っ
た
大
虐
殺
は
、
異
教
徒
の
間
違
い
を
正
す
た
め
に
神
が
自
ら
の
道
を

示
さ
れ
た
も
の
だ
と
言
い
放
っ
て
は
ば
か
ら
な
い
。
原
住
民
た
ち
は
人
身
御
供
と
い
う
野
蛮
な
風
習
に
よ
り
、
多
く
の
何
の
罪
も
無
い
同

胞
の
命
を
奪
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
風
習
を
続
け
る
こ
と
で
自
滅
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
神
は
ス
ペ
イ
ン

人
を
そ
の
御
使
と
し
て
遣
わ
さ
れ
、
原
住
民
の
彼
ら
を
殺
し
た
の
だ
と
。

「
憎
し
み
の
神
は
神
意
に
よ
り
こ
の
よ
う
な
民
族
を
地
上
か
ら
追
い
払
い
、
ひ
げ
を
生
や
し
た
ほ
か
の
部
族
を
遣
わ
し
た
の
だ
。
男
ど
も

や
女
ど
も
や
子
供
ら
を
八
つ
裂
き
に
し
、
彼
ら
の
偶
像
や
邪
神
崇
拝
を
破
壊
し
て
し
ま
う
た
め
に
ス
ペ
イ
ン
人
と
い
う
部
族
を
遣
わ
し
た
。

彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
悪
意
に
満
ち
て
い
よ
う
と
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
彼
ら
は
か
く
も
罪
深
い
諸
民
族
に
遣
わ
さ
れ
た
、
神
の
御
使

で
あ
り
、
神
の
下
さ
れ
た
天
罰
な
の
だ
」（R

eflections, 206

）
と
あ
る
。

そ
し
て
ク
ル
ー
ソ
ー
は
次
の
よ
う
な
提
案
を
す
る
。
私
は
異
教
徒
を
剣
に
よ
っ
て
改
宗
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
な
い
が
と
断
り
な

が
ら
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
国
の
王
た
ち
が
自
分
ら
の
利
益
の
た
め
に
団
結
し
て
異
教
徒
と
戦
え
ば
、
異
教
徒
の
国
々
を
絶
滅

で
き
る
の
だ
が
と
。
キ
リ
ス
ト
教
国
と
し
て
は
問
題
も
多
い
モ
ス
ク
ワ
の
皇
帝
も
隣
国
や
世
界
の
協
力
を
得
て
戦
え
ば
、
支
那
を
滅
ぼ
す

こ
と
も
夢
で
は
な
い 

（R
eflections, 207̶

8

）。
そ
し
て
ク
ル
ー
ソ
ー
の
嘆
き
は
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
で
の
宗
派
間
の
争
い
や
残
虐
な

行
為
な
ど
に
及
ぶ
の
だ
。
異
教
や
悪
魔
崇
拝
と
戦
う
の
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
本
来
の
仕
事
な
の
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
宗
派

間
の
争
い
は
止
め
よ
と
言
う
の
が
ク
ル
ー
ソ
ー
の
願
い
で
あ
る
と
言
う
。

キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
さ
せ
る
目
的
で
上
陸
す
る
候
補
地
と
し
て
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
島
や
セ
イ
ロ
ン
島
や
ボ
ル
ネ
オ
島
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

そ
こ
に
日
本
の
島
々
も
出
て
く
る
の
に
は
驚
か
さ
れ
る
。「
日
本
人
と
い
う
の
は
非
常
に
分
別
も
あ
る
し
、賢
い
民
族
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

政
治
体
制
も
見
事
に
維
持
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
そ
れ
に
道
徳
的
宗
教
的
な
支
配
者
の
論
理
や
手
本
か
ら
影
響
を
受
け
る
能
力
は
標
準
以

上
の
も
の
ら
し
い
。
こ
の
目
的
に
関
し
て
い
え
ば
、
日
本
の
い
く
つ
か
の
島
は
う
っ
て
つ
け
で
あ
る
。
強
力
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
軍
隊
が
上

陸
す
る
、
そ
し
て
色
々
な
戦
闘
を
繰
り
広
げ
る
だ
ろ
う
。
つ
い
に
彼
ら
の
全
軍
を
や
っ
つ
け
、
そ
し
て
全
国
家
を
支
配
下
に
置
く
の
だ
」
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（R
eflections, 216

）。

そ
の
後
は
ど
う
す
る
か
。
ク
ル
ー
ソ
ー
は
続
け
る
。「
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
広
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
悪
魔
の
国
に
対
す
る
戦
い

な
の
だ
か
ら
、
悪
魔
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
全
て
の
偶
像
は
直
ち
に
破
壊
さ
れ
、
人
々
の
前
で
燃
や

さ
れ
る
べ
き
だ
、
全
て
の
パ
ゴ
ダ
も
寺
も
焼
却
さ
れ
る
べ
き
だ
、
異
教
に
関
わ
る
外
観
や
形
式
、
崇
拝
に
関
わ
る
も
の
全
て
が
抹
消
さ
れ

破
壊
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
僧
侶
は
全
て
、
殺
さ
な
い
ま
で
も
追
放
せ
よ
、
あ
ら
ゆ
る
祭
式
、
儀
式
、
礼
拝
、
祭
祀
、
習
慣

は
完
全
に
廃
止
さ
せ
よ
、
そ
う
す
れ
ば
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
人
々
の
心
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
、
次
第
に
行
わ
れ
な
く
な

る
だ
ろ
う
」（R

eflections, 217

）。

ク
ル
ー
ソ
ー
は
続
け
る
。
こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
さ
せ
た
民
族
の
子
供
ら
に
、
ま
ず
は
彼
ら
の
恩
人
の
言
葉
を
教
え
る
。
彼
ら

の
支
配
者
で
は
な
く
、
恩
人
の
言
葉
を
。
そ
の
う
ち
古
い
世
代
は
消
え
て
い
き
、
彼
ら
の
子
孫
と
征
服
者
の
子
孫
は
一
つ
の
国
民
（nation

）

に
な
っ
て
い
く
の
だ
と
。
そ
し
て
「
こ
れ
は
私
の
聖
戦
で
あ
る
」（R

eflections, 218

）
と
ク
ル
ー
ソ
ー
は
声
を
高
く
し
て
叫
ぶ
。
さ
ら
に

最
後
の
頁
で
ア
フ
リ
カ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
、
商
売
に
と
っ
て
も
非
常
に
重
要
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
海
賊
や
泥
棒

に
荒
ら
さ
れ
て
い
る
沿
岸
諸
国
の
交
易
の
安
全
の
た
め
に
も
、
こ
の
聖
戦
は
必
要
な
の
だ
と
。

こ
う
し
た
声
高
な
、
荒
々
し
い
聖
戦
の
叫
び
に
対
し
て
、
ス
リ
ニ
ヴ
ァ
ス
・
ア
ラ
ヴ
ァ
ム
ー
ダ
ン
は
「
デ
フ
ォ
ー
・
交
易
・
帝
国
」
と

題
し
た
論
を
冷
静
に
次
の
よ
う
に
終
わ
ら
せ
て
い
る
。

ク
ル
ー
ソ
ー
は
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
反
省
録
』
の
終
わ
り
で
、
異
教
徒
を
改
宗
し
、
野
蛮
人
を
文
明
化
す
る
た
め
に
は
、

新
し
い
「
聖
戦
」
が
必
要
だ
と
叫
ぶ
こ
と
に
躊
躇
な
ど
し
て
は
い
な
い
。
…
…
こ
の
冒
険
物
語
の
多
く
の
近
代
的
な
様
相
は
聖
戦
と

い
う
古
め
か
し
い
、
時
代
が
か
っ
た
思
考
や
イ
ス
ラ
ム
や
異
教
徒
の
殲
滅
と
い
っ
た
考
え
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
思
考

も
ま
た
デ
フ
ォ
ー
の
冒
険
思
想
の
中
に
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
単
な
る
利
益
追
及
の
動
機
を
は
る

か
に
超
え
て
い
る
点
を
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
だ
。（
10
）　

ア
ラ
ヴ
ァ
ム
ー
ダ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ク
ル
ー
ソ
ー
の
宗
教
的
個
人
主
義
の
究
極
の
目
的
が
「
聖
戦
」
へ
と
繋
が
っ
て
い
た
本
音

を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
第
三
部
の
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
世
界
を
旅
し
て
き
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
へ
の
熱
情
の
「
一
言
も
聞
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か
れ
な
か
っ
た
」（R

eflections, 219

）
と
い
う
ク
ル
ー
ソ
ー
の
嘆
き
の
声
で
終
わ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
衰
退
を
嘆
く
ク
ル
ー
ソ
ー
で

は
あ
っ
た
が
、
彼
が
声
を
大
に
し
て
叫
ん
だ
「
聖
戦
」
は
ま
さ
に
交
易
の
発
展
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
と
い
う
彼

の
時
代
思
潮
を
全
面
的
に
代
弁
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
現
代
の
読
者
は
し
っ
か
り
と
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二　

商
人

〇 

商
人
デ
フ
ォ
ー
の
時
代

リ
ン
ダ
・
コ
リ
ー
は
『
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
誕
生
』（L

inda C
olley, B

ritons: F
orging the N

ation 1707-1837, 1992

）
に
お
い
て
、

一
七
〇
七
年
か
ら
一
八
三
七
年
の
間
に
イ
ギ
リ
ス
国
民
国
家
が
創
造
さ
れ
て
い
く
過
程
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
彼
女
が
グ
レ
イ
ト
ブ

リ
テ
ン
連
合
王
国
と
い
う
国
家
（nation

）
誕
生
の
出
発
点
を
、
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及

び
ウ
エ
ー
ル
ズ
と
の
連
合
を
決
め
た
合
同
法
（T

he U
nion

）
が
可
決
さ
れ
た
一
七
〇
七
年
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
実

に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
合
同
法
に
よ
り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
エ
ー
ル
ズ
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア

ン
ダ
ー
ソ
ン
が
い
う
「
想
像
上
の
共
同
体
」
と
し
て
歩
み
始
め
、
ド
ー
ヴ
ァ
ー
海
峡
を
隔
て
た
他
の
国
家
群
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
11
）こ

の
合
同
法
成
立
の
た
め
に
デ
フ
ォ
ー
が
果
た
し
た
役
割
は
デ
フ
ォ
ー
研
究
者
の
間
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
デ
フ
ォ
ー
は
合
同
法

成
立
の
た
め
に
、
ひ
そ
か
に
度
々
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
訪
ね
た
り
、
そ
こ
に
滞
在
し
た
り
し
た
。
デ
フ
ォ
ー
の
立
場
は
こ
の
合
同
法
に
よ
っ

て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
双
方
の
安
全
が
確
保
さ
れ
る
し
、
軍
事
的
、
経
済
的
に
ど
ち
ら
に
と
っ
て
も
良
い
こ
と
だ
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
考
え
を
も
と
に
デ
フ
ォ
ー
は
「
一
七
〇
六
年
か
ら
翌
年
に
か
け
一
〇
点
ほ
ど
の
論
文
」（
12
）
を
書
い
た
。
非
国
教

徒
デ
フ
ォ
ー
は
も
と
も
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
長
老
派
教
会
に
は
親
近
感
を
抱
い
て
い
た
し
、
彼
の
反
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
立
場
か
ら
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
に
よ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
復
位
の
画
策
な
ど
に
は
強
い
反
感
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
長
老
派
の
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
教
会
と
英
国
国
教
会
の
併
存
に
は
異
論
は
な
か
っ
た
。
信
仰
の
自
由
や
民
意
の
尊
重
な
ど
を
掲
げ
、
両
国
間
の
通
商
や
海
外
と

の
交
易
で
の
利
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
数
字
を
あ
げ
て
論
じ
た
こ
れ
ら
の
論
文
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
民
意
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と

言
わ
れ
る
。
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デ
フ
ォ
ー
が
合
同
法
の
利
点
と
し
て
最
も
強
調
し
た
の
は
、
グ
レ
イ
ト
ブ
リ
テ
ン
連
合
王
国
と
そ
の
領
土
の
全
域
で
対
等
な
交
易
の
自

由
が
保
証
さ
れ
、全
て
の
国
内
の
関
税
と
貿
易
の
障
壁
が
取
り
払
わ
れ
る
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
合
同
法
に
よ
り
国
内
の
商
人
た
ち
は
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
北
部
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
ま
で
自
由
に
商
業
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
内
の
関
税
と
貿
易
上

の
障
壁
を
取
り
払
う
こ
の
規
定
は
当
時
と
し
て
は
時
代
を
先
取
り
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
一
七
七
五
年
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
一
七
九
〇
年
ま
で
国
内
の
関
税
の
障
壁
を
設
け
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
両
国
よ
り

数
十
年
も
前
に
合
同
法
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
障
壁
の
撤
廃
を
決
め
た
こ
と
が
、
い
か
に
時
代
に
先
駆
け
て
い
た
か

が
理
解
で
き
る
。（
13
）

当
時
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
ウ
エ
ー
ル
ズ
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
合
わ
せ
た
四
倍
に
相
当
す
る
人
口
が
あ
り
、
中
央
集
権
化
さ
れ
た
政
府

が
あ
り
、
主
要
言
語
を
も
ち
、
交
通
、
通
信
手
段
も
格
段
に
進
ん
で
い
た
。
結
果
的
に
、
合
同
法
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

双
方
に
目
覚
ま
し
い
発
展
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
合
同
法
は
両
国
を
グ
レ
イ
ト
ブ
リ
テ
ン
連
合
王
国
と
し
て
一
体
化
さ
せ
、
そ
の

後
に
続
く
大
英
帝
国
の
幕
開
け
と
な
っ
た
。
一
六
六
〇
年
代
か
ら
急
速
に
進
行
中
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
商
業
革
命
は
一
段
と
弾
み
を
つ
け

て
進
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
合
同
法
成
立
の
た
め
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
双
方
に
向
け
て
行
わ
れ
た
こ
う
し
た
デ

フ
ォ
ー
の
文
筆
活
動
が
貴
重
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
も
う
少
し
高
く
評
価
さ
れ
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
デ
フ
ォ
ー
は
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン
の
司
祭
に
し
た
い
と
い
う
父
の
願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
商
人
と
し
て
靴
下
な
ど
の

卸
業
に
つ
い
た
。
や
が
て
ワ
イ
ン
や
タ
バ
コ
の
輸
入
業
も
始
め
、
伝
記
に
よ
れ
ば
二
〇
代
か
ら
三
〇
代
に
か
け
て
、
商
売
で
イ
ギ
リ
ス
国

内
は
も
と
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
旅
行
し
た
と
言
わ
れ
る
。
デ
フ
ォ
ー
の
著
作
に
見
ら
れ
る
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
や
外
国
の
商
業
、
産
業

に
つ
い
て
の
博
識
、
情
報
量
の
多
さ
、
正
確
さ
は
驚
く
ば
か
り
だ
と
評
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
実
際
の
経
験
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
数
多
い
経
済
論
に
は
商
人
デ
フ
ォ
ー
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

デ
フ
ォ
ー
が
生
き
た
時
代
は
ま
さ
に
商
人
が
国
内
取
引
に
お
い
て
も
、
ま
た
海
外
と
の
交
易
に
お
い
て
も
、
大
活
躍
を
し
た
時
代
で
あ
っ

た
。
一
七
世
紀
半
ば
ま
で
は
イ
ギ
リ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
舞
台
と
す
る
交
易
で
は
遅
れ
を
と
っ
て
い
た
。
覇
権
は
ま
ず
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ

ン
ス
の
間
で
争
わ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
一
七
世
紀
前
半
は
ま
ず
オ
ラ
ン
ダ
が
世
界
の
商
業
活
動
の
中
心
と
し
て
栄
え
た
。
そ
の
金
融
業
、

造
船
業
、
海
運
業
は
世
界
を
制
覇
し
た
と
言
わ
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
は
三
回
に
わ
た
る
オ
ラ
ン
ダ
と
の
戦
い
に
勝
利
す
る
（
一
六
五
二
―
五
四
、一
六
六
五
―
六
七
、一
六
七
二
―
七
四
）。
こ
れ
ら
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の
戦
い
は
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
が
一
六
五
一
年
以
来
航
海
法
を
制
定
し
て
自
国
の
貿
易
を
有
利
に
し
よ
う
と
し
て
起
き
た
と
さ
れ
る
。「
航

海
法
」（T

he N
avigation A

ct

）
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
時
の
一
六
五
一
年
ク
ロ
ム
エ
ル
の
時
に
定
め
ら
れ
、
そ
の
後
一
六
六
〇
年
に
は

第
二
次
航
海
法
、
一
六
六
三
年
に
は
貿
易
促
進
条
例
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
一
連
の
航
海
法
の
狙
い
は
自
国
の
産
業
と
貿
易
を
オ
ラ
ン
ダ

か
ら
守
る
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
植
民
地
と
の
輸
出
入
貿
易
で
自
国
の
船
舶
を
使
用
す
る
こ
と
を
決
め
た
も
の
で
、
主
と
し
て
中
継

貿
易
に
依
存
し
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
に
打
撃
を
与
え
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
戦
争
に
勝
利
す
る
こ
と
で
、
イ
ギ
リ

ス
は
船
舶
ト
ン
数
、
貿
易
量
、
海
運
業
な
ど
で
オ
ラ
ン
ダ
を
追
い
抜
き
、
海
上
貿
易
の
覇
権
を
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
奪
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
の
次
の
脅
威
は
ド
ー
ヴ
ァ
ー
海
峡
を
隔
て
た
目
と
鼻
の
先
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
当
時
フ
ラ
ン
ス
は
人
口

約
二
千
万
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
随
一
の
国
力
を
持
ち
、
こ
れ
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
陸
軍
を
擁
し
て
い
た
。
太
陽
王
と
呼
ば
れ
た
ル
イ
一
四

世
（
在
位
一
六
四
三
―
一
七
一
五
）
は
産
業
保
護
、
海
外
植
民
地
の
拡
大
、
領
土
拡
張
に
つ
と
め
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
全
盛
期

で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
は
ル
イ
一
四
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
国
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
と
同
盟
を
組
む
な
ど
し
て
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
グ

同
盟
戦
争
（
一
六
八
八
―
九
七
）、
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
（
一
七
〇
一
―
一
四
）
な
ど
を
戦
い
、
次
々
と
勝
利
を
収
め
た
。
ア
メ
リ
カ
大
陸

で
同
時
進
行
し
て
い
た
植
民
地
戦
争
の
ウ
イ
リ
ア
ム
戦
争
（
一
六
八
九
―
九
七
）
や
ア
ン
女
王
戦
争
（
一
七
〇
二
―
一
三
）
で
も
イ
ギ
リ

ス
は
勝
利
し
て
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
（
一
七
一
三
）
を
結
び
、
こ
れ
が
海
外
貿
易
に
お
け
る
大
英
帝
国
形
成
の
重
要
な
一
歩
と
な
っ
た
こ
と

は
広
く
歴
史
家
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
に
よ
っ
て
「
ア
シ
ェ
ン
ト
」（
ス
ペ
イ
ン
領
ア
メ
リ
カ
植
民
地
へ
の
ア
フ
リ
カ
人
奴
隷
を
独
占
的
に
供
給
す
る
権
限
）

を
フ
ラ
ン
ス
か
ら
得
た
イ
ギ
リ
ス
は
こ
の
奴
隷
貿
易
で
莫
大
な
利
益
を
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
奴
隷
供
給
地
で
あ
る
西
ア
フ

リ
カ
に
拠
点
を
点
々
と
築
い
て
支
配
圏
を
獲
得
し
、
本
国
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
結
ぶ
い
わ
ゆ
る
三
角
貿
易
を
行
う
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
。「
一
七
世
紀
末
か
ら
の
一
〇
〇
年
間
に
ア
フ
リ
カ
か
ら
送
り
出
さ
れ
た
奴
隷
は
、
輸
出
先
を
イ
ギ
リ
ス
領
植
民
地
だ
け
に
か

ぎ
っ
て
も
、
二
○
○
万
人
を
こ
え
た
と
い
わ
れ
る
」。（
14
）

マ
ー
カ
ス
・
レ
デ
ィ
カ
ー
は
こ
の
奴
隷
船
の
ド
ラ
マ
の
「
い
わ
ゆ
る
黄
金
期
は
一
七
○
○
年
か
ら
一
八
○
八
年
ま
で
の
間
で
、
他
の
ど

の
時
代
よ
り
も
多
く
の
奴
隷
が
輸
送
さ
れ
た
。
そ
の
数
は
全
体
の
三
分
の
二
に
登
る
。
そ
し
て
黄
金
期
の
数
の
四
○
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
、

つ
ま
り
全
部
で
三
○
○
万
人
を
運
ん
だ
の
が
イ
ギ
リ
ス
及
び
ア
メ
リ
カ
の
船
だ
っ
た
」（
15
）
と
書
い
て
い
る
。
一
五
世
紀
か
ら
始
ま
る
ア
フ
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リ
カ
大
陸
か
ら
新
大
陸
へ
の
黒
人
奴
隷
の
売
り
込
み
は
デ
フ
ォ
ー
の
時
代
、
ま
さ
に
最
盛
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。

デ
フ
ォ
ー
の
時
代
、
国
内
諸
産
業
は
海
外
貿
易
の
拡
大
と
一
体
化
し
て
発
展
し
た
。
海
外
貿
易
の
発
展
は
ま
た
戦
争
の
勝
利
と
も
歩
調

を
合
わ
せ
て
進
ん
だ
と
も
言
え
よ
う
。
相
次
ぐ
戦
争
の
勝
利
は
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
で
は
そ
の
統
治
す
る
者
と
統
治
さ
れ
る
者
両
者
の
自
尊

心
を
く
す
ぐ
っ
た
。（
16
）

そ
れ
ま
で
毛
織
物
を
主
た
る
取
引
と
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
交
易
は
一
六
世
紀
中
葉
か
ら
一
八
世
紀
半
ば
に
向
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外

の
世
界
へ
と
広
が
っ
た
。
カ
リ
ブ
海
地
域
の
砂
糖
、
北
米
の
タ
バ
コ
、
イ
ン
ド
の
綿
花
、
支
那
の
茶
な
ど
の
輸
入
と
そ
れ
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
市
場
や
拡
大
し
続
け
る
植
民
地
市
場
へ
の
再
輸
出
を
通
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
貿
易
量
は
飛
躍
的
に
増
大
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
国
内
の
諸
工

業
、
製
糖
業
、
タ
バ
コ
加
工
業
、
金
属
加
工
業
や
商
業
の
急
激
な
成
長
が
見
ら
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
「
工
業
化
」
前
の
い
わ
ゆ
る
「
イ
ギ

リ
ス
商
業
革
命
」
と
呼
ば
れ
る
時
期
を
迎
え
て
い
た
。

「
イ
ギ
リ
ス
商
業
革
命
」
は
農
業
を
含
む
イ
ギ
リ
ス
経
済
活
動
全
般
の
質
的
、
量
的
な
発
展
を
も
た
ら
し
、
そ
の
後
「
生
活
革
命
」
と
も

呼
ば
れ
る
状
況
を
人
々
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
商
業
革
命
」
の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
の
は
交
易
に
従
事
す
る
貿
易
商

人
達
で
あ
っ
た
。『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
は
こ
の
よ
う
な
貿
易
商
人
た
ち
の
冒
険
物
語
で
あ
る
と
共
に
、「
交
易
の
勧
め
」
の
書

で
も
あ
る
。

○ 

商
人
ク
ル
ー
ソ
ー
の
本
領
と
本
音

『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
第
一
部
の
最
も
流
布
し
て
い
る
箇
所
は
ク
ル
ー
ソ
ー
の
孤
島
で
の
サ
バ
イ
バ
ル
冒
険
物
語
で
あ
り
、
そ

れ
は
ま
た
苦
難
の
中
で
神
の
摂
理
を
見
出
し
て
努
力
し
成
功
す
る
と
い
う
「
信
仰
の
勧
め
」
の
書
で
も
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
こ
こ
で

は
こ
の
書
が
「
交
易
の
勧
め
」
の
書
で
も
あ
る
こ
と
を
考
え
る
。

ク
ル
ー
ソ
ー
は
父
の
忠
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
放
浪
癖
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
水
夫
に
な
る
。
何
度
も
遭
難
す
る
が
、
性
懲
り
も
無
く
ま
た

船
に
乗
る
。
確
か
に
そ
う
で
は
あ
る
が
、
ク
ル
ー
ソ
ー
は
た
だ
冒
険
心
に
取
り
憑
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
海
の
冒
険
で

ク
ル
ー
ソ
ー
は
利
益
を
得
て
い
る
こ
と
も
確
か
な
事
実
な
の
だ
か
ら
。「
父
の
家
を
私
が
出
奔
し
た
背
後
に
は
た
し
か
に
悪
い
力
が
働
い
て

い
た
と
思
う
。
立
身
出
世
を
し
て
や
ろ
う
と
い
う
乱
暴
と
も
無
茶
と
も
い
え
る
執
念
に
私
が
憑
か
れ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
…
…

私
は
ア
フ
リ
カ
の
沿
岸
む
け
の
船
に
乗
っ
た
。
船
乗
り
が
ぞ
く
に
ギ
ニ
ア
航
路
と
よ
ん
で
い
る
航
路
だ
っ
た
」（
二
八
）。
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船
長
の
勧
め
で
四
○
ポ
ン
ド
の
玩
具
や
雑
貨
を
持
っ
て
行
っ
た
ク
ル
ー
ソ
ー
は
「
ひ
と
儲
け
す
る
つ
も
り
で
五
ポ
ン
ド
九
オ
ン
ス
の
砂

金
を
も
っ
て
帰
っ
た
の
だ
が
、そ
れ
が
な
ん
と
ロ
ン
ド
ン
で
売
る
と
三
百
ポ
ン
ド
近
い
お
金
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」（
三
○
）（
傍
線
筆
者
）。

や
が
て
ギ
ニ
ア
貿
易
商
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ク
ル
ー
ソ
ー
は
、
ト
ル
コ
の
海
賊
船
に
襲
わ
れ
、
ム
ー
ア
人
に
奴
隷
に
さ
れ
る
。
隙

を
見
て
や
っ
と
現
地
人
の
少
年
ジ
ュ
リ
ー
と
一
緒
に
逃
げ
出
し
、
海
上
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
時
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
に
救
わ
れ
、
親
切
な
船

長
の
お
か
げ
で
ブ
ラ
ジ
ル
に
上
陸
す
る
。
大
事
な
仲
間
で
あ
っ
た
少
年
は
多
少
の
心
の
痛
み
は
覚
え
た
が
、
あ
っ
さ
り
と
船
長
に
譲
っ
て

し
ま
う
。

ブ
ラ
ジ
ル
で
は
農
園
の
経
営
を
学
び
、
タ
バ
コ
を
栽
培
し
た
り
し
て
、
裕
福
な
農
園
主
の
生
活
を
真
似
し
は
じ
め
る
。
い
わ
ゆ
る
植
民

地
の
農
場
経
営
者
に
な
っ
た
わ
け
だ
。
こ
の
農
園
は
の
ち
に
大
変
な
資
産
と
な
っ
て
ク
ル
ー
ソ
ー
に
か
え
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
の
農
場
主

と
い
う
幸
福
な
将
来
が
見
通
せ
た
の
に
、
ク
ル
ー
ソ
ー
は
ま
た
海
に
出
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
「
私
は
一
足
と
び
に
出
世
し
よ
う
と
無
謀

で
せ
っ
か
ち
な
欲
望
に
駆
ら
れ
て
い
た
」（
五
八
）（
傍
線
筆
者
）
か
ら
だ
。
農
園
の
た
め
に
自
分
た
ち
で
黒
人
奴
隷
を
輸
入
し
よ
う
と
す

る
の
だ
。
何
故
な
ら
よ
り
一
層
の
利
益
を
上
げ
る
た
め
に
。

「
わ
れ
わ
れ
の
船
は
お
よ
そ
一
二
○
ト
ン
積
み
の
船
で
、
砲
六
門
、
乗
組
員
は
船
長
と
そ
の
給
仕
と
私
の
ほ
か
に
十
四
名
で
あ
っ
た
。
大

き
な
積
荷
は
一
つ
も
な
く
、
荷
と
い
え
ば
た
だ
黒
人
と
の
取
引
に
手
ご
ろ
な
安
も
の
の
雑
貨
だ
け
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
数
珠
玉
、
ガ
ラ

ス
製
品
、
貝
殻
製
品
、
そ
の
他
こ
ま
ご
ま
し
た
も
の
、
特
に
小
さ
な
銃
、
小
刀
、
鋏
、
手
斧
な
ど
で
あ
っ
た
」（
六
一
）。
ク
ル
ー
ソ
ー
は

こ
う
し
て
典
型
的
な
奴
隷
貿
易
に
乗
り
出
す
の
だ
。
し
か
し
船
は
難
破
し
、
ク
ル
ー
ソ
ー
一
人
が
生
き
残
っ
て
、
孤
島
に
流
れ
着
く
。
こ

の
島
は
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
オ
リ
ノ
コ
川
沖
、
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
の
南
東
、
カ
リ
ブ
海
の
架
空
の
島
で
あ
る
。

島
に
流
れ
着
い
た
ク
ル
ー
ソ
ー
が
ま
ず
し
た
こ
と
は
身
の
安
全
を
守
る
た
め
に
木
の
上
で
眠
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
の
ク

ル
ー
ソ
ー
の
行
動
の
全
て
は
自
分
が
生
き
延
び
る
た
め
の
サ
バ
イ
バ
ル
作
戦
と
な
る
。
自
分
独
り
の
力
で
生
き
延
び
る
こ
と
、
こ
れ
が
ク

ル
ー
ソ
ー
に
と
っ
て
至
上
命
令
だ
。
こ
の
部
分
の
み
が
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。

サ
バ
イ
バ
ル
の
た
め
に
、
ク
ル
ー
ソ
ー
は
難
破
し
た
船
か
ら
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
を
運
ん
だ
。「
船
に
ゆ
く
こ
と
も
十
一
回
に
及
ん
だ
。

そ
の
あ
い
だ
、
人
間
の
二
本
の
手
で
と
に
も
か
く
に
も
運
べ
る
と
思
っ
た
も
の
な
ら
み
な
運
ん
だ
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
も
し

穏
や
か
な
天
気
さ
え
つ
づ
い
て
い
た
ら
、
正
直
な
話
、
船
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
そ
っ
く
り
も
っ
て
き
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
」（
八
○
―

八
一
）。
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こ
う
し
て
船
か
ら
集
め
た
様
々
な
道
具
類
を
使
っ
て
ク
ル
ー
ソ
ー
は
孤
島
で
の
生
活
に
必
要
な
品
々
を
揃
え
て
い
く
。
生
活
必
需
品
が

整
然
と
並
ぶ
洞
穴
を
満
足
げ
に
見
た
ク
ル
ー
ソ
ー
は
言
う
。「
も
し
人
が
こ
の
洞
穴
を
見
た
ら
、
生
活
必
需
品
の
一
大
倉
庫
と
み
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
き
ち
ん
と
い
つ
で
も
取
り
だ
せ
る
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
あ
っ
た
。
自
分
の
全
て
の
所
有
物
が
こ
ん
な
に
一
糸

乱
れ
ず
に
並
ん
で
い
る
の
を
見
る
の
は
、
い
や
、
と
り
わ
け
生
活
必
需
品
が
こ
ん
な
に
豊
富
に
貯
え
て
あ
る
の
を
み
る
の
は
ひ
ど
く
楽
し

い
こ
と
で
あ
っ
た
」（
九
六
）。

山
羊
を
捕
え
た
ら
、
食
料
と
し
て
消
費
す
る
こ
と
だ
け
を
考
え
な
い
で
、
家
畜
と
し
て
飼
い
慣
ら
し
て
将
来
に
備
え
る
。
幸
運
に
も
芽

を
だ
し
た
麦
は
、
栽
培
し
て
翌
年
の
た
め
の
種
子
は
保
存
し
て
お
く
。
慎
重
に
気
候
を
考
え
て
再
生
産
を
確
実
な
も
の
に
す
る
。
テ
ー
ブ

ル
と
椅
子
か
ら
始
ま
り
、
様
々
な
道
具
を
作
り
、
パ
ン
を
焼
き
、
食
料
を
保
存
す
る
方
法
を
考
え
、
将
来
の
た
め
に
備
蓄
す
る
。

ク
ル
ー
ソ
ー
に
と
っ
て
、
救
出
さ
れ
る
日
ま
で
自
力
で
生
き
延
び
る
こ
と
が
ま
ず
重
要
な
の
だ
。
そ
し
て
生
き
延
び
る
た
め
に
は
こ
う

し
た
モ
ノ
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
い
た
。
モ
ノ
が
な
け
れ
ば
、
食
料
や
道
具
や
鉄
砲
や
火
薬
が
な
け
れ
ば
、

一
日
た
り
と
も
生
き
延
び
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
モ
ノ
は
彼
の
生
存
維
持
の
た
め
に
不
可
欠
な
の
だ
。
だ
か
ら
彼
は
モ
ノ
に
固
執
す
る
。

彼
の
世
界
は
モ
ノ
で
溢
れ
、
彼
は
モ
ノ
の
補
充
と
管
理
に
精
出
す
。
ク
ル
ー
ソ
ー
と
モ
ノ
と
の
関
係
は
連
綿
と
ペ
ー
ジ
を
埋
め
て
い
く
。

し
か
し
考
え
て
み
る
と
、
彼
が
固
執
す
る
モ
ノ
と
は
全
て
彼
に
と
っ
て
役
に
立
つ
モ
ノ
で
あ
る
。
全
て
の
モ
ノ
の
価
値
は
彼
に
と
っ
て

の
有
用
性
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
に
と
っ
て
の
利
益
が
最
優
先
す
る
の
だ
。
そ
こ
に
経
済
人
デ
フ
ォ
ー
の
真
骨
頂
が
発
揮
さ

れ
る
。

こ
の
ク
ル
ー
ソ
ー
が
砂
地
に
人
の
足
跡
を
見
つ
け
た
時
の
驚
き
は
前
述
し
た
よ
う
に
よ
く
引
用
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
ま
で

の
神
へ
の
感
謝
も
忘
れ
て
、
恐
怖
の
あ
ま
り
足
が
地
に
着
か
な
い
ほ
ど
動
転
し
て
自
分
の
要
塞
に
た
ど
り
着
く
。
し
か
し
食
人
種
と
し
て

の
彼
ら
の
実
態
が
理
解
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
ク
ル
ー
ソ
ー
に
と
っ
て
、
彼
ら
は
食
人
種
と
い
う
人
類
と
は
違
っ
た
種
、
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
属
す
る
他
者
と
な
る
の
だ
。
彼
ら
を
殺
す
こ
と
に
対
し
て
ク
ル
ー
ソ
ー
に
は
迷
い
も
生
ず
る
が
、
結
局
彼
ら
は
彼
に
と
っ
て
は
、
有
用

性
で
し
か
測
ら
れ
な
い
他
者
と
い
う
モ
ノ
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
彼
ら
の
一
人
を
捕
ま
え
れ
ば
、
奴
隷
と
し
て
役
に

立
つ
の
で
は
な
い
か
。
ク
ル
ー
ソ
ー
は「
ど
ん
な
犠
牲
を
払
っ
て
も
蛮
人
を
一
人
手
に
入
れ
よ
う
と
覚
悟
し
た
」（
二
六
八
）と
書
い
て
い
る
。

ク
ル
ー
ソ
ー
は
蛮
人
の
群
れ
か
ら
救
い
出
し
た
一
人
を
自
分
の
城
に
連
れ
て
く
る
。「
ま
も
な
く
私
は
彼
に
話
し
か
け
、
私
に
も
話
し
掛

け
る
よ
う
、
言
葉
を
教
え
始
め
た
。
最
初
に
、
彼
の
名
前
を
金フ
ラ
イ
デ
ー

曜
日
に
き
め
た
と
い
う
こ
と
を
お
ぼ
え
こ
ま
せ
た
。
彼
が
私
に
救
わ
れ
た
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日
だ
か
ら
だ
。
わ
た
し
は
彼
を
そ
う
い
う
ふ
う
に
名
づ
け
て
そ
の
日
の
記
念
に
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
よ
う
に
し
て
旦マ
ス
タ
ー

那
様

と
い
う
言
葉
を
お
ぼ
え
さ
せ
、
そ
れ
が
私
の
呼
び
名
で
あ
る
と
教
え
て
や
っ
た
」（
二
七
五
―
六
）。

こ
う
し
て
フ
ラ
イ
デ
ー
は
ク
ル
ー
ソ
ー
の
家
来
、
奴
隷
、
ク
ル
ー
ソ
ー
が
所
有
す
る
モ
ノ
に
な
る
。
ク
ル
ー
ソ
ー
の
回
想
に
は
フ
ラ
イ

デ
ー
が
父
親
に
再
会
し
た
喜
び
を
語
る
場
面
や
彼
ら
蛮
人
が
人
間
と
し
て
の
能
力
に
お
い
て
は
同
じ
だ
と
言
っ
た
部
分
は
あ
る
も
の
の
、

そ
れ
ら
は
全
て
ク
ル
ー
ソ
ー
の
立
場
か
ら
の
回
想
に
過
ぎ
な
い
。
フ
ラ
イ
デ
ー
は
「
ま
っ
た
く
忠
実
な
召
使
と
し
て
の
真
価
を
遺
憾
な
く

発
揮
し
て
く
れ
た
」（
三
七
二
）
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ク
ル
ー
ソ
ー
に
は
大
切
な
存
在
で
あ
っ
た
。

ク
ル
ー
ソ
ー
の
モ
ノ
へ
の
執
着
は
次
の
場
面
で
極
ま
る
と
い
え
よ
う
。
ク
ル
ー
ソ
ー
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
植
民
地
に
残
し
て
い
た
農
園
が
共

同
経
営
者
に
よ
り
う
ま
く
運
営
さ
れ
、
相
当
な
利
益
を
あ
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
自
分
の
全
財
産
が
無
事
に
手
許
に
届
い
て
い
る
こ

と
を
知
る
。
そ
の
喜
び
は
あ
ま
り
に
も
強
烈
で
、「
要
す
る
に
、
私
は
ま
っ
青
に
な
っ
て
気
持
が
悪
く
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。
も
し
老
人
が

大
急
ぎ
で
強
心
飲
料
を
も
っ
て
き
て
く
れ
な
か
っ
た
ら
、
あ
ま
り
突
然
の
喜
び
で
度
を
失
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
場
で
生
き
絶
え
て
い
た
か

も
し
れ
な
か
っ
た
」（
三
七
九
）（
傍
線
筆
者
）
と
ク
ル
ー
ソ
ー
は
書
い
て
い
る
。
ク
ル
ー
ソ
ー
は
現
金
で
正
貨
五
千
ポ
ン
ド
以
上
の
金
持

ち
に
な
り
、
年
収
千
ポ
ン
ド
以
上
の
不
動
産
を
ブ
ラ
ジ
ル
で
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。（
17
） 

商
人
ク
ル
ー
ソ
ー
は
若
き
日
に
願
っ
た
よ
う
に
、

一
足
飛
び
に
出
世
し
て
め
で
た
く
大
金
持
ち
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
第
一
部
は
終
わ
り
、
ク
ル
ー
ソ
ー
の
神
へ
の
祈
り
に
支
え
ら

れ
た
刻
苦
奮
励
の
生
活
は
め
で
た
く
報
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
二
部
は
世
界
を
舞
台
と
し
た
海
の
冒
険
物
語
と
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
ク
ル
ー
ソ
ー
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
の
神
と
の
対
話

と
い
う
面
と
商
人
と
し
て
の
面
が
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
る
。
ク
ル
ー
ソ
ー
が
再
訪
す
る
孤
島
で
確
か
め
た
い
の
は
、
自
分
が
そ
こ
に

残
し
て
き
た
農
園
や
植コ
ロ
ニ
ー

民
地
の
様
子
で
あ
っ
た
。
島
は
当
然
ク
ル
ー
ソ
ー
の
植
民
地
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
支
配
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
植
民

地
で
ク
ル
ー
ソ
ー
は
残
し
て
き
た
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
に
蛮
人
の
女
た
ち
を
妻
と
し
て
く
じ
で
割
り
当
て
る
（
九
七
）。
ま
る
で
動
物
の
雌
雄

だ
け
を
問
題
と
す
る
か
の
よ
う
に
。

ブ
ラ
ジ
ル
に
着
い
た
ク
ル
ー
ソ
ー
は
自
分
の
島
に
い
る
借
地
人
の
た
め
に
種
々
の
モ
ノ
を
送
っ
て
や
る
。「
島
に
い
る
私
の
借
地
人
に

私
が
帆
船
で
送
っ
た
い
ろ
ん
な
供
給
品
の
中
に
は
、
こ
の
他
乳
牛
三
頭
と
、
仔
牛
五
頭
、
豚
約
二
十
二
頭
、
孕
ん
だ
雌
豚
三
頭
、
牝
馬
二

頭
、
種
馬
一
頭
が
含
ま
れ
て
い
た
。
約
束
に
従
っ
て
、
島
の
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
の
た
め
に
私
は
三
人
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
女
を
探
し
出
し
、

渡
航
の
約
束
を
と
り
つ
け
た
。
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
に
は
こ
の
女
た
ち
と
結
婚
し
て
親
切
に
遇
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
た
。
女
た
ち
を
も
っ
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と
多
く
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
例
の
異
端
問
題
で
迫
害
さ
れ
て
い
る
男
に
（
ク
ル
ー
ソ
ー
は
こ
の
男
を
島
に
連

れ
て
行
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
て
承
知
し
て
い
た
）
娘
が
二
人
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ
う
い
え
ば
、
結
婚
す
る
必
要
が
あ
る
ス
ペ

イ
ン
人
は
僅
か
五
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
他
の
者
は
、
他
国
に
住
ん
で
い
る
と
は
い
え
細
君
が
す
で
に
あ
る
連
中
で
あ
っ
た
」（
二
二
九
）。

必
要
と
す
る
男
の
数
に
合
わ
せ
て
、
同
じ
数
の
女
が
島
に
送
り
込
ま
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
用
は
足
り
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
経
済
人

ク
ル
ー
ソ
ー
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

第
二
部
で
現
代
の
読
者
を
圧
倒
す
る
の
は
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
島
の
現
地
人
部
落
を
焼
き
払
っ
て
皆
殺
し
を
図
る
事
件
で
あ
ろ
う
。
ク
ル
ー

ソ
ー
は
終
始
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
こ
の
事
件
は
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
原
住
民
に
対
し
て
行
っ
た
例
の
一
つ
に
過
ぎ

な
い
で
あ
ろ
う
。
ふ
と
し
た
事
件
を
き
っ
か
け
に
大
虐
殺
に
至
る
経
緯
が
つ
ぶ
さ
に
描
か
れ
て
い
る
。
事
件
の
描
写
は
あ
ま
り
に
も
生
々

し
い
も
の
で
あ
る
。

航
海
を
続
け
な
が
ら
ク
ル
ー
ソ
ー
は
貿
易
商
人
と
し
て
の
仕
事
も
し
っ
か
り
こ
な
し
て
い
る
。
シ
ャ
ム
で
は
商
品
の
一
部
を
阿
片
と
ア

ラ
ッ
ク
酒
と
交
換
す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
阿
片
は
シ
ナ
人
の
間
で
は
非
常
に
高
価
で
取
り
引
き
さ
れ
、
当
時
需
要
の
大
き
な
商
品
で
あ
っ
た
」

（
二
八
五
）
か
ら
だ
。
ク
ル
ー
ソ
ー
に
と
っ
て
は
阿
片
も
そ
し
て
奴
隷
も
儲
か
る
積
荷
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
商
人
ク
ル
ー
ソ
ー
に
と
っ
て

船
乗
り
稼
業
は
儲
か
る
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

タ
タ
ー
ル
人
の
地
方
を
通
っ
た
時
、
異
教
徒
の
偶
像
崇
拝
に
我
慢
で
き
な
く
な
っ
た
ク
ル
ー
ソ
ー
は
怒
り
の
あ
ま
り
彼
ら
の
偶
像
を
め

ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
破
壊
し
た
し
、
支
那
で
は
そ
の
文
明
や
習
俗
を
徹
底
的
に
嘲
弄
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
世
界

の
多
く
の
地
の
異
教
徒
を
文
明
化
す
る
こ
と
は
交
易
の
上
か
ら
も
利
益
と
な
る
と
す
る
趣
旨
は
所
々
で
書
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
と
い
う
冒
険
物
語
の
本
音
の
部
分
は
次
に
取
り
上
げ
る
デ
フ
ォ
ー
の
経
済
的
著
作
の
主
著
で

あ
る
『
イ
ギ
リ
ス
通
商
案
』 （A

 P
lan of the E

nglish C
om

m
erce, 1728

）
で
は
っ
き
り
と
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
交
易
が
イ

ギ
リ
ス
国
家
の
利
益
と
し
て
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。（
18
）
こ
こ
に
は
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
で
ク
ル
ー
ソ
ー
が
行
な
っ

て
い
る
こ
と
の
本
音
が
デ
フ
ォ
ー
の
経
済
的
主
著
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
イ
ギ
リ
ス
通
商
案
』
の
要
点
は
何
か
。
こ
こ
に
は
デ
フ
ォ
ー
の
自
国
の
利
益
を
最
大
に
追
求
し
て
人
々
や
自
国
を
富
ま
せ
よ
う
と
す
る

本
音
が
書
か
れ
て
い
る
。
本
書
は
序
文
と
三
編
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
、
各
編
の
各
章
に
は
詳
し
い
内
容
が
付
さ
れ
て
い
る
。
序
文
に
は

本
書
の
意
図
と
し
て
こ
う
あ
る
。
本
書
は
「
…
…
わ
が
国
の
通
商
が
い
か
な
る
も
の
で
ど
れ
ほ
ど
の
規
模
の
も
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
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現
在
の
規
模
に
ま
で
達
し
た
か
、
そ
の
ま
ま
維
持
し
持
続
さ
せ
る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
、（
そ
し
て
こ
の
試
み
の
真
の
目
的
で
あ
り
、
ま
た

そ
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
が
）
ど
う
す
れ
ば
さ
ら
に
改
善
し
拡
大
で
き
る
か
に
つ
い
て
の
べ
る
も
の
で
あ
る
」（
四
）（
傍
線
筆
者
）。
本
書
の

タ
イ
ト
ル
のcom

m
erce

と
は
諸
外
国
と
の
交
易
を
意
味
し
て
い
て
、
デ
フ
ォ
ー
は
主
と
し
て
国
内
の
商
工
業
者
に
用
い
たtrade

と
は
区

別
し
て
用
い
て
い
る
。
大
ま
か
な
区
別
で
は
あ
る
が
。
だ
か
ら
（A

 P
lan of the E

nglish C
om

m
erce

）
と
あ
る
の
は
未
来
に
向
け
て
の
交

易
の
計
画
の
意
で
、
現
状
の
分
析
の
み
な
ら
ず
将
来
の
あ
る
べ
き
姿
を
一
つ
の
案
と
し
て
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
編
は
イ
ギ
リ
ス
通
商
（
商
工
業
、
貿
易
全
て
）
全
体
の
規
模
と
歴
史
が
た
ど
ら
れ
、
貿
易
輸
出
入
の
現
状
や
規
模
が
論
じ
ら
れ
る
。

通
商
こ
そ
が
国
の
富
を
増
す
と
し
て
、
後
述
す
る
『
完
璧
な
イ
ギ
リ
ス
商
人
』
に
も
あ
る
「an E

state is a P
ond, but T

rade is a S
pring.

」

と
い
う
名
言
が
語
ら
れ
る
。
所
領
に
収
入
を
依
存
し
て
い
る
紳
士
は
通
商
に
よ
り
巨
万
の
富
を
築
く
商
人
に
は
豊
さ
で
は
か
な
わ
な
く
な

る
と
書
く
。
こ
の
考
え
は
『
完
璧
な
イ
ギ
リ
ス
商
人
』
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
第
六
章
で
は
イ
ギ
リ
ス
が
国
内
産
業
、
諸
外
国
と
の
通
商

に
お
い
て
い
か
に
優
れ
て
突
出
し
た
国
で
あ
る
か
、そ
の
突
出
し
た
海
運
力
、有
能
な
船
乗
り
の
需
要
に
応
え
る
船
員
の
数
な
ど
、商
業
國
、

交
易
國
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
賛
歌
が
書
か
れ
る
。

現
代
の
読
者
に
と
っ
て
衝
撃
的
な
こ
と
は
第
七
章
の
終
わ
り
で
あ
る
。
第
七
章
の
タ
イ
ト
ル
は
「
わ
が
国
の
貿
易
の
規
模
の
大
き
さ
に

つ
い
て
。
わ
が
国
の
そ
の
他
の
輸
出
と
関
連
し
、
特
に
い
わ
ゆ
る
再
輸
出
、
す
な
わ
ち
初
め
に
わ
が
国
の
植
民
地
や
国
外
の
在
外
商
館
か

ら
輸
入
さ
れ
た
商
品
の
輸
出
を
含
む
説
明
書
付
き
の
輸
出
と
関
連
し
て
」
と
あ
り
、
再
輸
出
で
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
の
で
き
る
主
な
品
目

と
し
て
一
と
し
て
胡
椒
、
二
と
し
て
タ
バ
コ
、
三
と
し
て
砂
糖
、
そ
し
て
四
と
し
て
奴
隷
と
あ
る
。

そ
こ
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。「
こ
れ
ら
の
奴
隷
は
ア
フ
リ
カ
の
在
外
商
館
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
通
商
の
産
物
で
あ
る
限
り
、
イ
ギ

リ
ス
の
輸
出
の
一
部
門
な
の
で
あ
る
。
…
…
奴
隷
の
数
は
き
わ
め
て
多
く
、
ま
た
そ
の
価
格
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
ニ
グ
ロ

0

0

0

の
相
場
は
近
年
ど
こ
の
植
民
地
で
も
上
が
り
、
年
齢
、
発
育
、
性
別
に
応
じ
、
一
人
に
つ
き
二
○
ポ
ン
ド
か
ら
二
五
ポ
ン
ド
、

三
○
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
そ
し
て
（
貿
易
が
中
断
さ
れ
な
け
れ
ば
）
一
年
に
三
万
人
か
ら
四
万
人
、
五
万
人
の
ニ
グ
ロ
が
運
ば
れ
る
の
が
実

情
だ
と
す
る
と
、
す
べ
て
の
ニ
グ
ロ

0

0

0

が
ひ
と
り
平
均
二
五
ポ
ン
ド
の
こ
の
貿
易
額
は
、
年
間
一
二
五
万
ポ
ン
ド
に
も
達
す
る
。
ニ
グ
ロ
が

国
内
で
は
一
人
に
つ
き
三
○
シ
リ
ン
グ
か
ら
五
○
シ
リ
ン
グ
以
上
は
し
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
無
限
の
利
益
を
生
む
貿
易
で
あ

る
」（
一
八
四
）
と
奴
隷
貿
易
の
利
点
を
上
げ
、
そ
の
消
費
地
と
も
言
え
る
植
民
地
の
拡
大
の
必
要
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
デ
フ
ォ
ー
に
よ

れ
ば
奴
隷
は
非
常
に
儲
か
る
積
荷
で
あ
っ
た
。
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第
二
編
で
は
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
製
造
業
が
衰
退
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
そ
う
で
は
な
い
こ
と
、
輸
出
も
国
内
消
費
も
伸
び
て
い
る
こ

と
を
数
字
に
し
て
論
じ
て
い
る
。
第
三
編
で
は
主
と
し
て
海
外
と
の
通
商
拡
大
の
必
要
が
論
じ
ら
れ
る
。
特
に
ア
フ
リ
カ
北
部
、
北
西
部
、

西
部
の
ギ
ニ
ア
沿
岸
、
ま
た
ア
フ
リ
カ
東
部
沿
岸
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
通
商
の
拡
大
の
提
案
が
な
さ
れ
る
。
通
商
が
発
展
す
る
た
め
に
は

他
国
か
ら
の
妨
害
が
避
け
ら
れ
る
自
国
と
植
民
地
間
の
貿
易
が
最
も
有
利
だ
と
し
た
。

通
商
の
拡
大
に
よ
り
自
国
の
産
業
も
発
展
し
て
国
内
問
題
も
解
決
で
き
る
と
言
う
。「
彼
ら
（
国
内
の
貧
困
層
）
は
貧
困
の
ま
ま
植
民
地

へ
行
き
、
金
持
ち
に
な
っ
て
帰
っ
て
く
る
。
あ
ち
ら
で
入
植
し
、
貿
易
を
し
、
栄
え
、
人
も
増
え
る
。
…
…
だ
か
ら
、
植
民
地
が
増
え
る

と
、
疑
い
も
な
く
通
商
が
拡
大
す
る
の
で
あ
る
。
通
商
の
拡
大
は
活
動
範
囲
を
広
げ
、
社
会
の
繁
栄
を
奨
励
す
る
た
め
に
よ
り
多
く
の
人

を
呼
び
寄
せ
、
役
立
た
ず
の
多
数
の
貧
困
層
を
有
益
に
使
用
し
、
広
範
囲
に
わ
た
る
貿
易
の
、
ま
た
そ
れ
に
よ
り
本
国
か
ら
の
さ
ら
に
大

規
模
な
輸
出
の
、
基
礎
を
据
え
る
。
…
…
植
民
地
の
増
加
は
人
間
を
増
や
し
、
人
間
は
製
品
の
消
費
を
、
製
品
は
貿
易
を
、
貿
易
は
海
運

を
、
海
運
は
船
乗
り
を
増
や
し
、
全
体
で
イ
ギ
リ
ス
の
国
富
、
国
力
、
繁
栄
を
増
大
さ
せ
る
」（
二
七
一
―
七
四
）
と
植
民
地
拡
大
の
必
要

性
を
説
い
た
。
海
こ
そ
そ
の
植
民
地
獲
得
を
可
能
と
す
る
か
け
が
え
の
な
い
舞
台
で
あ
っ
た
。
大
海
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・

ク
ル
ー
ソ
ー
』
と
い
う
物
語
は
奴
隷
貿
易
を
含
む
大
英
帝
国
の
発
展
と
形
成
を
中
心
と
す
る
「
交
易
の
勧
め
」
の
物
語
で
あ
り
、デ
フ
ォ
ー

の
本
音
が
あ
ち
こ
ち
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
冒
険
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

三　

中
産
層

○ 

中
産
層
の
コ
ン
ダ
ク
ト
・
ブ
ッ
ク
と
し
て

『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』（
前
述
し
た
よ
う
に
三
部
作
だ
が
、
よ
く
読
ま
れ
た
の
は
第
一
部
で
あ
っ
た
）
は
ク
ル
ー
ソ
ー
の
自
伝

と
し
て
出
版
さ
れ
る
や
、
著
者
は
デ
フ
ォ
ー
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
も
の
の
評
判
と
な
り
広
く
読
ま
れ
た
。
こ
の
本

が
「
新
奇
な
」
読
み
物
と
し
て
広
ま
る
に
は
新
し
い
読
者
層
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
ワ
ッ
ト
は
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。（
19
）『
ロ
ビ
ン
ソ

ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
の
読
者
と
は
、い
わ
ゆ
る
当
時
増
大
し
つ
つ
あ
っ
た
中
産
層
の
人
々
で
あ
っ
た
。
デ
フ
ォ
ー
自
身
が
非
国
教
徒
で
あ
り
、

商
人
で
あ
り
、
な
ん
ど
も
破
産
の
憂
き
目
に
は
あ
う
が
、
商
人
と
し
て
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
も
、
典
型
的
な
中
産
層
の
一
人
と

考
え
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
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『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
は
典
型
的
な
中
産
層
の
作
家
が
、
典
型
的
な
中
産
層
の
ク
ル
ー
ソ
ー
を
主
人
公
と
し
て
書
い
た
、
あ
る

意
味
で
の
「
成
功
物
語
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
孤
島
で
獅
子
奮
迅
し
て
サ
バ
イ
バ
ル
を
図
り
、最
後
に
は
大
金
持
ち
に
な
る
ク
ル
ー

ソ
ー
は
読
者
で
あ
る
中
産
層
の
人
々
に
と
っ
て
は
あ
る
種
の
自
分
ら
の
夢
の
実
現
者
で
も
あ
っ
た
か
ら
。

実
際
に
は
デ
フ
ォ
ー
が
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
の
種
本
に
使
っ
た
本
の
中
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
ひ
ど
い
も
の
が
多
か
っ
た
と

言
う
。「
せ
い
ぜ
い
上う

ま手
く
い
っ
た
場
合
で
も
人
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
最
悪
の
ケ
ー
ス
で
は
、
恐
怖
に
苛
ま
れ
、
生

態
学
的
劣
化
に
追
い
打
ち
を
か
け
ら
れ
、
次
第
に
動
物
の
レ
ベ
ル
に
退
行
し
言
葉
も
使
え
な
く
な
り
、
狂
気
に
陥
っ
た
り
衰
弱
し
て
死
亡

し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
実
に
デ
フ
ォ
ー
が
読
ん
だ
と
さ
れ
る
『
F
・
ア
ル
バ
ー
ト
・
ド
・
マ
ン
デ
ル
ス
ロ
の
陸
上
お
よ
び
海
上

の
旅
』
に
は
そ
ん
な
例
が
二
つ
載
っ
て
い
る
。
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
島
で
孤
独
の
二
年
を
す
ご
し
、
生
の
亀
の
食
事
を
毎
日
と
っ
て
い
て
、
狂

気
の
発
作
に
襲
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
着
て
い
る
服
を
ず
た
ず
た
に
引
き
裂
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
話
、
お
よ
び
、
埋
葬
さ
れ
た
仲
間
の
死

体
を
発
掘
す
る
と
、
そ
の
棺ひ
つ
ぎに
乗
っ
て
海
に
乗
り
だ
し
て
い
っ
た
セ
ン
ト
・
ヘ
レ
ナ
島
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の
水
夫
の
話
」（
20
）
と
い
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
デ
フ
ォ
ー
に
と
っ
て
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
の
結
末
は
断
じ
て
そ
の
よ
う
な
悲
惨
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
中
産
層
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
に
よ
る
勤
勉
と
成
功
を
表
す
「
成
功
物
語
」、「
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
」
の
物
語
、一
種
の
「
コ

ン
ダ
ク
ト
・
ブ
ッ
ク
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
は
当
時
新
し
い
読
者
層
と
な
っ
た
中
産

層
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
中
産
層
こ
そ
デ
フ
ォ
ー
の
熱
狂
的
な
読
者
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
社
会
は
一
九
世
紀
中
葉
以
降
ま
で
貴
族
や
地
主
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
（landed gentry

）
の
支
配
体
制
が
続
い
た
と
さ
れ
る
。

爵
位
貴
族
は
一
六
八
八
年
の
時
点
で
一
六
○
家
族
を
数
え
た
に
と
ど
ま
り
、
一
八
世
紀
後
半
に
な
っ
て
も
一
八
○
家
族
あ
ま
り
に
す
ぎ
な

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
爵
位
貴
族
の
下
に
年
収
一
万
ポ
ン
ド
の
大
地
主
か
ら
五
○
○
ポ
ン
ド
の
小
地
主
ま
で
が
い

た
が
、
そ
の
総
数
は
一
七
世
紀
末
の
二
万
家
族
か
ら
一
七
五
○
年
代
に
は
一
万
八
○
○
○
家
族
に
減
少
し
た
。
し
か
し
こ
の
貴
族
と
ジ
ェ

ン
ト
リ
ー
層
が
実
質
的
な
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
層
で
あ
り
続
け
た
こ
と
は
歴
史
に
詳
し
い
。（
21
）

し
か
し
地
主
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
と
い
っ
て
も
年
収
一
万
ポ
ン
ド
を
超
え
る
大
地
主
か
ら
五
〇
〇
ポ
ン
ド
に
満
た
な
い
小
地
主
ま
で
経
済
的

な
格
差
が
あ
っ
た
。
時
代
が
下
が
る
が
、『
土
地
所
有
者
報
告
書
』（
一
八
七
四
〜
七
六
）
に
よ
る
と
、
こ
の
時
点
で
「
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
と

い
わ
れ
た
人
は
、
通
常
少
な
く
と
も
一
〇
〇
○
エ
ー
カ
ー
（
一
エ
ー
カ
ー
は
約
一
二
〇
〇
坪
）
の
土
地
を
持
っ
て
お
り
、
貴
族
と
な
る
と

一
万
エ
ー
カ
ー
以
上
の
土
地
所
有
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
土
地
の
大
半
は
家フ
ァ
ミ
リ
・
セ
ツ
ル
メ
ン
ト

族
継
承
財
産
設
定
に
よ
っ
て
長
子
に
相
続
さ
れ
た
。
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そ
し
て
こ
れ
ら
の
所
有
地
の
多
く
は
農
業
の
た
め
に
借
地
農
に
貸
し
出
さ
れ
た
が
、
地
代
は
一
エ
ー
カ
ー
に
つ
き
一
ポ
ン
ド
程
度
で
あ
っ

た
の
で
、
小
規
模
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
で
も
年
一
千
ポ
ン
ド
の
収
入
が
期
待
で
き
た
」（
22
）
と
言
わ
れ
る
。

そ
の
下
に
く
る
の
が
、
時
に
擬
似
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
も
呼
ば
れ
、
中
産
層
と
も
中
間
層
と
も
呼
ば
れ
る
階
層
で
あ
る
。
法
律
家
・
聖

職
者
な
ど
の
専
門
職
、
政
府
の
役
人
、
国
内
や
海
外
貿
易
に
従
事
す
る
富
裕
な
商
人
や
階
級
の
高
い
軍
人
な
ど
が
属
し
た
が
、
そ
の
下
に

は
国
内
の
小
売
商
や
卸
商
た
ち
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
は
様
々
な
職
人
層
や
小
規
模
の
自
作
農
や
住
み
込
み
店
員
な
ど
、
都
市
に
住
み
始
め

た
雑
多
な
人
々
が
い
た
。
こ
の
中
産
層
も
当
然
な
が
ら
年
収
や
社
会
的
地
位
に
は
大
き
な
開
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

彼
ら
も
ま
た
裕
福
な
商
人
達
と
共
に
豊
か
に
な
り
増
大
し
て
い
た
階
層
だ
っ
た
。

オ
ー
ガ
ス
タ
ン
期
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
個
人
資
産
二
〇
〇
〜
三
〇
〇
ポ
ン
ド
が
あ
り
、
年
収
五
○
ポ
ン
ド
が
あ
れ
ば
中
産
層
の
下
限
と
さ

れ
、「
心
地
よ
い
下
層
中
産
階
級
の
生
活
」
が
送
れ
た
と
言
う
。
こ
れ
は
労
働
者
階
級
の
年
収
の
三
〜
五
倍
に
相
当
し
て
い
て
、「
一
家
族

が
十
分
に
食
べ
、
使
用
人
を
一
人
雇
っ
て
生
活
で
き
る
も
の
だ
っ
た
」。
そ
の
あ
た
り
に
中
層
と
下
層
の
ラ
イ
ン
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。（
23
）

こ
の
幅
広
い
雑
多
な
人
々
を
擁
す
る
中
産
層
に
は
か
な
り
の
「
同
質
性
」
が
あ
り
、彼
ら
は
「
資
本
の
人
」（people of capital

）
で
「
利
潤
・

蓄
積
・
向
上
」
に
関
心
を
持
ち
、
徒
弟
修
業
、
企
業
経
営
、
結
婚
か
ら
消
費
の
パ
タ
ー
ン
ま
で
、
概
し
て
「
共
通
の
経
験
」
を
分
か
ち
「
顕

著
な
類
似
」
を
示
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。 

そ
し
て
言
う
な
ら
ば
こ
の
新
し
く
生
ま
れ
た
、
雑
多
で
多
様
な
中
産
層
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
商
業
革
命
と
と
も
に
国
内
に
起
こ
っ
た
生
活

革
命
の
影
響
と
恩
恵
を
も
ろ
に
受
け
た
階
層
で
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
を
通
し
て
そ
れ
ま
で
富
裕
層
し
か
享
受
で
き
な
か
っ
た
文
化
を
中
産

層
の
彼
ら
も
楽
し
み
始
め
た
。
デ
フ
ォ
ー
の
時
代
、
テ
ィ
ー
、
コ
ー
ヒ
ー
、
タ
バ
コ
、
砂
糖
は
瞬
く
間
に
貴
族
や
紳
士
階
級
の
独
占
物
か

ら
中
産
層
の
嗜
好
品
に
な
っ
て
い
っ
た
。
特
に
イ
ン
ド
産
の
キ
ャ
ラ
コ
や
絹
地
は
食
料
や
嗜
好
品
の
よ
う
に
消
費
が
限
ら
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
の
で
、
限
り
な
い
欲
望
の
対
象
に
な
っ
た
と
言
う
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
上
流
か
ら
下
層
ま
で
の
女
た
ち
の
欲
望
を
か
き
た
て
た
か

ら
、
キ
ャ
ラ
コ
の
消
費
は
増
大
し
、
や
が
て
そ
の
輸
入
量
は
食
料
品
や
嗜
好
品
を
超
え
た
と
い
う
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
消
費
を
リ
ー
ド
し

た
と
い
う
の
は
、
現
代
に
も
通
じ
て
興
味
深
い
。

こ
の
よ
う
な
幅
広
い
中
産
層
を
対
象
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
、
デ
フ
ォ
ー
の
コ
ン
ダ
ク
ト
・
ブ
ッ
ク
の
数
々
で
あ
り
、
自
分
が
主
幹
と

し
て
精
力
的
に
執
筆
し
た
『
レ
ヴ
ュ
ー
』
紙
の
記
事
で
あ
り
、数
々
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ
り
、晩
年
に
書
か
れ
た
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
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ソ
ー
』
に
始
ま
る
、
の
ち
に
小
説
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
、
教
訓
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
小
説
群
で
あ
っ
た
。

彼
ら
が
こ
ぞ
っ
て
読
ん
だ
の
が
安
価
な
娯
楽
的
な
印
刷
物
や
小
冊
子
類
や
新
聞
や
雑
誌
で
あ
り
「
小
説
」
で
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
発
達
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
く
読
ま
れ
た
宗
教
書
と
し
て
は
ジ
ョ
ン
・
バ
ニ
ヤ
ン
の
『
天
路
歴
程
』（
一
六
七
八
）
が
そ
の
代
表
で
あ
ろ

う
。
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
ダ
ク
ト
・
ブ
ッ
ク
も
求
め
ら
れ
た
。
中
間
層
の
読
者
は
自
ら
の
宗
教
観
、
価
値
観
を
代
表
す
る
読
み
も
の
を
求
め
、

デ
フ
ォ
ー
は
そ
し
て
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
も
ま
た
、
中
産
層
の
商
人
と
し
て
、
彼
ら
の
求
め
て
い
る
内
容
も
そ
の
表
現
形
式

に
求
め
ら
れ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
も
自
分
の
体
験
と
し
て
心
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
小
説
の
読
者
層
は
そ
の
後
拡
大
の
一
途
を
た
ど
り
、
イ
ギ

リ
ス
小
説
は
彼
ら
の
関
心
と
と
も
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
中
で
「
誰
が
紳
士
か
」
と
い
う
階
級
意
識
は
彼
ら
の
マ
ナ
ー
や
心

理
と
共
に
関
心
の
最
も
先
鋭
な
部
分
と
な
り
、
小
説
の
主
た
る
テ
ー
マ
と
な
る
。

○ 

「
誰
が
紳
士
か
」

デ
フ
ォ
ー
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
は
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
紳
士
」（born-gentlem

an

）
で
は
さ
ら
さ
ら
な
か
っ
た

こ
と
だ
。
デ
フ
ォ
ー
は
元
々
の
姓
のF
oe

にde

を
付
け
足
し
て
、
貴
族
の
苗
字
ら
し
く
見
せ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
たF

oe

に
敵
の

意
味
が
あ
る
の
を
嫌
っ
てD

efoe

と
し
た
と
言
う
説
も
あ
る
。
真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
で
あ
る
が
、
名
前
を
紳
士
ら
し
く
変
え
た
と
す
れ
ば
、

デ
フ
ォ
ー
の
「
紳
士
」
に
対
す
る
「
商
人
」
の
コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
を
示
す
も
の
と
し
て
非
常
に
興
味
深
い
話
で
あ
る
。
デ
フ
ォ
ー
と
中
産

層
の
関
心
の
中
心
に
は
常
に
「
階
級
」
が
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
デ
フ
ォ
ー
は
一
七
○
一
年
に
『
生
粋
の
イ
ギ
リ
ス
人
』（T

he T
rue-B

orn E
nglishm

an

）
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
名
誉
革

命
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
国
王
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
ウ
イ
リ
ア
ム
三
世
に
対
す
る
非
難
に
抗
議
し
て
書
か
れ
た
長
詩
で
あ
る
。
当
時
の
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
こ
の
一
二
一
六
行
か
ら
な
る
詩
の
主
題
は
一
体
イ
ギ
リ
ス
人
と
は
何
者
か
を
問
い
、
ウ
イ
リ
ア
ム
三
世
を
外
国
人

だ
と
非
難
す
る
人
た
ち
に
一
矢
を
報
い
た
の
で
あ
る
。

シ
ー
ザ
ー
の
率
い
る
ロ
ー
マ
軍
の
侵
入
以
来
、
ア
ン
グ
ル
人
、
サ
ク
ソ
ン
人
、
デ
ー
ン
人
、
ノ
ル
マ
ン
人
な
ど
外
国
人
が
侵
入
し
、
ブ

リ
テ
ン
人
と
混
じ
り
合
い
、
ウ
エ
ー
ル
ズ
人
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
が
加
わ
り
、「
こ
の
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
、
卑
し
い
生
ま
れ
の
群
衆
か
ら

　

こ
の
イ
ギ
リ
ス
人
と
い
う　

高
慢
な
意
地
の
悪
い
も
の
が
出
現
し
た
」。（
24
）
イ
ギ
リ
ス
人
と
は
本
来
雑
種
の
民
族
な
の
だ
。「
そ
の
胸
も

む
か
つ
く
よ
う
な
ゴ
チ
ャ
マ
ゼ
の
雑
種
の
中
に
流
れ
て
い
る
の
が
純
粋
な
イ
ギ
リ
ス
人
の
血
だ
と
言
う
の
で
す
か
」（
四
二
）
と
デ
フ
ォ
ー
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は
歌
う
。
そ
し
て
「
ど
ん
な
手
段
で
あ
れ　

金
さ
え
あ
れ
ば　

職
人
も
貴
族　

な
ら
ず
者
も
紳
士
に
な
る
の
が
こ
こ
イ
ギ
リ
ス　

家
柄
や

生
ま
れ
は
こ
こ
で
は
不
要　

図
々
し
さ
と
金
さ
え
あ
れ
ば
貴
族
に
な
れ
る
」（
四
五
）
と
す
る
。
し
か
し
デ
フ
ォ
ー
は
精
一
杯
の
皮
肉
を

こ
め
て
詩
を
次
の
よ
う
に
終
わ
ら
せ
る
。「
我
々
を
偉
大
に
す
る
も
の
は
個
人
の
人
格
で
あ
る
」（‘T

is P
ersonal V

irtue only m
akes us 

G
reat.

）（
七
一
）
と
。

こ
こ
で
デ
フ
ォ
ー
が
示
し
た
こ
と
は
全
て
歴
史
上
の
事
実
で
あ
っ
た
か
ら
、
読
者
は
納
得
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。「
雑
多
な
血
の
混
じ

り
合
っ
た
、
雑
種
と
言
え
る
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
人
」「
貴
族
と
い
っ
て
も
元
を
た
だ
せ
ば
外
国
か
ら
の
征
服
者
」
と
歌
っ
た
デ
フ
ォ
ー
の
貴

族
や
地
主
紳
士
階
級
何
す
る
も
の
か
と
い
う
気
概
は
中
産
層
の
人
々
の
心
を
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
貴
族
と
地
主
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
と
中
産
層
、
と
く
に
中
産
層
の
中
で
も
莫
大
な
利
益
を
上
げ
て
大
金
持
ち
に
な
っ
た
大
商
人

や
大
貿
易
商
人
た
ち
と
の
関
係
は
実
に
興
味
深
い
話
題
で
あ
る
。
大
金
持
ち
の
大
商
人
や
貿
易
商
人
が
借
金
で
落
ち
ぶ
れ
た
貴
族
や
紳
士

を
救
う
と
言
う
構
図
と
し
て
。
こ
う
し
た
問
題
に
赤
裸
々
に
触
れ
て
い
る
の
が
デ
フ
ォ
ー
の
晩
年
に
書
か
れ
た
『
完
璧
な
イ
ギ
リ
ス
商
人
』

（T
he C

om
plete E

nglish T
radesm

an, 1725

）
と
未
完
の
『
完
璧
な
イ
ギ
リ
ス
紳
士
』（T

he C
om

plete E
nglish G

entlem
an, 1728-29

）

で
あ
る
。

『
完
璧
な
イ
ギ
リ
ス
商
人
』
は
二
巻
か
ら
な
る
。
デ
フ
ォ
ー
はtrade 

とtradesm
an

、m
erchant

と com
m

erce

と
い
っ
た
言
葉
を
基
本

的
に
は
前
者
を
国
内
商
業
関
係
と
後
者
を
海
外
貿
易
関
係
に
使
い
分
け
て
い
る
よ
う
だ
が
、
一
巻
は
国
内
の
商
業
取
引
に
関
わ
り
こ
れ
か

ら
商
人
と
し
て
生
計
を
立
て
て
ゆ
こ
う
と
す
る
若
い
人
た
ち
へ
の
様
々
な
心
得
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
資
力
の
範
囲
内
で
商
売

せ
よ
と
借
金
を
戒
め
た
り
、
帳
簿
を
つ
け
る
こ
と
が
い
か
に
大
切
か
と
簿
記
を
薦
め
た
り
し
て
い
る
。
二
巻
で
は
国
内
商
工
業
は
必
然
的

に
海
外
と
の
交
易
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
商
工
業
を
広
く
他
の
諸
国
と
比
較
し
交
易
全
体
像
の
把
握
の
必
要
性

を
論
じ
て
い
る
。

全
体
と
し
て
こ
こ
に
は
当
然
な
こ
と
と
し
て
お
お
ら
か
な
「
イ
ギ
リ
ス
商
人
賛
歌
」「
商
業
・
産
業
国
イ
ギ
リ
ス
賛
歌
」「
貿
易
國
イ
ギ

リ
ス
賛
歌
」
が
謳
歌
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
二
四
章
の
序
は
「
こ
れ
ら
は
イ
ギ
リ
ス
貴
族
の
中
で
い
く
つ
か
の
名
だ
た
る
家
系
図
か
ら
抜

き
出
し
た
例
で
あ
る
。
彼
ら
の
い
く
つ
か
は
商
業
の
お
か
げ
で
そ
の
地
位
が
上
が
り
、
ま
た
他
の
い
く
つ
か
は
商
人
の
家
系
と
の
深
慮
あ

る
縁
組
み
の
お
か
げ
で
家
系
や
財
産
を
守
る
こ
と
が
で
き
た
」（
25
）
と
し
て
由
緒
あ
る
貴
族
た
ち
の
家
名
が
一
三
ペ
ー
ジ
に
亘
っ
て
長
々
と

書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
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ま
た
二
五
章
の
序
は
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
「
商
業
・
交
易
の
勧
め
」
で
あ
る
。「
他
の
い
か
な
る
諸
国
よ
り
も
イ
ギ
リ
ス
の
商
業
が
優

れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
世
界
に
お
け
る
最
も
大
き
な
商
業
国
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
国
の
気
候
は
生
活
に
最
適
で
あ

る
こ
と
、
我
が
国
民
は
最
も
頑
健
で
優
れ
て
い
る
こ
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
商
人
は
最
も
清
廉
潔
白
で
あ
る
こ
と
、
国
家
の
富
は
主
と
し

て
彼
ら
に
所
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
商
業
は
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
階
級
の
零
落
を
常
に
救
っ
て
き
た
こ
と
、
普
通
の
商
人
が
年
収
五
〇
〇
ポ
ン

ド
の
紳
士
よ
り
も
、
多
く
の
金
を
使
え
る
こ
と
、
所
領
は
池
だ
が
商
売
は
泉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
こ
で
は
商
人
の
子
弟
は
勇
敢
な
精

神
と
寛
大
な
心
を
も
っ
て
い
た
な
ら
、
最
も
高
貴
な
家
系
の
子
弟
に
も
劣
ら
な
い
、
…
…
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
発
展
は
征
服
で
は
な

く
、
商
売
に
よ
る
も
の
だ
。
地
代
も
い
か
に
商
売
に
頼
っ
て
い
る
こ
と
か
」（
二
四
一
）
と
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
で
も
『
イ
ギ
リ
ス
通
商
案
』
で
示
し
た
植
民
地
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
。
我
ら
の
植
民
地
ア
メ
リ
カ
の
シ
ュ
ガ
ー
・
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
タ
バ
コ
・
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
奴
隷
と
し
て
働
か
せ
る
た
め
に
ア
フ
リ
カ
か
ら
運
ぶ
ニ
グ
ロ
は
別
と
し
て
、
こ
の

よ
う
な
植
民
地
に
は
我
が
国
民
を
住
ま
わ
せ
る
の
だ
。
グ
レ
イ
ト
ブ
リ
テ
ン
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
臣
民
だ
、
主
と
し
て
前
者
だ
が
。
植
民

地
の
原
住
民
は
よ
り
奥
地
に
移
住
す
る
か
、
仲
間
内
の
喧
嘩
や
裏
切
り
で
我
々
に
戦
争
を
仕
掛
け
て
き
て
、
撲
滅
さ
れ
切
り
捨
て
ら
れ
る

か
す
る
だ
ろ
う
（
二
五
○
）。
原
住
民
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

デ
フ
ォ
ー
に
と
っ
て
は
『
イ
ギ
リ
ス
通
商
案
』
も
『
完
璧
な
イ
ギ
リ
ス
商
人
』
も
中
産
層
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
を
よ
り
豊

か
に
し
、
よ
り
発
展
さ
せ
る
た
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
経
済
人
デ
フ
ォ
ー
の
目
前
に
は
ク
ル
ー
ソ
ー
の
前
に

広
が
っ
て
い
た
よ
う
な
、
広
い
大
海
が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
植
民
地
と
繋
が
り
、
利
益
を
生
み
出
す
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
。

死
の
直
前
に
書
か
れ
た
未
完
の
書
『
完
璧
な
イ
ギ
リ
ス
紳
士
』
は
商
人
の
立
場
を
常
に
擁
護
し
て
き
た
デ
フ
ォ
ー
に
と
っ
て
最
期
に
あ

え
て
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
商
人
も
努
力
す
れ
ば
立
派
な
紳
士
に
な
れ
る
、
大
切
な
の
は
人
格
だ
と
い
う

あ
の『
生
粋
の
イ
ギ
リ
ス
人
』の
最
後
の
行
を
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
デ
フ
ォ
ー
は
紳
士
に
は「
生
ま
れ
な
が
ら
の
紳
士
」（the 

born gentlem
an

）
と
「
育
て
ら
れ
た
紳
士
」（the bred gentlem

an
）
が
あ
る
と
言
う
。（
26
） 

時
に
（gentlem

an by birth

）
と
か
（gentlem

an 

by education

）
と
言
う
言
葉
も
使
っ
て
い
る
（
四
八
）。
そ
し
て
真
の
紳
士
と
は
こ
の
両
方
を
備
え
た
人
で
あ
る
と
し
、
家
柄
が
良
く
て

も
人
格
に
問
題
が
あ
り
、
適
切
な
教
育
を
受
け
て
い
な
い
人
は
紳
士
と
は
言
え
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
学
校
で
適
切
な
教
育

を
受
け
て
勉
強
や
読
書
に
よ
っ
て
資
質
を
開
花
さ
せ
、
努
力
を
し
て
謙
虚
で
礼
儀
正
し
い
、
紳
士
に
ふ
さ
わ
し
い
振
る
舞
い
を
身
に
つ
け

た
人
は
紳
士
で
あ
る
。
名
声
や
財
産
や
著
名
な
父
親
や
家
柄
が
な
く
て
も
紳
士
だ
と
書
い
た
（
二
五
八
）。
こ
こ
に
は
貴
族
や
紳
士
階
級
に
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対
す
る
商
人
で
あ
り
、
中
産
層
を
代
表
す
る
デ
フ
ォ
ー
の
本
音
と
自
負
心
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
時
代
、
貴
族
や
紳
士
階
級
と
富
裕
な
商
人
達
と
の
間
の
階
級
を
越
え
た
結
婚
（cross-class m

arriage

）
は
デ
フ
ォ
ー
が
書
き
並

べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
時
代
以
上
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
裕
福
な
商
人
達
は
子
弟
の
教
育
で
も
貴
族
や
紳
士
の

世
界
に
入
り
込
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
そ
の
後
に
続
く
階
級
と
階
級
が
撹
乱
さ
れ
る
時
代
に
よ
り
強
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
書
に
は
興
味
深
い
こ
と
に
は
商
人
に
紳
士
た
る
道
を
説
く
と
と
も
に
所
領
を
管
理
す
る
典
型
的
な
カ
ン
ト
リ
ー
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー

に
も
彼
ら
の
紳
士
の
あ
り
方
を
教
え
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
生
ま
れ
な
が
ら
の
所
領
を
持
つ
紳
士
の
な
す
べ
き
こ
と
と
は
「
貸
し
て
い
る

土
地
の
管
理
を
し
、
父
か
ら
受
け
継
い
だ
土
地
差
配
人
達
と
話
し
合
い
、
そ
れ
か
ら
借
地
人
達
と
も
話
し
合
っ
て
、
所
領
そ
の
も
の
に
つ

い
て
、
そ
れ
か
ら
所
領
の
状
態
に
つ
い
て
主
人
と
し
て
熟
知
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
古
い
借
地
権
の
切
れ
た
と
こ
ろ
に
は
新
し
い
借
地

権
を
命
じ
、
農
場
や
納
屋
の
修
理
を
命
じ
、
新
し
い
も
の
を
建
て
さ
せ
、
貧
し
い
農
民
の
た
め
に
古
く
な
っ
て
倒
れ
た
い
く
つ
か
の
コ
テ

ジ
は
建
て
か
え
て
や
る
、
要
す
る
に
借
地
人
達
を
元
気
づ
け
、
所
領
を
改
善
で
き
る
こ
と
は
全
て
す
る
、
そ
し
て
借
地
人
達
に
領
主
が
こ

こ
に
共
に
住
ん
で
く
れ
る
つ
も
り
だ
と
い
う
こ
と
を
わ
か
ら
せ
る
よ
う
に
」 （
二
六
九
―
七
〇
）
す
る
の
が
大
事
だ
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に

で
き
る
者
は
立
派
な
紳
士
で
あ
る
と
言
う
。

こ
こ
に
は
所
領
を
管
理
す
る
も
の
が
心
得
る
べ
き
全
て
が
記
さ
れ
て
い
る
。
デ
フ
ォ
ー
は
こ
の
書
で
紳
士
た
る
も
の
の
資
格
は
そ
の
人

間
性
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
れ
は
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
紳
士
」
に
も
「
育
て
ら
れ
た
紳
士
」
に
も
、
す
な
わ
ち
貴
族
や
紳
士
階
級

に
も
商
人
階
級
に
も
同
じ
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
も
の
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
真
の
紳
士
像
の
提
示
が
あ
り
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
・

イ
デ
ア
ー
ル
の
模
索
が
あ
り
、
特
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
小
説
で
扱
わ
れ
る
「
誰
が
紳
士
か
」
と
い
う
主
題
の
萌
芽
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
は
上
述
し
た
よ
う
な
特
色
を
備
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
〈
始
ま
り
〉
と
な
っ
た
。
ま
ず
ク
ル
ー
ソ
ー

の
内
省
的
な
一
日
一
日
が
聖
書
か
ら
の
引
用
と
と
も
に
克
明
に
記
録
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
こ
の
書
は
宗
教
的
な
個
人
心
理
へ
の

関
心
が
物
語
の
主
題
と
な
る
道
を
拓
い
た
と
ワ
ッ
ト
は
指
摘
す
る
。
ワ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
こ
の
傾
向
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
、

ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
、
D
・
H
・
ロ
ー
レ
ン
ス
と
い
っ
た
小
説
家
に
引
き
継
が
れ
た
。「
彼
ら
は
皆
、
人
生
を
絶
え
ざ
る
道
徳
的
、
社
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会
的
闘
争
と
み
な
す
極
め
て
生
彩
に
富
む
人
生
観
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
皆
、
日
常
生
活
に
お
け
る
一
つ
一
つ
の
出
来
事
は
、
理

性
と
良
心
を
精
一
杯
働
か
せ
な
い
と
正
し
い
行
動
が
で
き
な
い
、
本
質
的
に
道
徳
と
関
わ
る
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
て

い
た
。
彼
ら
は
皆
、
内
省
と
観
察
に
よ
っ
て
道
徳
的
確
信
が
も
て
る
個
人
的
な
体
系
を
創
る
こ
と
に
努
め
た
」（
27
）
と
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク

ル
ー
ソ
ー
』
の
影
響
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
家
た
ち
は
自
己
と
向
き
合
う
心
情
の
真
摯
さ
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
持
つ

生
真
面
目
さ
を
受
け
継
ぐ
と
言
え
よ
う
。

J
・
M
・
ク
ッ
ツ
ェ
ー
は
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
論
で
、
デ
フ
ォ
ー
の
ク
ル
ー
ソ
ー
の
描
き
方
は
時
に
優
れ
た
ひ
ら
め
き
を

見
せ
る
も
の
の
、「
デ
フ
ォ
ー
は
、
魂
と
そ
の
動
き
を
分
析
す
る
の
に
あ
ま
り
に
も
キ
リ
ス
ト
教
的
治
療
学
に
た
よ
っ
て
い
る
の
で
、
本
質

的
に
近
代
人
と
は
言
え
な
い
」（
28
）
と
喝
破
し
て
い
る
。
デ
フ
ォ
ー
が
描
く
ク
ル
ー
ソ
ー
の
内
面
生
活
の
苦
悩
は
あ
る
意
味
で
常
に
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
ク
ル
ー
ソ
ー
の
苦
悩
す
る
自
己
は
近
代
人
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
宗
教
的
す
ぎ
る
と

言
う
か
単
純
す
ぎ
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
傾
向
は
い
み
じ
く
も
ワ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス

小
説
の
顕
著
な
一
特
徴
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
た
し
か
な
事
実
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ク
ル
ー
ソ
ー
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
持
つ
こ
の
生
真
面
目
さ
、
内
省
を
特
色
と
す
る
道
徳
性
、
は
ま
た
世
俗
化
し
た

国
教
会
批
判
へ
と
向
か
う
流
れ
も
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
国
教
会
の
世
俗
化
し
た
聖
職
者
た
ち
は
し
ば
し
ば
時
に
揶

揄
、
時
に
憐
憫
、
時
に
怒
り
の
対
象
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
小
説
に
登
場
す
る
。
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
『
高
慢
と
偏
見
』（
一
八
一
三
）

の
コ
リ
ン
ズ
牧
師
や
『
エ
マ
』（
一
八
一
六
）
の
エ
ル
ト
ン
牧
師
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
ミ
ド
ル
マ
ー
チ
』（
一
八
七
一
―
二
）

の
カ
ゾ
ー
ボ
ン
師
な
ど
、
た
ち
ま
ち
何
名
か
の
名
前
が
あ
が
る
だ
ろ
う
。
ト
マ
ス
・
ハ
ー
デ
ィ
の
『
日
陰
者
ジ
ュ
ー
ド
』（
一
八
九
六
）
で

は
制
度
と
し
て
の
国
教
会
そ
の
も
の
が
無
く
な
る
べ
き
だ
と
し
て
ジ
ュ
ー
ド
に
よ
っ
て
弾
劾
さ
れ
る
。『
日
陰
者
ジ
ュ
ー
ド
』
で
は
国
教
会

制
度
は
ス
ー
・
ブ
ラ
イ
ド
ヘ
ッ
ド
に
狂
気
を
、
ジ
ュ
ー
ド
に
死
を
も
た
ら
す
。

ま
た
ク
ル
ー
ソ
ー
の
経
済
性
を
優
先
す
る
考
え
は
女
の
扱
い
方
で
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
女
は
男
の
数
に
合
わ
せ
て
調
達
さ
れ
る
。
ク
ル
ー

ソ
ー
の
経
済
的
個
人
主
義
、
す
な
わ
ち
自
分
に
と
っ
て
の
有
用
性
が
何
よ
り
も
優
先
す
る
と
言
う
思
考
パ
タ
ー
ン
は
ど
の
よ
う
に
そ
の
後

の
小
説
の
流
れ
と
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
。
ク
ル
ー
ソ
ー
に
あ
っ
て
は
自
然
の
美
や
芸
術
の
審
美
的
な
世
界
は
存
在
し
な
い
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
小
説
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
女
も
女
で
あ
れ
ば
良
い
の
で
く
じ
で
相
手

を
決
め
る
。
女
も
こ
の
有
用
性
、
経
済
優
先
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
必
需
品
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
の
こ
う
し
た
「
女
」
の
」
描
か
れ
方
は
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
女
た
ち
の
描
か
れ
方
と
は
無
関
係

と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
半
ば
過
ぎ
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
小
説
に
と
っ
て
性
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。
ト
マ
ス
・

ハ
ー
デ
ィ
は
そ
れ
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
女
た
ち
は
た
だ
の
人
形
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
初
め
て
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
赤

裸
々
に
描
い
た
。
そ
れ
ま
で
「
女
性
の
身
体
は
結
婚
と
家
庭
と
い
う
ド
メ
ス
テ
イ
ッ
ク
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
配
さ
れ
、
聖
な
る
母
性
と

い
う
「
制
度
」
の
美
名
の
も
と
に
機
能
し
、
階
級
と
帝
国
の
安
泰
と
植
民
地
支
配
の
推
進
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
機
能

の
中
に
取
り
込
ま
れ
」（
29
）
て
い
た
。
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
小
説
の
女
性
が
官
能
性
豊
か
に
描
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
小
説

で
は
ハ
ー
デ
ィ
に
よ
っ
て
初
め
て
知
性
も
肉
体
も
備
え
た
等
身
大
の
女
性
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
で

モ
ノ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
蛮
人
の
女
た
ち
や
ス
ペ
イ
ン
人
に
あ
て
が
わ
れ
る
た
め
に
島
に
連
れ
て
行
か
れ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
女
た
ち
。

モ
ノ
と
し
て
描
か
れ
た
女
た
ち
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
「
制
度
」
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
描
か
れ
た
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
女
た
ち
と
ど
こ
か

で
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

モ
ノ
と
し
て
扱
わ
れ
た
フ
ラ
イ
デ
ー
の
末
裔
た
ち
は
ど
う
な
っ
た
か
。
イ
ギ
リ
ス
小
説
は
確
実
に
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
国
教
会
体
制

や
貴
族
・
地
主
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
の
支
配
体
制
、
ひ
い
て
は
植
民
地
拡
張
と
い
う
大
英
帝
国
の
国
策
に
対
す
る
「
否ノ
ン

」
を
発
信
し
続
け
て
き

た
と
言
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
が
様
々
な
状
況
や
体
制
に
抵
抗
す
る
人
間
と
し
て
の
声
を
あ
げ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
エ
リ

ザ
ベ
ス
・
ベ
ネ
ッ
ト
も
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
ア
も
ド
ロ
シ
ア
・
ブ
ル
ッ
ク
も
、
ジ
ュ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
リ
ィ
も
。
ト
マ
ス
・
ハ
ー
デ
ィ
は
ウ
エ
セ
ッ

ク
ス
の
畑
に
立
ち
上
が
り
、
拳
を
振
り
上
げ
た
し
、（
30
）
ジ
ョ
ゼ
フ
・
コ
ン
ラ
ッ
ド
は
ア
フ
リ
カ
の
『
闇
の
奥
』（
一
九
〇
二
）
で
ク
ル
ツ

の
鋭
い
叫
び
を
伝
え
た
。
し
か
し
そ
の
陰
で
フ
ラ
イ
デ
ー
の
末
裔
た
ち
は
奴
隷
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
。『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
』

（
一
八
一
四
）
の
ア
ン
テ
ィ
ガ
の
よ
う
に
当
然
の
も
の
と
し
て
さ
り
げ
な
く
、
あ
る
い
は
『
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
ア
』（
一
八
四
七
）
の
屋
根
裏

の
狂
女
と
し
て
隠
さ
れ
て
そ
こ
い
た
。「
植
民
地
」
は
ご
く
当
た
り
前
の
も
の
と
し
て
登
場
人
物
た
ち
の
周
り
に
存
在
し
、「
大
英
帝
国
」

は
日
常
の
舞
台
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
イ
デ
ー
は
ク
ル
ー
ソ
ー
か
ら
名
前
を
与
え
ら
れ
、
彼
を
旦マ
ス
タ
ー

那
様
と
呼
ぶ
よ
う
に
言
わ
れ
、
主
人
の
言
葉
を
自
分
の
言
葉
と
し
て
覚

え
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
フ
ラ
イ
デ
ー
と
い
う
も
の
だ
と
、
人
々
は
理
解
し
て
い
た
。
未
開
人
が
文
明
人
の
言
葉
を
覚
え
る
の
は
当
前
の

こ
と
だ
と
。
少
な
く
と
も
、
J
・
M
・
ク
ッ
ツ
ェ
ー
のF

oe

（1986

）
が
書
か
れ
る
ま
で
は
。
ク
ッ
ツ
ェ
ー
の
フ
ラ
イ
デ
ー
に
は
舌
が
な
か
っ

た
。
ク
ッ
ツ
ェ
ー
のF

oe

は
ま
さ
に
舌
が
あ
っ
て
も
語
る
言
葉
を
持
た
な
い
デ
フ
ォ
ー
の
フ
ラ
イ
デ
ー
を
語
る
物
語
と
な
っ
た
。
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デ
フ
ォ
ー
と
ク
ル
ー
ソ
ー
が
体
現
す
る
中
産
層
の
階
級
意
識
、
そ
の
階
級
上
昇
志
向
、
そ
し
て
「
誰
が
紳
士
か
」
と
い
う
問
い
も
ま
た

イ
ギ
リ
ス
小
説
の
も
っ
と
も
興
味
あ
る
主
題
と
な
っ
て
繰
り
返
し
扱
わ
れ
て
き
た
。
個
人
と
個
人
の
社
会
的
な
人
間
関
係
を
主
要
な
関
心

と
し
た
小
説
に
と
っ
て
、
階
級
と
い
う
社
会
現
象
が
人
間
関
係
に
及
ぼ
す
様
々
な
心
理
状
況
ほ
ど
格
好
の
主
題
は
な
い
。
階
級
が
問
題
に

な
ら
な
い
イ
ギ
リ
ス
小
説
は
な
い
と
さ
え
言
わ
れ
る
。
見
知
ら
ぬ
イ
ギ
リ
ス
人
二
人
が
向
か
い
あ
え
ば
互
い
の
階
級
を
探
り
合
っ
て
い
る

と
か
。
貴
族
や
カ
ン
ト
リ
ー
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
の
所
領
の
あ
が
り
に
依
存
し
た
地
位
が
、
新
興
の
大
商
人
ら
に
脅
か
さ
れ
、「
階
級
」
が
撹

乱
さ
れ
る
。「
階
級
」
は
小
説
の
格
好
の
主
題
と
な
っ
て
い
っ
た
。

今
日
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
独
立
を
果
た
し
た
、
大
英
帝
国
の
元
植
民
地
の
国
々
か
ら
舌
を
得
た
フ
ラ
イ
デ
ー
た
ち
が
紡
ぎ
始
め
た
文

学
が
花
開
い
て
い
る
。
彼
ら
は
自
ら
の
状
況
を
語
り
始
め
た
。
彼
ら
の
多
く
は
英
語
で
書
く
（
脱
英
語
を
試
み
て
自
ら
の
言
語
で
書
く
こ

と
を
実
験
す
る
作
家
も
い
る
が
）。
伝
統
的
な
英
文
学
は
彼
ら
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
、
従
来
の
英
文
学
の
枠
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
言
わ
れ

る
。
し
か
し
ま
た
彼
ら
は
デ
フ
ォ
ー
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
伝
統
を
ま
る
で
自
ら
の
伝
統
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
書
い
て
い
る
よ
う
に

も
見
え
る
。
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
あ
の
長
い
伝
統
は
彼
ら
の
用
い
る
英
語
の
な
か
で
蠢
い
て
、
生
き
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
彼
ら

は
英
語
と
い
う
言
葉
の
な
か
で
影
響
な
ど
と
い
う
言
葉
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
「
深
い
影
響
」
を
受
け
て
い
る
。
彼
ら
は
彼
ら
を
支
配
し

て
い
た
人
た
ち
の
言
葉
を
使
っ
て
書
く
。
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
時
代
、本
国
も
元
植
民
地
も
含
め
て
世
界
各
地
で
「
宗
教
」「
人
種
」

「
階
級
」「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」「
言
語
」「
マ
ナ
ー
」「
金
」
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
悲
喜
劇
が
、今
や
「
世
界
文
学
」
と
い
う
「
英
語
文
学
」

と
し
て
語
ら
れ
始
め
た
。

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
現
代
に
あ
っ
て
、『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
が
書
か
れ
て
か
ら
三
〇
〇
年
に

わ
た
る
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
流
れ
を
顧
み
る
と
き
、『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
は
確
実
に
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
様
々
な
流
れ
の
源
泉
で
あ
っ

た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
源
泉
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
流
れ
と
な
っ
て
三
〇
〇
年
を
流
れ
た
か
。
そ
の
大
河
の
中

で
イ
ギ
リ
ス
小
説
は
何
を
ど
の
よ
う
に
問
う
て
き
た
の
か
。
そ
し
て
そ
の
流
れ
は
今
後
何
を
ど
の
よ
う
に
問
う
て
い
く
の
か
。
混
沌
の
中

で
未
来
を
模
索
す
る
二
一
世
紀
に
あ
っ
て
、「
英
語
文
学
」
の
源
流
と
し
て
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
の
重
要
性
は
あ
ら
た
め
て
強

調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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注1 
Ian W

att, T
he R

ise of the N
ovel （C

hatto &
 W

indus, 1957

）　

以
下
本
書
か
ら
の
引
用
は
『
小
説
の
勃
興
』
藤
田
永
祐
訳
を
使
わ
せ
て
頂
い
た
。

2 
M

. 

グ
リ
ー
ン
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
物
語
』
岩
尾
龍
太
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
、　

 

五
七
頁
。

3 
岩
尾
龍
太
郎
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
小
史
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
○
年
、
一
五
九
―
六
○
頁
。

4 

塩
谷
清
人
『
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
の
世
界
』
世
界
思
想
社
、
二
○
一
一
、三
○
―
三
二
頁
。
デ
フ
ォ
ー
の
著
作
の
全
て
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
の
著
書
は
わ
が
国
に
お
け
る
初

め
て
の
秀
れ
た
試
み
で
、
わ
が
国
で
は
入
手
不
可
能
な
資
料
も
含
め
て
、
デ
フ
ォ
ー
の
全
貌
を
知
る
に
は
必
須
の
書
で
あ
る
。
こ
の
書
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
は
多
か
っ
た
。

5 

塩
谷　

一
○
六
ペ
ー
ジ
。

6 
M

axim
illian E

. N
ovak, D

aniel D
efoe: M

aster of F
ictions （O

xford, 2001

）, pp.555-56.

7 
M

axim
illian E

. N
ovak, T

ransform
ations, Ideology, and the R

eal in D
efoe

’s R
obinson C

rusoe and O
ther N

arratives （U
niversity of D

elaw
are Press, 2015

）, pp. 84-86.

8 

ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
上
下
平
井
正
穂
訳
，
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
、一
九
七
一
、七
頁
。『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
第
一
部
と
第
二
部

の
引
用
は
本
書
に
拠
る
。
引
用
箇
所
は
本
文
中
に
訳
書
の
頁
数
を
記
し
た
。

9 
D

aniel D
efoe, T

he N
ovels of D

aniel D
efoe, V

ol.3: Serious R
eflections during the L

ife and Surprising A
dventures of R

obinson C
rusoe, ed. G

. A
. Starr （Pickering &

 

C
hatto, 2008

）, p.51. 

以
下
こ
の
書
か
ら
の
引
用
は R

eflections 

と
し
て
本
文
中
に
頁
数
を
記
し
た
。

10 
Srinivas A

ravam
udan, 

‘D
efoe, com

m
erce, and em

pire
’, T

he C
am

bridge C
om

panion to D
aniel D

efoe, ed. John R
ichetti （C

am
bridge U

P, 2008

）, p. 62.

11 
L

inda C
olley, B

ritons: F
orging the N

ation: 1707-1837 （Y
ale U

P, 1992

）, p.6. 

12 

塩
谷　

一
六
一
頁
。

13 
C

olley, p.18.

14 

今
井
宏
編
『
イ
ギ
リ
ス
史
２
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
三
七
九
頁
。

15 

マ
ー
カ
ス
・
レ
デ
ィ
カ
ー
『
奴
隷
船
の
歴
史
』
上
野
直
子
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
五
頁
。

16 
C

olley, p. 53.

17 

ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
武
田
将
明
訳
、
河
出
文
庫
、
二
〇
一
一
年
、
四
五
八
頁
。

18 

ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
『
イ
ギ
リ
ス
通
商
案
』
泉
谷
治
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
。
こ
の
書
の
訳
文
は
本
書
に
拠
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
引
用
箇
所
は
本
文
中
に

頁
数
を
記
し
た
。
書
の
タ
イ
ト
ル
もcom

m
erce

と
は
デ
フ
ォ
ー
に
よ
っ
て
主
と
し
て
外
国
と
の
交
易
を
意
味
し
て
使
わ
れ
て
い
る
し
、plan

も
将
来
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
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る
と
考
え
ら
れ
の
で
、
こ
の
書
名
訳
が
も
っ
と
も
妥
当
だ
と
考
え
る
。

19 
W

att, pp. 35-59.
20 

Ibid., p.88.
21 
今
井
宏
編
三
六
三
―
六
四
頁
。

22 

村
岡
健
次
・
木
畑
洋
一
編
『
イ
ギ
リ
ス
史
３
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
一
二
五
頁
。

23 

関
口
尚
志
・
梅
津
順
一
・
道
重
一
郎
『
中
産
層
文
化
と
近
代
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
九
年
、
三
二
頁
―
四
一
頁
。
こ
こ
に
紹
介
し
た
中
産
層
に
関
し
て
は
、
関
口
尚
志
「
中

産
層
文
化
と
デ
フ
ォ
ー
の
世
界
」
か
ら
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
謝
し
た
い
。

24 
D

aniel D
efoe, T

he Shortest W
ay w

ith the D
issenters and O

ther P
am

phlets （B
asil B

lackw
ell, 1927

）, p.37. 

以
下
本
書
か
ら
の
引
用
は
本
文
中
に
頁
数
を
記
し
た
。
訳
文
は

拙
訳
に
よ
る
。

25 
D

aniel D
efoe, T

he C
om

plete E
nglish T

radesm
an V

ol. I, II （O
xford A

M
S edition, 1973

）, V
ol. I, p. 227. 

以
下
本
書
か
ら
の
引
用
は
本
文
中
に
頁
数
を
記
し
た
。
訳
文
は
拙

訳
に
よ
る
。

26 
D

aniel D
efoe, T

he C
om

plete E
nglish G

entlem
an （D

avid N
utt, 2011

）, p.3. 

以
下
本
書
か
ら
の
引
用
は
本
文
中
に
頁
数
を
記
し
た
、
訳
文
は
拙
訳
に
よ
る
。

27 
W

att, pp. 84-85.

28 
J. M

. C
oetzee, Stranger Shores: E

ssays 1986-1999 （V
intage, 2002

）, p. 23.

29 

土
屋
倭
子
『〈
女
〉
と
い
う
制
度
』
南
雲
堂
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
九
―
七
〇
頁
。

30 
R

. G
. C

ox, ed., T
he C

ritical H
eritage: T

hom
as H

ardy, 1979

（R
outledge, 1995

）, p. 269. 

ハ
ー
デ
ィ
の
友
人E

dm
und G

osse

はC
osm

opolis

誌（
一
八
九
六
年
一
月
号
）で
、

『
日
陰
者
ジ
ュ
ー
ド
』
論
を
発
表
し
た
が
、
そ
の
中
で
社
会
体
制
へ
の
怒
り
を
爆
発
さ
せ
た
ハ
ー
デ
ィ
を
こ
の
よ
う
に
評
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
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和
書
・
訳
書

岩
尾
龍
太
郎
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
砦
』
青
土
社
、
一
九
九
四
年
。

　
　
　
　
　

  『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
小
史
』
み
す
ず
書
房
、
二
○
○
○
年
。

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
。

ジ
ョ
イ
ス
・
M
・
エ
リ
ス
『
長
い
18
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
都
市
：1680-1840

』
松
塚
俊
三
・
小
西
恵
美
・
、
三
時
真
貴
子
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
○
○
八
年
。

大
塚
久
雄
『
近
代
化
の
人
間
的
基
礎
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
。

川
北
稔
『
民
衆
の
大
英
帝
国

―
近
世
イ
ギ
リ
ス
社
会
と
ア
メ
リ
カ
移
民
』
岩
波
書
店
、
二
○
○
八
年
。『
世
界
シ
ス
テ
ム
論
講
義
』
筑
摩
書
房
、
二
○
一
六
年
。

川
北
稔
編
『
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
』
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
。

川
北
稔
・
指
昭
博
編
『
周
縁
か
ら
の
ま
な
ざ
し:

も
う
ひ
と
つ
の
イ
ギ
リ
ス
近
代
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
○
年
。

木
畑
洋
一
『
大
英
帝
国
と
帝
国
意
識
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
八
年
。

M. 

グ
リ
ー
ン
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
物
語
』
岩
尾
龍
太
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
。

P. 

J. 

ケ
イ
ン
・
A. 

G. 

ホ
プ
キ
ン
ズ
『
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
の
帝
国
I, 

II
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
。

近
藤
和
彦
『
文
明
の
表
象　

英
国
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
。

近
藤
和
彦
編
『
長
い18

世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
：
そ
の
政
治
社
会
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。

サ
ス
キ
ア
・
サ
ッ
セ
ン
『
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
：
国
家
主
権
の
ゆ
く
え
』
伊
豫
谷
登
士
翁
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
。

塩
谷
清
人
『
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
小
説
』
北
星
堂
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。

塩
谷
清
人
『
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
の
世
界
』
世
界
思
想
社
、
二
○
一
一
年
。

『
思
想
』
特
集
「〈
世
界
史
〉
を
い
か
に
語
る
か

― 

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
歴
史
像
」
岩
波
書
店
、
二
○
一
八
年
三
月
号
。

関
口
尚
志
・
梅
津
順
一
・
道
重
一
郎
『
中
産
層
文
化
と
近
代
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
九
年
。

土
屋
倭
子
『〈
女
〉
と
い
う
制
度
』
南
雲
堂
、
二
〇
〇
○
年
。

土
屋
倭
子
『
ト
マ
ス
・
ハ
ー
デ
ィ
の
文
学
と
二
人
の
妻
』
音
羽
書
房
鶴
見
書
店
、
二
○
一
七
年
。

角
山
栄
『
生
活
の
世
界
歴
史
10 

産
業
革
命
と
民
衆
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
○
年
。

角
山
栄
『「
生
活
史
」
の
発
見 

―
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
見
る
世
界
』
中
央
公
論
社
、
二
〇
〇
一
年
。
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角
山
栄
・
川
北
稔
編
『
路
地
裏
の
大
英
帝
国
：
イ
ギ
リ
ス
都
市
生
活
史
』
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
。

ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
上
下
平
井
正
穂
訳
、
岩
波
書
店
、
上
（
第
一
部
）、
一
九
六
七
年
、
下
（
第
二
部
）、
一
九
七
一
年
。

ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
武
田
将
明
訳
、
河
出
文
庫
、
二
○
一
一
年
。

ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
『
ロ
ク
サ
ー
ナ
』
宮
崎
孝
一
訳
、
池
田
書
店
、
一
九
八
○
年
。

ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
『
イ
ギ
リ
ス
通
商
案
』
泉
谷
治
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
○
一
○
年
。

ニ
ー
ア
ル
・
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
『
大
英
帝
国
の
歴
史
』
上
下
、
山
本
文
史
訳
、
中
央
公
論
社
、
二
○
一
八
年
。

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ュ
ア
『
財
政
＝
軍
事
国
家
の
衝
撃
：
戦
争
・
カ
ネ
・
イ
ギ
リ
ス
国
家1688-1783

』 

大
久
保
桂
子
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
。

宮
崎
孝
一
『
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
：
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
の
航
跡
』
研
究
社
出
版
、
一
九
九
一
年
。

村
岡
健
次
・
木
畑
洋
一
編
『
イ
ギ
リ
ス
史3

』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
一
年
。

マ
ー
カ
ス
・
レ
デ
ィ
カ
ー
『
奴
隷
船
の
歴
史
』
上
野
直
子
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
○
一
六
年
。

イ
ア
ン
・
ワ
ッ
ト
『
小
説
の
勃
興
』
藤
田
永
祐
訳
、
南
雲
堂
、
一
九
九
九
年
。


