
本
書
は
、
一
九
一
○
年
頃
か
ら
一
九
八
八
年
前
頃
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
中
等

教
育
に
お
け
る
音
声
国
語
教
育
の
歴
史
的
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

で
あ
る
。

音
声
国
語
教
育
と
は
、
著
者
独
特
の
用
語
で
あ
る
が
「
国
語
教
育
の
中
の

『
話
す
こ
と
』
・
「
聞
く
こ
と
」
を
総
合
し
た
領
域
」
（
序
章
）
で
あ
り
、
イ

ギ
リ
ス
の
国
語
教
育
界
に
お
け
る
普
呉
ｇ
国
口
淫
呂
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て

い
る
。日

本
の
国
語
教
育
に
お
い
て
も
、
近
年
、
こ
の
領
域
の
重
要
性
が
指
摘
さ

れ
、
学
習
指
導
要
領
や
教
科
書
教
材
で
も
比
重
の
増
加
が
見
ら
れ
る
。
し
か

し
、
実
際
の
教
育
現
場
で
は
そ
の
必
要
性
が
十
分
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
読

解
指
導
ほ
ど
の
位
置
を
占
め
て
い
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
音
声
国
語
教

育
を
積
み
重
ね
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
背
景
の
も
と
で
、

い
か
な
る
課
題
を
抱
え
な
が
ら
発
展
さ
せ
て
き
た
か
を
克
明
に
究
明
し
て
い

る
の
が
本
書
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
類
書
は
な
い
と
さ
れ
、
音
声

〔
書
評
〕安

直
哉
著
『
イ
ギ
リ
ス
中
等
音
声
国
語
教
育
史
研
究
』

｜
、
は
じ
め
に

安
直
哉
著
「
イ
ギ
リ
ス
中
等
音
声
国
語
教
育
史
研
究
』

国
語
教
育
初
の
本
格
的
な
学
術
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
本
の
国
語
教
育
に

と
っ
て
も
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
評
者
は
イ
ギ
リ
ス
国
語
教
育
の
知
見
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、

以
下
は
本
書
を
読
み
な
が
ら
特
に
関
心
を
持
っ
た
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ

と
に
な
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

序
章

第
１
部
第
一
の
波

第
２
部
第
二
の
波

第
３
部
第
三
の
波

第
４
部
第
四
の
波

第
５
部
第
五
の
波

結
章
ま
と
め

二
、
本
書
の
構
成
と
概
要

社
会
的
要
請
ｌ
中
等
教
育
の
大
衆
化
ｌ

バ
ッ
ク
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
効
果
の
発
生

原
理
論
の
構
築

評
価
論
の
構
築

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
開
発

長
田
友
紀

六
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第
一
の
波
は
、
中
等
教
育
の
大
衆
化
と
い
う
二
○
世
紀
初
頭
か
ら
二
○
世

紀
半
ば
に
か
け
て
到
来
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
中
等
音
声
国
語
教
育
史
に
最

初
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
中
等
教
育
で
は
、
そ
も
そ
も
一
部
の
エ
リ
ー
ト
だ
け
が
在
籍

し
、
ラ
テ
ン
語
な
ど
西
欧
古
典
語
教
育
が
教
え
ら
れ
て
い
た
。
「
国
語
」
と

い
う
教
科
の
発
達
時
期
は
遅
か
っ
た
、
と
い
う
指
摘
か
ら
論
述
が
始
め
ら
れ

て
い
る
。

一
九
一
○
年
頃
に
は
、
国
語
科
は
ほ
ぼ
確
立
し
て
い
た
と
解
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
が
、
音
声
国
語
は
、
教
育
目
標
に
は
位
置
づ
け
ら

れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
文
学
教
材
の
音
読
・
暗
唱
・
討
論
な
ど
「
文
学
の
教
育

方
法
」
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
（
第
１
章
）
。

と
こ
ろ
で
、
初
等
教
育
に
お
い
て
は
発
音
・
発
声
を
中
心
と
し
た
「
ス

ピ
ー
チ
・
標
準
語
教
育
の
習
得
」
と
「
学
習
・
生
活
指
導
的
教
育
方
法
の

習
得
」
が
目
的
と
さ
れ
、
中
等
教
育
段
階
後
の
継
続
教
育
に
お
い
て
は

「
社
会
生
活
の
準
備
」
と
い
う
目
的
で
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
一
方
、

中
等
教
育
で
の
音
声
国
語
教
育
は
「
自
ら
の
目
的
を
明
確
に
持
つ
こ
と
が

で
き
な
い
で
い
る
」
（
第
１
章
）
状
況
が
具
体
的
な
資
料
を
基
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
九
六
○
年
代
の
中
等
教
育
の
大
衆
化
に
よ
り
、
音
声
国
語
教

本
書
の
特
徴
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
九
一
○
年
頃
か
ら
一
九
八
八
年
頃
ま
で

の
中
等
教
育
に
お
け
る
音
声
国
語
教
育
史
を
五
つ
の
波
の
影
響
と
い
う
観
点

か
ら
考
究
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

第
二
の
波
は
、
バ
ッ
ク
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
効
果
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
ウ
ォ
ッ
シ
ュ

と
は
、
「
就
職
や
進
学
に
必
要
と
さ
れ
る
公
的
資
格
試
験
に
導
入
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
指
導
事
項
が
前
段
階
の
教
育
課
程
に
お
い
て
重
視
」

（
第
４
章
）
さ
れ
る
効
果
と
い
う
。
こ
の
波
に
よ
る
音
声
国
語
教
育
へ
の
影

響
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
、
公
的
資
格
試
験
へ
の
音
声
国
語
教
育
の
導
入
が
資
料
を
基
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
．
般
教
育
資
格
試
験
」
Ｇ
Ｃ
Ｅ
で
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
音
声
国
語
の
評
価
が
、
一
九
六
五
年
以
降
の
「
中
等

教
育
資
格
試
験
」
Ｃ
Ｓ
Ｅ
（
第
４
章
）
、
一
九
八
五
年
以
降
の
「
中
等
教
育

一
般
資
格
試
験
」
Ｇ
Ｃ
Ｓ
Ｅ
（
第
５
章
）
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
、

い
か
な
る
評
価
が
な
さ
れ
た
か
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

育
が
二
つ
の
理
由
で
重
視
さ
れ
始
め
る
と
い
う
。
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
と
は

異
な
り
一
般
的
教
授
学
習
活
動
に
必
要
な
程
度
の
音
声
国
語
の
技
能
を
習
得

し
て
い
な
い
生
徒
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
消
極
的
な
理
由
で

あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
義
務
教
育
終
了
後
に
社
会
に
出
て
行
く
こ
の
よ
う
な

生
徒
達
へ
の
「
社
会
生
活
準
備
教
育
」
と
い
う
積
極
的
な
理
由
で
あ
る
。
と

く
に
職
業
生
活
へ
の
準
備
と
し
て
音
声
国
語
教
育
が
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
点

が
指
摘
さ
れ
る
（
第
３
章
）
・

日
本
に
お
い
て
も
目
的
論
の
検
討
は
、
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え

ず
、
学
習
指
導
要
領
や
教
科
書
教
材
へ
の
掲
載
と
い
う
影
響
の
も
と
に
実
施

さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
音
声
国
語
教
育
の
目
的
論
に
つ
い
て
社

会
背
景
と
絡
め
た
変
遷
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
点
は
非
常
に
興
味
深
い
。 七

○



こ
こ
で
の
重
要
な
指
摘
は
、
こ
れ
ら
の
公
的
資
格
試
験
の
影
響
と
学
力
評

価
室
（
Ａ
Ｐ
Ｕ
）
の
研
究
蓄
積
に
よ
っ
て
、
特
に
一
九
八
○
年
代
半
ば
以
降

に
音
声
国
語
教
育
が
「
方
法
」
か
ら
「
目
標
」
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
第
５
章
）
。
そ
の
中
心
内
容
も
朗
読
・
音
読
・

ス
ピ
ー
チ
だ
け
で
な
く
、
討
論
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
い
っ
た
対
話
的
な
形
態

が
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
音
声
国
語
教

育
が
国
語
科
に
お
け
る
固
有
の
目
標
と
な
る
と
共
に
、
教
育
現
場
に
お
い
て

も
指
導
の
必
要
性
が
切
実
感
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
始
め
る
様
子
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
音
声
国
語
教
育
の
振
興
を
願
う
評
者
と
し
て
は
う
ら

や
ま
し
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
反
面
、
本
書
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
通
り
、

テ
ス
ト
対
策
と
し
て
の
音
声
国
語
教
育
が
抱
え
込
む
問
題
点
に
つ
い
て
も
自

ず
と
考
え
を
め
ぐ
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
、
も
う
一
つ
の
興
味
深
い
指
摘
は
「
教
育
課
程
全
体
を
通
し
て
の
言

語
政
策
」
の
原
型
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
全
て
の
教
師
は
国
語

教
師
で
あ
る
」
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
有
名
な
思
想
理
念
の
発
生
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
は
後
年
の
「
バ
ロ
ッ
ク
報
告
書
」
の
検
討

（
第
Ｂ
章
）
を
通
し
て
も
再
び
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
。

第
三
の
波
は
、
原
理
論
の
構
築
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
（
第
７
．

８
．
９
章
）
・
ア
ー
サ
ー
ワ
イ
ズ
（
第
皿
章
）
・
ベ
イ
ジ
ル
ハ
ー
ベ
イ
（
第

Ⅱ
章
）
、
バ
ロ
ッ
ク
報
告
書
（
第
Ｂ
章
）
・
キ
ン
グ
マ
ン
報
告
書
（
第
Ⅲ
章
）

な
ど
の
検
討
を
通
し
て
、
音
声
国
語
教
育
の
原
理
論
が
ど
の
よ
う
に
構
築
さ

れ
て
き
た
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

安
直
哉
著
「
イ
ギ
リ
ス
中
等
音
声
国
語
教
育
史
研
究
」

注
目
さ
れ
る
の
は
、
オ
ー
ラ
シ
ー
（
○
３
９
）
と
い
う
術
語
の
成
立
過

程
で
あ
る
。
近
年
日
本
で
も
紹
介
さ
れ
つ
つ
あ
る
オ
ー
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
、

提
案
者
の
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
の
教
育
理
念
（
第
７
章
）
か
ら
、
こ
の
用
語

の
成
立
お
よ
び
普
及
過
程
（
第
９
章
）
ま
で
が
つ
ま
び
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
興
味
深
い
点
は
、
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
の
教
育
思
想
か
ら
「
内
容
主
義

的
」
な
国
語
教
育
観
を
見
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
言
語
の
形
式
的
側
面

の
指
導
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
内
容
そ
の
も

の
に
も
教
育
的
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
２
章
で
は
、

一
九
五
○
年
前
後
か
ら
実
際
の
言
語
経
験
を
大
切
に
す
る
活
動
主
義
が
み

ら
れ
た
も
の
の
、
多
く
は
音
声
学
や
音
韻
論
の
成
果
に
よ
る
言
語
の
形
式

的
体
系
に
基
づ
い
た
、
そ
し
て
現
実
の
発
話
場
面
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

「
形
式
主
義
的
」
音
声
国
語
教
育
が
実
施
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
流
れ
の
中
で
、
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
が
内
容
主
義
を
重
視

し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
さ
ら
に
、
教
師
か
ら
の
一
方
的
知
識
伝
達

型
教
育
で
は
な
く
「
対
人
的
相
互
作
用
に
よ
る
学
習
指
導
法
」
と
し
て
い

る
点
か
ら
は
、
音
声
国
語
の
科
目
を
独
立
し
て
設
置
し
な
い
と
い
う
彼
の

思
想
が
よ
く
理
解
で
き
る
。

そ
の
後
一
九
八
○
年
代
の
「
キ
ン
グ
マ
ン
報
告
書
」
の
理
念
を
、
著
者
は

「
言
語
知
識
主
義
」
と
呼
ぶ
。
実
際
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
設
定

し
、
そ
の
中
で
言
語
知
識
を
与
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

（
第
Ⅲ
章
）
。
こ
の
場
合
の
知
識
と
は
、
言
語
要
素
的
知
識
だ
け
で
な
く
、
言

語
機
能
的
知
識
も
内
包
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

著
者
は
、
こ
の
言
語
知
識
主
義
に
今
後
を
切
り
開
く
可
能
性
を
見
出
し
て

七
一



第
四
の
波
は
、
評
価
論
構
築
で
あ
る
。
公
的
試
験
に
お
け
る
音
声
国
語
教

育
評
価
の
実
施
と
対
策
の
た
め
に
、
こ
の
評
価
論
の
構
築
は
大
き
く
進
み
、

音
声
国
語
教
育
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
特

に
、
初
期
評
価
論
の
構
築
者
で
あ
る
ク
リ
ス
タ
ベ
ル
・
バ
ー
ニ
ス
ト
ン
（
第

賜
章
）
と
、
教
育
科
学
省
内
に
設
け
ら
れ
た
学
力
調
査
室
の
評
価
（
第
略
章
）

に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
検
討
を
通
し
て
、
こ
の
時
期
に
は
評
価
の
階
層
性
と
客
観
性

の
保
持
と
い
う
点
で
は
課
題
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（
第
Ⅳ
章
）
。
こ
の
点
は
日
本
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
手
を
つ
け
ら
れ
て
い
な

い
部
分
で
あ
る
。
著
者
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
長
年
の
調
査

方
法
や
デ
ー
タ
か
ら
は
、
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
含
め
て
多
く
の
事
を

学
べ
る
と
期
待
で
き
る
。

い
る
。
よ
り
具
体
的
な
方
法
論
や
従
来
の
形
式
主
義
と
ど
こ
ま
で
異
な
り
、

そ
の
効
果
が
い
か
ほ
ど
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
九
○
年
以
降
の
研
究
成
果
に

つ
い
て
も
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
著
者
の
研
究
を
待
ち
た
い
。

第
五
の
波
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
で
あ
る
。
評
価
論
が
一
定
の
水
準
に

達
し
た
後
で
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
の
波
が
訪
れ
た
こ
と
が
論
述
さ
れ
て
い

ブ
（
》
○

一
九
七
○
年
代
の
「
教
育
課
程
全
体
を
通
し
て
の
言
語
政
策
」
の
概
念
が

ど
の
よ
う
に
提
案
さ
れ
た
の
か
（
旧
章
）
、
そ
の
中
で
音
声
国
語
教
育
が
占

め
る
位
置
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
十
分
に
あ
る
こ
と
（
岨
章
）
が
究
明

本
書
を
読
了
後
、
日
本
に
お
い
て
学
習
指
導
要
領
お
よ
び
教
科
書
へ
の
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
の
領
域
の
記
載
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
を
再
認

識
さ
せ
ら
れ
た
。
十
年
前
と
異
な
り
教
科
書
で
の
取
り
扱
い
も
大
き
く
な
り
、

そ
の
実
施
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
言

語
ス
キ
ル
と
し
て
ど
う
指
導
す
べ
き
か
と
い
う
ハ
ウ
ツ
ー
か
、
あ
る
い
は
こ

の
領
域
に
全
く
目
を
向
け
な
い
か
、
と
い
う
二
極
化
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

改
め
て
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
の
教
育
と
は
、
そ
も
そ
も
い
っ
た
い
何
を

目
的
と
し
、
ど
の
よ
う
な
学
校
場
面
・
教
科
で
指
導
す
べ
き
な
の
か
と
い
う

本
質
論
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
「
内
容
か
形
式
か
」
「
目
的
か
手
段
か
」

「
経
験
か
技
能
か
知
識
か
」
「
実
の
場
か
虚
構
の
場
か
」
「
国
語
科
な
の
か
他

教
科
な
の
か
」
な
ど
と
い
っ
た
論
点
が
、
イ
ギ
リ
ス
を
通
し
て
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。
単
純
な
二
者
択
一
が
解
答
で
な
い
こ
と
は
本
書
を
読
め
ば
わ
か

る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
本
質
論
の
議
論
こ
そ
が
、
二
極
化
さ
れ
た
現
状
を

さ
れ
て
い
る
。

音
声
国
語
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
○
年
代
半
ば
に

Ｇ
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
「
口
頭
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
必
修
化
さ
れ
た
対
策
と
し

て
、
独
立
し
た
授
業
時
間
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の

具
現
化
で
あ
る
教
科
書
（
別
章
）
お
よ
び
指
導
書
（
皿
章
）
に
つ
い
て
、
最

後
に
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

三
、
お
わ
り
に

七
一

一



止
揚
す
る
た
め
の
一
つ
の
光
明
だ
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
こ

の
領
域
を
考
え
る
者
に
と
っ
て
必
読
の
一
冊
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
平
成
十
七
年
八
月
十
日
、
東
洋
館
出
版
社
刊
・
五
、
○
○
○
円
）

（
お
さ
だ
・
ゆ
う
き
北
海
道
教
育
大
学
助
教
授
）

安
直
哉
著
「
イ
ギ
リ
ス
中
等
音
声
国
語
教
育
史
研
究
』

七


