
今
、
お
手
元
に
プ
リ
ン
ト
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
「
歴
史
と
文
法
」
と
記
し
て
あ
り
ま
す
。
耳
馴
れ
な
い
言
葉
か
と
思
い
ま

す
。
歴
史
学
を
勉
強
し
て
い
く
上
で
の
約
束
事
、
そ
の
程
度
に
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。

で
は
、
プ
リ
ン
ト
に
従
い
、
時
間
の
許
す
限
り
話
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
最
初
に
、
「
な
ぜ
歴
史
に
魅
せ
ら
れ
る
の
か
」
？
変
な
テ
ー

マ
を
載
せ
て
お
き
ま
し
た
。
皆
様
が
イ
ン
ド
へ
行
か
れ
る
と
、
必
ず
参
観
し
た
い
と
思
う
彫
刻
群
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
カ
ジ
ュ
ラ

ホ
禽
巴
匡
昌
言
）
の
神
像
で
す
。
男
神
、
女
神
が
抱
擁
し
合
っ
て
い
る
、
し
か
も
、
豊
満
な
女
神
を
抱
い
て
い
る
男
神
像
を
目
に
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
プ
リ
ン
ト
に
記
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
マ
ハ
シ
ュ
リ
ー
（
巨
呂
鼠
国
）
、
こ
れ
は
、
ビ
シ
ュ
ヌ
神
の
お
后
で
す
。
歓

こ
ん
で
、
抱
き
つ
い
て
い
る
像
が
、
目
に
浮
か
ぶ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
サ
ラ
ス
バ
テ
ィ
ー
＄
胃
画
の
菌
三
、
こ
れ
も
抱
き
つ
い
て

お
り
ま
す
。
皆
様
、
ご
存
知
の
よ
う
に
、
マ
ハ
シ
ュ
リ
ー
、
普
通
「
シ
ュ
リ
ー
」
は
、
日
本
に
渡
っ
て
き
て
、
吉
祥
天
と
な
っ
て
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。
「
サ
ラ
ス
バ
テ
ィ
ー
」
、
こ
れ
も
日
本
に
渡
来
し
て
、
弁
財
天
と
な
っ
て
多
く
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
こ
と
は
、
良
く
知
ら
れ

平
成
十
一
年
一
月
十
九
日
最
終
講
義

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

次
に
ド
ゥ
ル
ガ
ー
ｅ
員
恩
）
。
ま
た
カ
ー
リ
ー
良
巴
ご
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
、
ド
ゥ
ル
ガ
ー
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
イ

歴
史
と
文
法
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ン
ド
ラ
・
ガ
ン
ジ
ー
首
相
（
イ
ン
ド
統
一
の
た
め
に
非
常
に
努
力
し
た
女
性
の
首
相
）
は
、
こ
の
ド
ゥ
ル
ガ
ー
を
自
分
と
同
一
化
を
し
て
、

信
仰
し
て
お
り
ま
し
た
つ
ま
り
女
性
解
放
の
立
役
者
に
な
る
と
い
う
女
神
で
あ
り
ま
す
。
次
に
カ
ー
リ
ー
と
い
う
の
も
、
イ
ン
ド
が
長

い
間
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
下
に
あ
っ
た
時
代
、
た
と
え
ば
、
「
ベ
ン
ガ
ル
州
」
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
よ
う
と
す
る
、

そ
の
時
、
女
神
カ
リ
ー
を
旗
印
に
い
た
し
ま
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
政
策
反
対
運
動
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
ま
し
た
。
、
そ
う
い
う
女
神

で
す
。
日
本
に
は
、
「
女
丈
夫
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
、
女
丈
夫
そ
の
も
の
の
女
神
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

先
の
シ
ュ
リ
ー
と
サ
ラ
ス
バ
テ
ィ
ー
、
そ
の
他
の
女
神
は
日
本
に
渡
っ
て
き
て
、
多
く
の
信
仰
を
集
め
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
女
丈
夫
と
呼
ば
れ
、
女
性
の
憧
れ
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
思
わ
れ
る
ド
ゥ
ル
ガ
ー
と
、
カ
ー
リ
ー
と
い
う
女
神
は
ど
う
い
う
訳

か
日
本
に
渡
っ
て
き
て
お
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
私
が
歴
史
に
惹
か
れ
る
一
つ
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
仏
教
学
と
か
、
イ
ン
ド
学
を

研
究
さ
れ
て
お
ら
れ
る
先
生
方
か
ら
、
そ
れ
は
仏
典
に
出
て
こ
な
い
か
ら
、
漢
訳
仏
典
に
は
、
ド
ゥ
ル
ガ
ー
と
か
、
カ
ー
リ
ー
は
出
典
し

な
い
か
ら
、
わ
が
国
で
は
扱
っ
て
い
な
い
ん
だ
、
と
云
わ
れ
ま
す
。
そ
う
だ
な
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
、
憧

れ
の
シ
ン
ボ
ル
と
ま
で
な
っ
て
い
る
女
神
が
、
な
ぜ
、
日
本
に
伝
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
な
と
、
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん
。
今
、

私
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
少
し
勉
強
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
さ
て
カ
ジ
ュ
ラ
ホ
ー
に
彫
ら
れ
て
い
る
神

像
群
は
、
私
ど
も
仏
教
徒
が
三
法
印
と
す
る
、
諸
行
無
常
・
諸
法
無
我
・
浬
薬
寂
静
と
い
う
世
界
と
は
違
っ
た
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
愛
の

世
界
・
性
愛
の
神
像
群
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
性
愛
世
界
を
除
い
て
も
、
ど
う
し
て
女
性
解
放
の
憧
れ
の
シ
ン
ボ
ル
と
思
わ
れ
る
女
神

が
日
本
に
渡
っ
て
来
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
と
、
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
仏
教
イ
ン
ド
学
の
先
生
方
か
ら
教
を
い
た
だ
き
な

が
ら
勉
強
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
一
つ
の
例
で
す
が
私
が
歴
史
に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
一
つ
の
理
由
で
、
今
後
も
続
い

て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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次
に
話
を
進
め
て
行
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
内
容
は
、
本
年
一
年
間
学
生
さ
ん
と
勉
強
し
た
そ
の
講
義
の
三
分
の
一
位
を
ま
と
め
た
も

の
で
す
。
先
ず
「
歴
史
（
学
）
と
は
何
か
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
「
歴
史
」
と
言
い
ま
す
と
、
日
常
親
し
ん
で
お
り
、
き
わ
め
て
日
常

的
な
も
の
で
す
。
「
歴
史
」
な
ん
て
わ
か
り
き
っ
た
事
と
言
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
改
め
て
「
歴
史
」
と
は
何
で
す
、
歴
史
学
と
は
何

で
す
か
、
と
訊
ね
ら
れ
る
と
、
は
て
、
答
え
に
窮
す
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
事
実
学
生
さ
ん
に
も
尋
ね
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

誰
一
人
答
え
る
学
生
さ
ん
は
居
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
改
め
て
聞
か
れ
る
と
困
る
の
で
す
。
普
通
、
歴
史
と
言
っ
て
も
大
き
く
わ
け
る
と
三

つ
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
①
過
去
の
出
来
事
・
経
過
・
事
件
と
し
て
の
歴
史
。
具
体
的
に
一
つ
の
話
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私

の
手
許
に
一
月
十
七
日
の
朝
日
新
聞
が
あ
り
ま
す
。
日
曜
版
で
す
。
朝
日
新
聞
の
編
集
委
員
、
清
水
勝
男
氏
の
記
事
で
す
。
「
第
二
次
世

界
大
戦
中
。
ユ
ダ
ヤ
の
難
民
、
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
の
子
ど
も
た
ち
を
か
く
ま
っ
た
ス
ペ
イ
ン
の
国
境
に
近
い
ル
シ
ャ
ボ
ン
村
が
取
材
さ
れ
て

い
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
ル
シ
ャ
ボ
ン
村
の
人
々
が
匿
っ
た
人
々
の
中
に
は
子
ど
も
達
が
大
勢
い
た
。
そ
の
中
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・

ゴ
ロ
タ
ン
テ
ィ
ー
ク
と
い
う
子
ど
も
が
お
り
ま
し
た
。
（
数
学
の
好
き
な
方
は
、
数
学
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
幾
何
学
の
世
界
的
権

威
者
だ
と
知
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
）
こ
の
ル
シ
ャ
ボ
ン
村
で
匿
わ
れ
た
お
か
げ
で
生
き
延
び
て
世
界
的
な
数
学
の
分
野
を
開
拓
し
て

い
っ
た
と
い
う
話
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
の
ゴ
ロ
タ
ン
テ
ィ
ー
ク
の
父
親
・
母
親
は
共
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
で
殺
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
そ
の
悲
惨
き
わ
ま
り
の
な
い
出
来
事
の
中
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
過
去
の
出
来
事
・
事
件
・

経
過
と
し
て
の
、
歴
史
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
す
。
過
去
の
出
来
事
・
事
件
と
し
て
の
「
歴
史
」
に
あ
た
る
言
葉
は
英
語
に
は
な
い
の
で

ド
イ
ツ
語
で
「
ｓ
の
○
の
め
。
言
。
言
の
」
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
も
う
一
つ
の
例
を
示
せ
ば
「
一
九
四
一
年
の
十
二
月
八
日
に
太
平
洋
戦
争

が
始
ま
っ
て
、
わ
が
国
は
三
百
万
人
と
い
う
、
尊
い
犠
牲
を
払
っ
て
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
に
降
伏
を
し
た
。
こ
れ
は
経
過
と
し
て
の

歴
史
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
次
に
②
番
目
は
、
探
求
・
叙
述
と
し
て
の
歴
史
。
そ
こ
に
ヘ
ロ
ド
ト
ス
「
歴
史
」
言
芽
。
胃
負
・
三
ｍ
８
国
巴
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と
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
匿
凰
日
旨
を
直
訳
し
ま
す
と
、
「
探
求
・
調
査
」
と
い
う
意
味
で
す
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
「
歴
史
」
は
、
ペ
ル

シ
ャ
戦
争
を
あ
つ
か
い
有
名
な
マ
ラ
ソ
ン
競
技
の
起
こ
り
に
な
っ
た
マ
ラ
ト
ン
の
戦
な
ど
を
書
い
て
あ
る
歴
史
で
す
。
そ
の
「
歴
史
」
の

第
一
ペ
ー
ジ
に
「
ハ
ル
カ
リ
ナ
ッ
ソ
ス
の
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
探
求
調
査
し
た
記
録
が
永
遠
に
失
わ
れ
な
い
為
に
こ
れ
を
残
す
」
と
書
い
て
あ

り
ま
す
。
そ
の
中
で
「
調
査
探
究
」
の
語
「
三
鴛
日
旨
」
（
イ
ス
ト
リ
エ
）
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
が
語
源
と
な
り
、
私
ど
も

が
「
歴
史
」
に
あ
た
る
外
国
語
と
し
て
使
っ
て
い
ま
す
三
め
ｇ
ｑ
（
英
）
雪
の
８
１
の
（
独
）
田
切
８
胃
（
仏
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本
来

こ
の
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
言
葉
の
語
源
が
調
査
と
か
探
求
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
（
こ
れ
は
学
生
さ
ん
に
是
非
理
解
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い
と
云
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
）
、
歴
史
学
と
は
何
か
、
歴
史
と
は
何
で
す
か
。
尋
ね
ら
れ
た
な
ら
ば
「
そ
れ
は
あ
る
が
ま
ま
の
姿

を
調
査
探
求
す
る
こ
と
」
こ
れ
が
歴
史
な
ん
だ
と
理
解
し
て
ほ
し
い
と
、
学
生
さ
ん
に
言
っ
て
お
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
③
番
目
。
歴
史

意
識
・
歴
史
観
と
し
て
の
歴
史
で
す
。
幾
つ
か
の
例
を
示
し
て
お
き
ま
し
た
。
例
え
ば
中
世
初
頭
に
生
ま
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
思
想

家
と
言
わ
れ
て
い
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
ま
さ
に
ロ
ー
マ
帝
国
の
栄
光
が
滅
び
よ
う
と
し
、
ま
た
ロ
ー
マ
の
国
教
と
も
な
っ
た
キ
リ

ス
ト
教
も
滅
び
よ
う
と
し
て
い
る
現
情
を
憂
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
心
魂
こ
め
て
書
き
上
げ
た
も
の
が
「
神
の
国
」
（
神
国
論
）
と

い
う
書
物
で
す
。
岩
波
文
庫
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
神
の
国
、
神
国
論
の
第
１
５
巻
１
２
２
巻
に
わ
た
っ

て
彼
の
歴
史
観
・
歴
史
意
識
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
即
ち
ロ
ー
マ
帝
国
が
ゲ
ル
マ
ン
民
族
、
特
に
バ
ン
ダ
ル
族
の
侵
入
を
受
け
て
、
ロ
ー

マ
の
栄
光
が
失
わ
れ
、
こ
の
世
界
が
滅
び
去
ら
ん
と
す
る
時
に
、
将
来
に
平
和
と
キ
リ
ス
ト
教
の
興
隆
を
願
い
つ
つ
「
神
の
国
と
地
上
の

国
と
い
う
二
つ
の
世
界
を
描
き
出
し
て
、
ゆ
く
ゆ
く
は
神
の
摂
理
に
基
い
て
神
の
国
が
建
設
さ
れ
る
と
」
。
神
の
国
と
は
簡
単
に
言
え
ば
、

ロ
ー
マ
教
皇
（
ロ
ー
マ
法
王
）
に
導
か
れ
て
、
建
設
さ
れ
る
平
和
国
家
の
こ
と
で
す
。
神
の
摂
理
に
基
い
て
神
の
国
が
建
設
さ
れ
る
こ
と

を
願
い
つ
つ
神
国
論
を
書
き
上
げ
た
。
あ
き
ら
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
主
観
に
基
く
理
想
国
家
観
で
す
。
も
う
一
つ
例
を
あ
げ
る
と
、
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プ
リ
ン
ト
に
マ
ル
ク
ス
の
「
経
済
学
批
判
」
と
記
し
て
あ
り
ま
す
が
、
ご
承
知
の
如
く
「
経
済
学
批
判
」
は
も
と
も
と
経
済
学
書
で
あ
る

と
同
時
に
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
観
の
書
物
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
展
開
を
さ
れ
て
い
る
理
論
（
歴
史
観
）
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
内
容

で
す
が
、
こ
の
我
々
の
住
ん
で
い
る
社
会
と
い
う
の
は
、
人
々
の
働
く
力
、
人
々
が
働
い
て
物
を
つ
く
り
だ
す
力
、
つ
ま
り
生
産
力
で
す

が
、
そ
の
生
産
力
こ
そ
が
歴
史
を
推
し
進
め
て
行
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
と
、
そ
の
よ
う
に
彼
は
強
く
主
張
す
る
。
そ
の
生
産
力
、
そ
れ
と
人
々

と
の
関
係
、
社
会
関
係
と
の
間
に
矛
盾
を
生
じ
た
時
に
歴
史
は
弁
証
法
的
に
発
展
し
て
い
く
の
だ
と
、
そ
の
よ
う
に
「
経
済
学
批
判
」
の

中
で
は
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
唯
物
史
観
の
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
見
て
ゆ
き
ま
す
と
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
に
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
批
判
に
し
て
も
、
そ
の
人
の
世
界
観
、
人
生
観
、
そ
う
い
う
歴
史
意
識
に
基
い
た
歴
史
で
は
な
い
か

な
と
思
い
ま
す
。
そ
の
人
の
主
観
に
基
く
歴
史
で
す
。
こ
の
よ
う
に
み
て
き
ま
す
と
、
①
出
来
事
と
し
て
の
歴
史
。
②
探
求
調
査
と
し

て
の
歴
史
。
③
歴
史
意
識
と
し
て
の
歴
史
、
こ
の
よ
う
に
三
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
三
つ
を
含
め
考
え
て
い
た
だ
い
て
、
歴
史
と

は
一
体
何
な
ん
だ
ろ
う
な
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
学
生
さ
ん
達
に
は
、
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
ま
し
た
。
さ
て
、
次
に
歴
史
の

事
実
。
「
事
実
」
と
は
何
な
の
か
。
日
本
の
建
国
を
例
示
し
て
お
き
ま
し
た
。
二
月
十
一
日
が
建
国
の
日
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の

根
拠
は
一
体
な
ん
で
あ
ろ
う
か
な
。
プ
リ
ン
ト
に
示
し
て
あ
る
「
日
本
書
紀
」
に
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
日
本
書
紀
に
基
い
て
、
明
治
五

年
の
太
政
官
令
に
よ
っ
て
二
月
十
一
日
を
紀
元
節
に
さ
れ
た
。
今
の
学
生
さ
ん
は
紀
元
節
と
い
う
言
葉
を
知
り
ま
せ
ん
。
二
月
十
一
日
を

紀
元
節
に
す
る
と
決
め
ら
れ
て
、
ず
１
つ
と
戦
争
が
終
わ
る
ま
で
建
国
記
念
日
と
さ
れ
、
そ
れ
が
今
、
建
国
記
念
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

二
月
十
一
日
を
建
国
記
念
日
と
す
る
典
拠
は
、
日
本
書
紀
に
出
て
く
る
の
で
す
。
読
ん
で
行
き
ま
す
。
「
辛
酉
年
ノ
春
正
月
ノ
庚
辰
ノ
朔

二
天
皇
橿
原
宮
二
即
帝
位
ス
。
是
歳
ヲ
天
皇
ノ
元
年
ト
ス
。
正
妃
ヲ
尊
ビ
皇
女
ト
シ
タ
マ
フ
。
」
な
お
神
武
天
皇
の
こ
と
は
日
本
書
紀
で

は
「
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
」
そ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
さ
あ
二
月
十
一
日
は
何
に
基
い
て
い
る
の
か
、
話
を
少
し
さ
せ
て
い
た
だ
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き
ま
す
。
聖
徳
太
子
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
飛
鳥
時
代
で
す
。
聖
徳
太
子
は
歴
史
を
作
ろ
う
と
思
い
、
「
日
本
紀
』
と
い
う
書
物

を
書
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
当
時
蘇
我
氏
、
物
部
氏
い
ず
れ
も
皇
位
に
匹
敵
す
る
豪
族
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
聖
徳

太
子
は
お
前
た
ち
、
蘇
我
氏
・
物
部
氏
。
お
前
た
ち
と
我
等
皇
族
・
天
皇
家
は
違
う
こ
と
を
な
ん
と
し
て
も
立
証
し
た
か
っ
た
。
何
と
か

し
て
豪
族
と
は
違
う
こ
と
、
天
皇
制
を
確
立
し
て
行
く
上
で
何
が
よ
い
か
。
こ
れ
は
歴
史
を
作
る
し
か
な
い
な
。
そ
こ
で
日
本
紀
を
書
く

に
至
る
の
で
す
。
ど
う
し
た
か
、
そ
こ
に
「
辛
酉
」
と
言
う
年
号
が
あ
り
ま
す
。
繊
緯
説
。
（
聖
人
御
遺
文
に
も
二
ヶ
所
出
て
く
る
と
思

い
ま
す
が
）
、
太
子
は
「
日
本
紀
」
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
中
国
の
革
命
伝
説
の
繊
緯
説
を
取
り
上
げ
て
辛
酉
の
年
と
甲
子
の
年
に
、
こ

の
世
の
中
は
大
変
革
が
起
き
る
。
そ
れ
が
繊
緯
説
で
す
ね
。
辛
酉
の
年
と
甲
子
の
年
に
こ
の
社
会
は
大
変
革
が
起
き
る
。
こ
れ
を
と
り
入

れ
て
我
が
国
の
建
国
を
考
え
た
わ
け
で
す
。
「
推
古
九
年
（
西
暦
六
○
二
の
、
辛
酉
の
年
か
ら
一
蔀
一
二
六
○
年
遡
っ
た
そ
の
辛
酉

の
年
に
我
が
国
は
建
国
し
た
ん
だ
」
。
そ
の
よ
う
に
聖
徳
太
子
は
日
本
紀
の
中
で
書
い
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
こ
の
ま
ま
日
本
書
紀
に
転

載
さ
れ
ま
し
た
。
さ
て
、
西
暦
六
○
一
年
で
す
。
こ
れ
か
ら
一
二
六
○
年
遡
り
ま
す
。
こ
の
遡
っ
た
辛
酉
の
年
は
紀
元
前
六
六
○
年
に
な

り
ま
す
。
ご
承
知
の
通
り
、
我
が
国
が
よ
う
や
く
知
ら
れ
る
時
代
は
中
国
の
『
魏
志
倭
人
伝
』
が
初
め
て
で
す
。
三
世
紀
に
我
が
国
は

よ
う
や
く
邪
馬
台
国
と
い
う
国
が
出
来
て
国
家
ら
し
い
形
が
出
来
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
ま
だ
八
世
紀
も
昔
の
六
六
○
年

に
神
武
天
皇
が
橿
原
宮
で
即
位
を
し
て
、
日
本
は
建
国
し
た
と
出
て
い
ま
す
。
プ
リ
ン
ト
を
ち
ょ
っ
と
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
辛
酉
」
こ
れ
が
一
二
六
○
年
遡
っ
た
紀
元
前
六
六
○
年
の
こ
と
で
す
。
「
春
、
正
月
ノ
庚
辰
ノ
朔
、
」
こ
れ
を
今
の
太
陽
暦
に
な
お
し
ま

す
と
、
「
二
月
十
一
日
」
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
建
国
記
念
日
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
歴
史
事
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
二
五
代
か

一
二
六
代
か
の
天
皇
家
が
続
い
て
き
た
と
さ
れ
る
の
で
す
が
、
初
代
の
神
武
天
皇
か
ら
崇
神
天
皇
に
至
る
ま
で
の
十
人
の
天
皇
方
は
全

く
聖
徳
太
子
が
作
り
上
げ
た
天
皇
、
架
空
の
天
皇
と
な
る
わ
け
で
す
。
古
事
記
だ
と
か
日
本
書
紀
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
天
皇
十
人
の
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寿
命
が
べ
ら
ぼ
う
な
ん
で
す
。
一
二
六
○
年
の
間
に
十
人
の
天
皇
を
入
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
い
ず
れ
も
一
○
○
歳
を
超
す
わ
け
で
す
。

神
武
天
皇
は
一
三
七
歳
で
死
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
べ
ら
ぼ
う
な
超
人
天
皇
の
出
現
し
た
こ
と
を
聖
徳
太
子
は
日
本
紀

に
お
い
て
操
作
を
し
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
日
本
書
紀
に
載
せ
ら
れ
、
な
お
か
つ
明
治
五
年
に
は
太
政
官
令
で
紀
元
節
（
二

月
十
一
日
）
と
し
た
の
で
す
。
建
国
記
念
日
に
反
対
す
る
人
々
の
論
拠
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
一
体
歴
史
事
実
と
は
何
か
。
歪
め
ら
れ
、

作
為
さ
れ
た
資
料
に
基
い
て
歴
史
が
作
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
は
続
い
て
、
大
聖
人
の
御
文
書
の
例
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。
読
ん
で
行
き
ま
す
。
「
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
」
「
開
目
抄
」
を
開

き
ま
す
と
、
三
大
誓
願
が
出
て
き
ま
す
。
柱
・
船
・
眼
目
。
そ
の
三
大
誓
願
の
一
行
程
前
に
、
「
本
ト
願
ヲ
立
シ
」
。
こ
の
言
葉
が
出
て
き

ま
す
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
望
月
海
淑
教
授
と
上
田
本
昌
教
授
も
取
り
上
げ
て
お
り
ま
す
。
特
に
望
月
海
淑
先
生
は
「
本
卜
願
ヲ
立

シ
」
に
つ
い
て
克
明
に
考
察
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
さ
て
、
昭
和
定
本
で
「
本
ト
願
ヲ
立
シ
」
と
な
っ
て

い
ま
す
が
昭
和
五
年
に
発
刊
さ
れ
た
、
姉
崎
正
治
教
授
の
校
正
し
た
「
日
蓮
上
人
文
抄
』
。
そ
れ
は
「
大
願
を
立
て
ん
」
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
本
願
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
戦
後
、
兜
木
正
亨
先
生
が
校
正
し
た
『
日
蓮
文
集
」
に
よ
り
ま
す
と
「
本
願
を
立
て
ん
」
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
戦
前
の
も
の
で
す
が
、
清
水
先
生
、
中
谷
先
生
、
守
屋
先
生
、
鈴
木
先
生
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
「
新
修

略
註
・
日
蓮
聖
人
遺
文
集
』
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
「
大
願
を
立
て
ん
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
純
粋
宗
学
者
と
し
て
有
名
だ
っ

た
室
住
一
妙
先
生
の
『
開
目
抄
に
聞
く
」
に
は
、
「
本
・
願
を
立
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
承
知
の
通
り
こ
の
「
開
目
抄
」
は
元
々
、

こ
の
身
延
山
久
遠
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
お
っ
た
ん
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
明
治
八
年
の
大
火
の
時
に
焼
失
し
て
、
今
は
原
本
が
あ
り
ま
せ
ん
。

今
は
乾
師
の
写
本
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
原
本
が
な
い
の
で
「
本
願
」
な
の
か
「
本
卜
願
」
な
の
か
「
大
願
」
な
の
か
確
か
め
る
す
べ
が

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
解
釈
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
日
蓮
聖
人
の
宗
教
理
念
に
関
わ
る
問
題
が
生
ま
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
昨
日
も
望
月
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今
度
は
史
実
の
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
③
番
目
の
天
文
年
間
塩
尻
峠
の
合
戦
と
い
う
例
示
で
す
。
古
文
書
、
こ
れ
は
現
在
湖

南
村
の
浜
徳
蔵
さ
ん
が
持
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
（
こ
れ
が
甲
府
、
武
田
信
玄
の
居
城
で
す
。
こ
れ
が
諏
訪
湖
。
こ
れ
が
塩
尻
峠
、
海
抜
九

八
○
ｍ
・
諏
訪
湖
が
七
六
○
ｍ
・
甲
府
か
ら
塩
尻
峠
ま
で
七
○
師
く
ら
い
で
す
。
）
で
は
読
ん
で
行
き
ま
す
。
「
今
十
九
卯
刻
於
信
州
塚
魔

郡
塩
尻
峠
一
戦
之
胸
頚
壱
討
捕
之
條
神
妙
之
至
候
天
文
十
七
戌
申
七
月
十
九
日
。
晴
信
（
朱
印
）
波
間
右
近
進
と
の
」
。
こ
の
右
近
進
と

い
う
人
が
戦
い
で
相
手
の
首
を
一
つ
討
捕
っ
た
の
で
、
首
を
持
っ
て
帰
る
と
信
玄
か
ら
恩
賞
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
証
拠
と
し

て
感
謝
状
の
よ
う
な
も
の
が
与
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
古
文
書
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
古
文
書
を
見
ま
す
と
戦
を
し
た

当
事
者
が
晴
信
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
、
天
文
十
七
年
七
月
十
九
日
に
塩
尻
峠
で
合
戦
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
で
も
、

古
文
書
で
は
相
手
が
誰
な
の
か
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。

次
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
現
在
諏
訪
神
社
に
「
諏
訪
神
使
御
頭
之
日
記
」
と
い
う
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
て
い
き
ま
す

と
、
「
此
年
七
月
十
九
日
二
西
方
破
悉
放
火
候
テ
其
日
武
田
殿
小
笠
原
殿
於
勝
弦
（
？
）
一
戦
候
テ
武
田
殿
打
勝
小
笠
原
衆
上
兵
共
二
千

海
淑
先
生
が
方
便
品
の
「
本
願
」
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
だ
か
ら
注
意
し
て
く
れ
と
力
説
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
私
も
そ
の
よ
う
に

思
い
ま
す
。
こ
の
「
本
ト
願
ヲ
立
シ
」
と
読
む
の
か
「
大
願
を
立
て
ん
」
と
読
む
の
か
「
本
願
を
立
て
ん
」
と
読
む
の
か
、
こ
の
読
み
方

い
か
ん
で
は
重
要
な
問
題
に
な
り
ま
す
。
「
開
目
抄
」
全
体
あ
る
い
は
方
便
品
の
「
我
本
立
誓
願
…
」
、
大
聖
人
十
六
歳
の
時
の
智
者
誓
願
。

三
十
二
歳
の
立
教
誓
願
等
あ
わ
せ
て
い
き
ま
す
と
、
清
水
先
生
が
「
何
が
な
ん
で
も
大
願
を
立
て
ん
と
読
む
の
が
本
当
な
ん
だ
」
と
力
説

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
「
本
ト
願
ヲ
立
シ
」
と
読
ん
だ
方
が
よ
い
と
思
う
の
で
す
が
し
か
し
確
か
め
る
す
べ
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

こ
の
開
目
抄
の
原
本
・
写
本
の
問
題
は
歴
史
事
実
と
は
何
か
と
い
う
、
非
常
に
難
し
い
問
題
を
（
本
原
性
批
判
）
提
起
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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餘
人
討
死
ス
」
。
こ
れ
は
こ
の

負
け
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
こ
の

次
は
南
都
留
郡
の
木
立
の
妙
法
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
記
録
で
す
が
、
「
此
年
七
月
十
五
日
、
信
州
塩
尻
峠
嶺
二
小
笠
原
五
千
計
二
而
御

陣
被
成
候
ヲ
甲
州
人
数
朝
懸
被
成
候
而
。
小
笠
原
殿
人
数
ヲ
打
殺
被
食
候
…
」
。
こ
れ
は
こ
の
年
の
七
月
十
五
日
、
信
州
塩
尻
峠
の
峰
に

小
笠
原
衆
五
千
人
を
、
甲
州
兵
が
朝
六
時
に
打
ち
か
か
り
完
全
に
打
ち
破
っ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
問
題
な
の
で
す
が
、
先
の

古
文
書
、
諏
訪
神
社
に
残
っ
て
い
る
も
の
と
は
日
付
が
違
っ
て
お
り
ま
す
。
七
月
十
五
日
と
十
九
日
。
そ
れ
か
ら
人
数
。
勝
敗
に
つ
い
て

も
。
同
じ
出
来
事
を
あ
つ
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
料
を
見
て
い
き
ま
す
と
記
録
が
違
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
事
は
私
ど
も
が
歴
史

を
調
べ
て
行
く
時
に
注
意
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
事
が
、
一
シ
ー
ツ
あ
り
ま
す
。
一
体
歴
史
と
い
う
の
は
何
な
の
か
、
事
実
は
果
た
し

て
史
実
と
言
え
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
過
去
の
歴
史
事
実
は
時
間
の
壁
に
は
ば
ま
れ
て
み
る
こ
と

が
出
来
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
残
っ
て
い
る
資
料
。
こ
の
資
料
と
い
う
穴
を
通
し
て
壁
の
向
こ
う
の
歴
史
事
実
を
の
ぞ
き
見
る
の
で
す
。

た
ま
た
ま
こ
の
穴
に
色
紙
が
張
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
本
当
は
白
く
見
え
て
お
っ
た
の
が
色
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
た

め
に
、
赤
や
黄
色
に
見
え
て
し
ま
っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
穴
に
レ
ン
ズ
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
と
、
大
き
く
見
え
て

し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
歴
史
事
実
と
い
う
の
は
残
さ
れ
た
資
料
に
基
い
て
過
去
に
何
が
あ
っ
た
か
を
調
べ
て
行
く
わ
け
で
す
が
、
往

往
に
し
て
資
料
が
作
為
的
に
作
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
日
蓮
聖
人
を
大
聖
人
、
大
聖
人
と
あ
が
め
て
い
る
と
、
変
な
伝
説

も
造
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
ま
ん
。
そ
う
い
う
事
か
ら
資
料
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
大
い
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
歴
史
事
実
と
は
、
資
料
を
も
と
に
推
測
を
す
る
「
仮
定
の
事
実
」
で
は
な
い
か
と
、
そ
の
よ
う
に
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

な
り
ま
せ
ん
。
歴
市

如
何
で
し
ょ
う
か
。

最
終
講
義
（
町
田
）

年
の
七
月
十
九
日
当
時
信
州
を
治
め
て
い
た
小
笠
原
長
時
と
戦
い
、
小
笠
原
軍
は
死
者
千
余
人
を
出
し
て

（73）



最
後
に
な
り
ま
し
た
が
「
歴
史
の
見
方
」
で
す
。
例
え
ば
皆
様
が
エ
ジ
プ
ト
に
旅
行
し
た
と
し
ま
す
。
エ
ジ
プ
ト
の
観
光
地
へ
行
っ
て

必
ず
見
せ
ら
れ
る
の
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
す
。
ク
フ
王
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
高
さ
百
五
十
ｍ
、
一
個
約
二
ｔ
の
重
さ
の
石
を
二
百
五
十
万
個
積

み
重
ね
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
。
こ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
正
面
か
ら
見
る
と
三
角
形
。
真
上
か
ら
見
る
と
正
四
角
形
。
同
じ
物
で
あ
り
な
が
ら
、
見

る
場
所
を
変
え
る
と
全
く
違
う
形
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
学
問
の
世
界
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
す
。
富
士
山
で
も
、
富

士
宮
か
ら
見
る
の
と
羽
田
か
ら
飛
行
機
に
乗
っ
て
上
空
か
ら
見
る
の
と
で
は
同
じ
形
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
同
じ
物
で
も
見
方
に
よ
っ
て
違

う
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
歴
史
の
観
方
も
そ
う
で
す
。
よ
い
例
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
「
立
正
安
国
論
」
の
六
番
目
の
問
答
に

「
所
詮
、
天
下
泰
平
国
土
安
穏
ハ
君
臣
ノ
楽
フ
所
、
土
民
ノ
思
う
所
ナ
リ
…
。
先
ヅ
国
家
ヲ
祈
リ
テ
、
須
フ
ラ
仏
法
ヲ
立
ツ
ベ
シ
・
」
こ
れ

は
間
者
と
し
て
の
言
葉
で
す
。
余
り
に
「
先
ヅ
国
家
ヲ
祈
リ
テ
」
の
語
を
強
調
し
ま
す
と
、
大
聖
人
が
国
家
主
義
者
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
立
正
安
国
論
に
お
け
る
大
聖
人
の
聖
意
は
、
「
汝
早
ク
信
仰
ノ
寸
心
ヲ
改
メ
テ
速
二
実
乗
ノ
ー
善
二
帰
セ
ョ
。
然
レ
バ
則
三
界

ハ
皆
仏
国
ナ
リ
。
」
と
正
法
を
立
て
て
安
国
を
願
う
こ
と
こ
そ
大
聖
人
の
本
意
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
立
場
を
変
え
ま
す

と
、
大
聖
人
の
歴
史
像
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
同
じ
大
聖
人
を
見
る
場
合
に
も
こ
の
よ
う
に
非
常
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
そ
こ
に
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ト
ー
ニ
ー
の
例
を
あ
げ
て
お
き

資
料
（
史
料
）
の
批
判
と
い
う
の
は
極
め
て
大
事
な
歴
史
学
の
基
本
的
作
業
で
す
。
資
料
の
真
純
性
の
批
判
と
い
い
ま
す
が
、
本
物
か

偽
物
か
、
よ
く
よ
く
確
か
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
先
程
の
開
目
抄
の
例
に
あ
た
り
ま
す
が
、
原
本
か
写
本
か
、

こ
れ
を
本
原
性
批
判
と
云
い
ま
す
。
木
立
の
妙
法
寺
の
記
録
や
右
近
進
の
古
文
書
の
よ
う
に
内
容
の
吟
味
で
す
。
資
料
と
し
て
役
立
つ
か

ど
う
か
と
い
う
吟
味
。
こ
れ
を
来
歴
性
批
判
と
云
い
ま
す
。
歴
史
学
を
勉
強
し
て
行
く
上
で
大
事
な
こ
と
で
す
。
私
自
身
が
強
く
反
省
し

ど
う
か
と
い
う
吟
味
。

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

簸
終
講
義
（
町
田
）

（〃）



ま
し
た
。
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
資
本
主
義
精
神
の
誕
生
を
促
し
た
要
素
と
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
が
大
き
く
働
い
て
い
る
と
い
う

学
説
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
で
は
定
説
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
が
大
き
く
働
い
て
い
る
学
説
。
こ
れ
は
事
実

な
の
で
す
が
、
こ
れ
を
巡
っ
て
幾
つ
か
の
観
方
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の

倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
（
ｓ
①
卑
○
扇
の
ｇ
ご
爵
呂
因
吾
房
匡
且
号
己
Ｑ
の
冒
含
の
の
冨
亘
国
、
厨
ョ
扇
（
一
空
ｅ
）
の
中
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。
「
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
禁
欲
的
宗
教
倫
理
が
職
業
聖
召
観
を
呼
び
覚
ま
す
源
泉
と
な
り
、
世
俗
内
的
勤
労
を
積
極
的
に

肯
定
し
、
そ
れ
に
倫
理
的
徳
目
を
賦
与
す
る
こ
と
で
、
資
本
主
義
の
精
神
を
誕
み
出
す
要
因
と
な
っ
た
。
」
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
主
張
す
る

の
で
す
。
こ
の
世
の
中
に
大
勢
の
人
が
い
る
け
れ
ど
も
誰
に
神
の
救
い
の
手
が
差
し
伸
べ
ら
れ
て
い
る
か
は
解
ら
な
い
。
そ
こ
で
予
定
説

と
い
う
教
え
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
こ
の
予
定
説
に
基
い
て
一
生
懸
命
に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
思
し
召
し
に
か
な
っ
て
救
わ
れ
る
と
し

ま
す
。
そ
の
懸
命
に
働
く
こ
と
が
資
本
主
義
の
精
神
を
誕
み
出
す
要
因
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
考
え
方
で

又
違
う
見
方
の
例
と
し
て
ト
ー
ニ
ー
は
「
宗
教
と
資
本
主
義
の
興
隆
』
（
”
呂
四
。
。
画
且
吾
の
国
い
の
９
８
亘
冨
切
房
ョ
（
元
三
〈
）
）
の
中

で
「
ス
ペ
イ
ン
の
無
敵
艦
隊
を
撃
滅
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
、
あ
る
い
は
名
誉
革
命
を
成
功
さ
せ
た
、
そ
の
一
百
年
間
、
政
治
・
経
済
・

宗
教
の
三
方
面
の
再
建
途
上
、
そ
の
三
つ
が
相
互
に
関
係
し
て
、
そ
の
間
に
清
教
主
義
が
大
き
な
役
割
を
持
っ
て
社
会
秩
序
を
形
成
し
、

イ
ギ
リ
ス
の
資
本
主
義
の
成
立
を
促
す
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
と
」
。
先
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
徳
に
エ
ー
ト
ス
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た

の
で
は
な
く
、
政
治
経
済
宗
教
そ
の
三
つ
が
絡
み
合
っ
て
資
本
主
義
が
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る
。
資
本
主
義
精
神

の
誕
生
、
興
隆
と
い
う
問
題
で
も
、
研
究
志
向
（
立
場
）
が
違
え
ば
、
観
方
が
違
っ
て
き
ま
す
。
学
問
の
世
界
で
は
大
事
な
こ
と
で
、
立

場
・
観
方
が
違
う
か
ら
こ
そ
学
問
の
進
歩
が
あ
る
わ
け
で
す
。

す
○

最
終
講
義
（
町
田
）

（汚）



ま
だ
歴
史
学
の
諸
問
題
（
歴
史
学
の
発
達
。
現
代
に
お
け
る
主
要
史
観
。
歴
史
学
と
隣
接
諸
科
学
。
史
学
史
ｌ
西
洋
、
イ
ン
ド
、
中
国
、

日
本
ｌ
）
を
残
し
ま
し
た
が
、
持
ち
時
間
が
無
く
な
り
ま
し
た
の
で
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
長
時
間
の
聴
聞
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

最
終
講
義
（
町
田
）

(汚）


