
エ
ス
・
デ
・
ス
カ
ス
キ
ン
『
中
欧
お
よ
び
東
欧
に
お
け
る
、

　
　
　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
「
再
版
農
奴
制
」
の
基
本
的
諾
問
題
」

　
　
Ｏ
．
ト
Ｏ
崇
竃
竃
軍
◎
冨
◎
竃
自
¢
占
◎
旨
竃
自
墨
雷
墨
・
・
目
墨
竃
◎
Ｈ
◎
〈
寅
昌
君
昌
罠
着
目
竃
－

　
　
老
害
ｇ
畠
雲
ｇ
、
『
塁
〉
宙
ｏ
篶
岩
島
目
民
◎
胃
◎
自
◎
甘
邑
暑
◎
冨
．
〈
虜
冒
君
竃
舅
昌
弓
目
目
〉

　
　
Ｈ
ｏ
岬
ｏ
◎
７
◎
一
Ｎ

○

大
　
藪

輝

雄

　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
は
　
し
　
が
　
き

　
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
に
お
け
る
農
業
制
度
は
、
エ
ル
ベ
河
を
境
と
し
て
、
そ
の
西
部
と
東
部
と
で
は
歴
史
的
に
著
し
い
相
違
を
示
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
後
期
に
お
け
る
西
部
の
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
東
部
の
グ
ー
ツ
ヘ
ル
ッ
ヤ
フ
ト
の
対
立
が
そ
れ
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
と
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
の
後
の
歴
史
的
発
展
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ

る
。　

さ
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
に
お
け
る
農
業
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
お
き
、
グ
ー
ツ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
か
ら
ユ
ソ
ヶ
ル
経
営

　
　
　
ヱ
ス
・
デ
・
ス
カ
ス
キ
ソ
『
中
欧
お
よ
び
東
欧
に
お
げ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
再
版
農
奴
制
」
の
基
本
的
諸
問
題
』
　
二
二
五
　
（
二
二
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
六
　
（
二
二
六
）

へ
と
発
展
し
た
、
農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
発
展
の
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
シ
ャ
型
」
の
道
は
、
後
進
国
に
お
け
る
農
業
資
本
主
義
化
の

一
典
型
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
エ
ル
ベ
以
東
の
広
大
な
地
域
に
お
け
る
農
業
制
度
の
基
本
的
特
質
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ

の
間
題
は
古
く
か
ら
多
数
の
研
究
者
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
こ
の
地
域
に
成
立
し
た
人
民
民
主
主
義
諸
因
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

て
も
、
勤
労
大
衆
の
歴
史
を
発
掘
す
る
と
い
う
新
し
い
立
場
か
ら
研
究
者
の
活
綾
な
論
議
の
丸
象
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
こ
う
し
た
時
期
に
あ
た
っ
て
、
さ
き
ご
ろ
ソ
同
盟
で
行
わ
れ
た
「
封
建
杜
会
の
基
本
法
則
」
に
関
す
る
論
争
に
お
い
て
、
指
導
的

役
割
を
演
じ
た
ソ
同
盟
科
学
院
準
会
員
エ
ス
ニ
ァ
・
ス
カ
ス
キ
ソ
が
、
こ
の
論
争
に
お
い
て
も
一
つ
の
重
要
な
論
点
を
な
し
て
い
た

「
再
版
農
奴
制
」
の
間
題
に
つ
い
て
理
論
的
に
把
握
し
よ
う
と
試
み
た
本
論
文
は
、
東
欧
諾
国
、
な
か
ん
ず
く
ソ
同
盟
に
お
け
る
研

究
水
準
と
そ
の
方
向
を
知
る
上
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
以
下
そ
の
内
容
を
逐
次
紹
介
し
て
い
こ
う
。

　
（
１
）
　
東
独
に
－
お
け
る
こ
の
間
題
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
望
月
清
司
「
『
再
版
農
奴
制
』
を
め
ぐ
る
諾
間
題
」
（
専
修
大
学
論
集
一
八
号
）

　
　
参
照
。
な
お
、
こ
の
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
昌
ヒ
ト
ヴ
ァ
イ
ス
の
所
説
と
そ
の
批
判
に
っ
い
て
は
拙
稿
紹
介
「
Ｊ
・
ニ
ヒ
ト
ヴ
ァ
イ
ス
『
メ
ク
レ

　
　
ソ
ブ
ル
グ
に
お
け
る
農
民
追
放
』
」
　
（
立
命
館
経
済
学
第
五
巻
第
二
号
）
参
照
。

　
（
２
）
　
そ
の
主
要
論
文
は
、
山
岡
亮
一
・
木
原
正
雄
編
「
封
建
杜
会
の
基
本
法
則
」
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

二
、
「
再
版
農
奴
制
」

の
本
質

　
周
知
の
ご
と
く
、
　
「
再
版
農
奴
制
」
　
（
睾
堅
ｏ
宇
旨
島
ｏ
易
ｏ
訂
｛
け
一
呂
暑
８
竃
巻
雪
ｏ
暑
實
◎
ｏ
冨
冒
§
邑
蟹
）
と
い
う
の
は
エ
ソ
ゲ
ル
ス

　
　
　
　
　
（
１
）

の
言
葉
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
お
よ
び
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
中
世
後
期
、
と
く
に
ニ
ハ
世

紀
中
期
以
来
の
農
奴
制
の
強
化
を
規
定
し
た
。



　
じ
ゆ
う
ら
い
、
こ
の
「
再
版
農
奴
制
」
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
諭
争
は
、
二
つ
の
中
心
的
な
間
趣
を
も
っ
て
い
た
。
第
一
は
こ
の

制
度
の
本
質
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
と
関
連
し
て
こ
の
制
度
が
封
建
的
構
成
体
の
発
膜
ま
た
は
解
体
に
お
い
て
い
か
た
る
伎
榿
を
占

め
る
か
と
い
う
間
題
で
あ
る
。
云
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
経
済
的
・
法
律
的
制
度
は
資
本
主
義
的
構
成
体
発
生
へ
の
過
渡
段
階
で
あ
る

の
か
、
封
建
的
搾
取
の
最
も
粗
野
な
形
態
、
す
な
わ
ち
賦
役
へ
の
復
帰
が
こ
の
新
し
い
経
済
制
度
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
た
め
に
、

そ
れ
は
封
建
的
反
動
の
特
殊
の
形
態
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
間
題
は
東
エ
人
ベ
ド
イ
ツ
以
東
の
中
部
ヨ
ー
ロ
ツ

パ
お
よ
び
東
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
に
お
け
る
ニ
ハ
世
紀
以
来
の
こ
の
新
し
い
経
営
形
態
の
発
生
原
囚
の
解
明
、
す
な
わ
ち
「
再
版
農
奴
制
」

の
発
生
の
間
題
で
あ
る
。

　
ス
ヵ
ス
キ
ソ
は
ま
ず
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
　
（
フ
ラ
ソ
ス
、
イ
タ
リ
ャ
、
産
業
革
命
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
、
西
ド
ィ
ッ
）
と
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
　
（
東
エ

ル
ベ
ド
イ
ッ
、
チ
ェ
コ
、
ハ
ソ
ガ
リ
ャ
、
ポ
ー
ラ
ソ
ド
、
ロ
シ
ャ
）
の
農
業
制
度
を
、
Ｇ
・
ベ
ロ
ウ
（
９
黒
一
毒
）
の
定
義
に
従
っ
て
、
西
ヨ

ー
ロ
ッ
バ
の
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
？
旨
婁
胃
易
ｏ
罫
３
と
東
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
グ
ー
ツ
ヘ
ル
ツ
ヤ
フ
ト
　
（
○
鼻
乙
っ
｝
撃
易
ｏ
罫
５
の

相
違
と
し
て
示
し
、
簡
潔
に
そ
の
各
六
の
経
済
的
・
法
律
的
な
特
徴
づ
け
を
あ
た
え
て
い
る
。
つ
い
で
か
れ
は
「
再
版
農
奴
制
」
の

本
質
を
解
明
す
る
前
提
と
し
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
と
東
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
農
業
制
度
の
発
生
・
発
展
の
過
程
を
、
領
主
Ｈ
農
民
の
法
律

的
諾
関
係
の
面
と
、
そ
れ
を
某
礎
づ
け
る
農
業
生
産
の
構
造
の
面
に
わ
た
っ
て
歴
史
的
に
追
求
す
る
。
簡
単
に
要
約
す
れ
ば
つ
ぎ
の

如
く
で
あ
る
。

　
西
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
ッ
ヤ
フ
ト
は
原
姶
共
同
体
的
構
成
体
の
解
体
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
、
資
本
主
義
的
諸
関
係

に
よ
る
、
！
、
の
革
命
的
交
代
に
い
た
る
ま
で
存
続
し
た
の
で
あ
る
が
、
ン
、
の
発
展
は
生
産
諸
力
の
内
的
発
展
と
そ
れ
に
昭
一
応
す
る
生
産

諸
関
係
の
変
化
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
に
は
、
中
世
初
期
の
賦
役
経
営
に
も
と
ず
く
農
奴
制
の
時
代
と
、
直
営
耕
地

　
　
　
エ
ス
．
デ
．
ス
カ
ス
キ
ソ
「
中
欧
お
よ
び
東
欧
に
お
げ
る
、
い
わ
ゆ
る
〕
再
版
農
奴
制
」
の
基
本
的
諸
問
題
』
　
二
二
七
　
（
二
二
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八
　
（
二
二
八
）

解
体
後
の
「
純
粋
荘
園
」
に
も
と
ず
く
隷
農
制
の
時
代
が
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
中
世
後
期
と
く
に
ニ
ハ
世
紀
以
後
に
お
い
て
は
、

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
内
部
で
も
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ソ
ス
で
は
こ
と
な
っ
た
発
展
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

ニ
ハ
世
紀
以
来
、
い
わ
ゆ
る
資
本
の
本
源
的
蓄
穣
過
程
が
進
行
し
、
階
級
と
し
て
の
農
民
の
急
速
な
消
減
の
上
に
、
近
代
的
土
地
所

有
者
、
借
地
農
業
資
本
家
、
農
業
賃
労
働
老
の
三
階
級
に
も
と
ず
く
資
本
主
義
的
農
業
生
産
関
係
が
漸
次
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
に
た

い
し
て
、
フ
ラ
ソ
ス
で
は
、
農
民
階
級
は
フ
ラ
ソ
ス
革
命
ま
で
維
持
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
革
命
に
よ
っ
て
か
れ
ら
は
封
建
的
負
担

を
除
去
せ
ら
れ
、
国
有
財
産
の
売
却
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
さ
え
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ハ
世
紀
ま

で
の
発
展
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ソ
ス
と
を
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
型
に
す
る
よ
り
も
、
同
じ
型
の
変
形
と
見
な
す
こ
と
を
適
当
と
し

て
い
る
。
こ
う
し
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
に
お
け
る
経
済
的
高
揚
、
手
工
業
と
商
業
の
発
展
は
農
民
経
営
の
解
放
と
独
立
化
の
原
因
で
あ

り
、
農
民
階
級
の
解
放
過
程
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
不
自
由
な
隷
農
か
ら
コ
ピ
ー
ホ
ー
ル
ダ
ー
へ
、
フ
ラ
ソ
ス
で
は
農
奴
か
ら
隷
農
へ
、

隷
農
か
ら
慣
習
に
よ
る
保
有
者
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。

　
こ
れ
に
た
い
し
て
、
二
一
世
紀
の
植
民
以
来
西
部
と
同
様
の
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
形
成
さ
れ
て
い
た
東
部
で
は
、
ニ
ハ
世

紀
以
後
西
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
に
資
本
主
義
が
発
展
し
は
じ
め
る
や
、
こ
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
市
場
へ
の
穀
物
輸
出
を
目
当
て
と
し
て
領
主
に

よ
る
自
已
経
営
が
発
展
し
た
。
そ
し
て
こ
の
直
営
耕
地
に
労
働
力
を
確
保
す
る
必
要
か
ら
苛
酷
な
農
奴
制
が
出
現
す
る
に
い
た
る
。

こ
う
し
た
発
展
の
結
果
、
農
民
は
植
民
時
代
の
、
憤
習
に
よ
る
保
有
借
地
者
か
ら
地
主
の
土
地
と
人
格
に
隷
属
し
た
農
奴
に
変
え
ら

れ
、
時
と
し
て
は
土
地
な
し
に
も
売
ら
れ
る
奴
隷
に
近
い
人
間
に
転
化
せ
ら
れ
た
。

　
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
東
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
農
業
制
度
発
展
の
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
し
て
、
ス
カ
ス
キ
ソ
は
「
再
版
農
奴
制
」
の

本
質
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。



　
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
「
再
版
農
奴
制
」
と
い
う
言
葉
は
ま
っ
た
く
新
し
い
現
象
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
二
度
目
の
農
奴
化

に
関
す
る
の
で
も
な
く
て
、
ま
さ
に
再
版
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
初
版
は
、
西
部
に
お
い
て
商
品
い
貨
幣
請
関
係
の
発
展
の

結
果
い
く
ら
か
衰
退
し
、
資
本
主
義
的
諸
関
係
の
発
展
と
共
に
消
減
し
た
中
世
初
期
の
農
奴
的
状
態
で
あ
る
。
東
部
で
は
反
対
に
１
、

「
資
本
主
義
時
代
は
、
農
村
で
は
農
業
大
生
産
の
時
期
と
し
て
そ
の
到
来
を
告
げ
た
。
」
（
エ
ソ
ゲ
ル
ス
「
マ
ル
ク
」
）

　
ス
ヵ
ス
キ
ソ
は
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
こ
の
言
葉
の
解
釈
に
つ
い
て
、
ニ
ヒ
ト
ヴ
ァ
ィ
ス
（
－
；
ｏ
軍
秦
茅
）
や
バ
ハ
（
芦
夷
．
■
買
）
の

意
見
を
批
判
し
た
ポ
ー
ラ
ソ
ド
の
歴
史
家
ツ
ィ
ェ
ソ
タ
ラ
（
卑
皇
聲
訂
ｓ
）
に
賛
成
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ヒ
ト
ヴ
ァ
ィ
ス
等
の

解
釈
で
は
、
こ
こ
で
エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
「
再
版
農
奴
制
」
と
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
「
農
民
追
放
」
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
、
東
エ
ル
ベ

の
農
場
の
資
本
主
義
的
特
色
を
強
調
し
た
か
の
ご
と
く
で
あ
り
、
ま
た
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
本
源
的
蓄
稜
過
程
が
と
っ
た
形
態

を
述
べ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
　
「
農
民
追
放
」
と
ニ
ハ
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
　
「
囲
い
込
み
」
と
の
外
観
上
の
類
似
に
よ

っ
て
、
両
者
が
ど
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
、
な
ら
び
に
、
イ
ギ
リ
ス
と
東
エ
ル
ベ
の
農
民
の
土
地
収

奪
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
隠
蔽
す
べ
き
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
収
奪
過
程
は
新
し
い
経

営
形
態
へ
の
移
行
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
　
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
こ
の
移
行
は
最
も
非
民
主
的
な
形
態
で
行
わ
れ
、
階
級
と
し

て
の
農
民
の
消
減
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
は
い
え
、
ン
、
れ
は
領
主
関
係
の
解
消
、
共
同
体
の
決
定
的
破
壊
、
封
建
的
生
産
様
式
か

ら
資
本
主
義
的
生
産
様
式
へ
の
移
行
と
同
時
に
行
わ
れ
た
の
に
反
し
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
で
は
、
そ
の
本
性
上
企
業
家
的
な
大
ユ
ソ
ヶ

ル
経
営
へ
の
移
行
は
、
封
建
的
生
産
様
式
の
最
も
原
姶
的
な
形
態
へ
の
、
す
な
わ
ち
賦
役
へ
の
移
行
で
あ
っ
た
。
東
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
の

「
農
民
追
放
」
は
、
事
実
上
ぎ
た
は
法
律
上
領
主
が
す
で
に
土
地
の
み
で
な
く
農
民
の
人
格
の
所
有
者
と
な
り
、
ン
、
れ
ゆ
え
に
農
民

に
土
地
を
分
与
し
た
り
、
反
対
に
か
れ
ら
か
ら
土
地
を
収
奪
し
た
り
、
か
れ
ら
を
一
地
区
か
ら
他
の
地
区
へ
、
賦
役
か
ら
貢
租
へ
、

　
　
　
エ
ス
ニ
ァ
・
ス
ヵ
ス
キ
ソ
『
中
欧
お
よ
び
東
欧
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
再
版
農
奴
制
」
の
基
本
的
諸
間
題
』
　
二
二
九
　
（
二
二
九
）
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ま
た
は
そ
の
逆
に
移
し
て
、
た
だ
白
分
の
経
営
計
画
だ
け
に
従
う
こ
と
が
出
来
た
場
合
に
行
わ
れ
た
。
す
で
に
賦
役
と
農
努
経
営
の

発
展
の
時
期
に
始
ま
り
、
東
部
の
地
主
に
と
っ
て
と
く
に
順
調
な
時
期
、
た
と
え
ば
メ
ク
レ
ソ
ブ
ル
グ
、
ポ
ソ
メ
ル
ソ
、
ブ
ラ
ソ
デ

ソ
ブ
ル
グ
で
の
破
壌
的
杢
二
〇
年
戦
争
や
、
東
プ
ロ
イ
セ
ソ
の
同
じ
よ
う
に
荒
廃
的
な
ポ
ー
ラ
ソ
ド
ー
ー
ス
ェ
ー
デ
ソ
戦
争
の
結
果
増

加
し
た
東
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
に
お
け
る
こ
の
農
民
の
土
地
収
奪
は
、
農
民
解
放
を
志
向
し
た
一
九
世
紀
初
頭
の
立
法
に
よ
っ
て
は
阻
止
さ

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
収
奪
は
、
ユ
ソ
ヶ
ル
経
営
の
資
本
主
義
的
変
質
（
ヴ
ェ
・
イ
・
レ
ー
ニ
ソ
の
定
式
に
ょ
れ
ば
、

発
展
の
「
プ
艀
シ
ャ
型
の
道
」
）
が
始
ま
っ
た
一
八
世
紀
末
ま
で
は
、
少
く
と
も
い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
穣
と
は
何
の
共
通
点
も
持
た
な
か

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
一
九
世
紀
、
す
な
わ
ち
こ
こ
に
お
け
る
資
本
主
義
的
大
経
営
の
最
後
的
形
成
の
時
代
に
農
民
階
級
の
完

全
な
土
地
収
奪
を
容
身
な
ら
し
め
た
。
し
か
し
最
初
に
は
、
　
「
農
民
追
放
」
は
地
主
の
土
地
の
拡
大
、
賦
役
農
場
の
増
加
、
す
な
わ

ち
、
特
殊
の
形
態
で
あ
る
と
し
て
も
結
局
は
封
建
的
生
産
様
式
の
維
持
拡
大
を
目
的
と
し
た
方
法
で
あ
っ
た
。

　
（
１
）
　
こ
の
定
義
の
典
拠
と
し
て
は
、
一
八
八
二
年
一
二
月
一
五
・
一
六
・
二
二
目
付
の
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
マ
ル
ク
ス
宛
書
簡
峯
胃
弓
望
柘
¢
９
■
¢
－

　
　
邑
弓
０
０
３
Ｈ
巨
一
Ｎ
毒
｛
彗
蒜
ｏ
｝
竃
○
易
ｏ
巨
Ｏ
睾
¢
団
Ｐ
一
Ｃ
つ
Ｃ
つ
．
胃
Ｎ
～
腎
ｍ
．
マ
ル
ク
ス
ー
ー
エ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
第
二
十
巻
五
七
二
～
五
七
九
頁
参
照
。

三
、
「
再
版
農
奴
制
」

の
発
生

　
こ
ん
ど
は
第
二
の
間
題
、
す
な
わ
ち
「
再
版
農
奴
制
」
の
発
生
の
間
題
に
移
ろ
う
。
こ
の
間
題
は
一
九
世
紀
後
半
の
ド
ィ
ッ
と
戦

後
の
人
民
民
主
主
義
諾
国
で
研
究
さ
れ
大
き
な
論
争
を
惹
き
起
し
た
が
、
現
在
に
お
い
て
も
決
し
て
完
全
に
解
決
さ
れ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
ス
ヵ
ス
キ
ソ
は
、
こ
の
間
題
に
■
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
従
来
の
諾
学
説
の
批
判
的
検
討
を
通
じ
て
白
説
を
展
開
し
て
い
る
。
か
れ
は



ま
ず
、
農
氏
解
放
の
間
趣
の
闘
十
Ｅ
・
Ｍ
・
ア
ル
ソ
ト
（
■
芦
キ
箏
票
）
の
説
を
と
り
あ
げ
る
。

　
ア
ル
ソ
ト
は
そ
の
歴
史
的
労
作
の
中
で
、
農
奴
制
が
ま
ろ
で
ス
ラ
ヴ
人
に
特
有
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
云
う
対
姓
的
法
学
者
の
説

に
反
対
し
た
。
ア
ル
ソ
ト
の
功
絞
は
、
新
し
い
農
奴
制
の
出
現
の
時
代
を
閉
ら
か
に
し
た
こ
と
（
か
れ
は
一
六
世
紀
を
そ
の
時
代
と
考
え

た
）
と
、
　
こ
の
時
代
ま
で
は
農
民
の
状
態
は
も
っ
と
よ
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
確
認
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
　
「
再
版
農
奴

制
」
の
原
因
を
領
主
の
後
進
性
○
中
に
見
出
し
た
が
、
ま
さ
に
こ
の
後
進
性
の
原
丙
は
説
明
で
き
な
か
っ
た
。
農
民
の
運
命
の
悪
化

を
法
律
の
変
化
の
結
果
と
考
え
る
ア
ル
ノ
ト
に
と
っ
て
は
、
杜
会
の
経
済
生
活
の
見
地
か
ら
す
る
現
象
の
説
明
は
ま
っ
た
く
無
縁
で

あ
っ
た
。
こ
の
原
丙
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
べ
ー
ラ
ウ
（
Ｐ
望
巨
彗
）
は
、
「
再
版
農
奴
制
」
の
形
成
に
お
け
る
決
定
的
意
義
を
ロ
ー

マ
法
の
継
受
に
お
い
て
い
る
。
か
れ
は
、
農
奴
制
が
、
領
主
に
と
っ
て
は
発
生
し
た
農
場
に
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
人
の
一
人
で
あ
る
。
ロ
ー
プ
法
は
領
主
の
こ
の
渇
望
に
最
も
よ
く
合
致
し
た
。
し
か
し
、
べ

ー
ラ
ゥ
も
農
奴
制
の
起
源
を
深
く
説
明
し
な
い
で
、
ニ
ハ
世
紀
と
く
に
農
民
戦
争
以
後
の
ド
ィ
ソ
の
一
般
的
発
展
傾
向
は
、
農
昂
に

は
好
ま
し
く
な
か
っ
た
こ
と
を
掃
摘
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
Ｌ
・
コ
ル
ソ
（
■
穴
・
旨
）
は
新
し
い
法
律
関
係
の
諾
要
素
は
、
ロ
ー
マ

法
の
影
響
に
関
係
な
く
発
展
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
コ
ル
ソ
は
、
西
部
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
農
民
に
た
い
す
る
領
主
の
巨
大
な

権
力
の
出
現
に
注
意
を
向
け
、
西
部
と
ち
が
っ
て
東
部
で
は
、
三
種
類
の
隷
属
　
　
人
格
的
隷
属
、
土
地
へ
の
隷
属
、
裁
判
権
へ
の

隷
属
　
　
が
一
人
の
領
主
の
手
中
に
徐
六
に
統
一
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
た
最
初
の
歴
史
家
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ル
ソ
も
貴
族
階

級
の
賦
役
へ
の
移
行
の
原
因
を
説
明
し
な
か
っ
た
。

　
Ｇ
．
ク
ナ
ッ
プ
（
９
■
穴
§
暑
）
は
そ
の
説
明
を
試
み
た
。
か
れ
の
有
名
な
公
式
《
Ｏ
弩
空
箒
『
ま
ヰ
９
邑
三
Ｈ
け
》
「
騎
士
は

農
業
者
に
な
る
」
は
、
か
れ
の
見
解
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
か
れ
の
意
見
で
は
、
傭
兵
軍
に
お
け
る
火
器
の
出
現
と
共
に

　
　
　
エ
ス
・
デ
・
ス
カ
ス
キ
ソ
一
Ｌ
中
欧
お
よ
び
東
欧
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
再
版
農
奴
制
」
の
基
本
的
諸
間
題
」
　
二
三
一
　
（
ニ
ゴ
ニ
）
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軍
事
力
と
し
て
の
貴
族
の
役
割
は
終
っ
た
の
で
、
貴
族
階
級
は
農
業
経
営
に
従
事
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
農
業
経
営
は
貴

族
の
主
要
な
職
業
と
そ
の
収
入
の
源
泉
と
な
り
、
労
働
力
獲
得
の
た
め
に
は
農
民
に
た
い
す
る
圧
迫
が
必
要
に
な
っ
た
。
か
れ
の
弟

子
達
や
そ
の
他
の
学
者
は
こ
の
説
を
受
入
れ
た
。
Ｔ
・
ク
ナ
ヅ
プ
（
一
穴
§
君
）
は
こ
れ
を
無
条
件
に
受
入
れ
、
Ｗ
・
ヴ
ィ
テ
ィ
ヒ

（
奉
．
ヨ
三
｝
）
は
騎
士
の
農
業
者
へ
の
転
化
を
賦
役
経
営
出
現
の
主
要
な
原
因
と
認
め
な
が
ら
、
農
場
経
営
の
発
展
の
た
め
に
は
十

分
な
販
路
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
附
け
加
え
た
。
そ
し
て
こ
の
販
路
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
（
イ
ギ
リ
ス
、
二
ー
ダ
ー
ラ
ソ
ド
、
ス
ヵ
ソ
ヂ
ナ
ビ
ャ
）

の
穀
物
需
要
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
。
同
様
に
、
Ｆ
・
グ
ロ
ス
マ
ソ
（
甲
９
易
乙
。
§
彗
）
は
そ
の
原
因
を
騎
士
階
級
の
軍
事
的
意
義

の
減
少
と
、
国
家
の
掠
奪
騎
土
と
の
闘
争
の
中
に
見
た
。

　
ク
ナ
ッ
プ
の
「
軍
事
」
説
の
批
判
者
達
が
、
軍
事
技
術
の
変
化
は
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
共
通
で
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
以
前
の
騎
士

階
級
か
ら
生
活
の
途
を
奪
う
程
急
激
で
も
な
か
り
た
と
い
う
事
情
を
指
摘
し
た
の
は
正
し
か
っ
た
。
貴
族
階
級
の
代
り
に
騎
兵
隊
が

出
現
し
、
傭
兵
軍
に
お
け
る
多
数
の
将
佼
の
地
位
と
宮
廷
の
官
位
が
あ
ら
わ
れ
た
。
ま
た
僧
院
や
都
市
貴
族
も
賦
役
農
場
の
「
開
拓

者
」
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
ス
ヵ
ス
キ
ソ
は
ク
ナ
ッ
プ
の
人
種
説
を
批
判
す
る
。
ク
ナ
ッ
プ
は
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
制
度
と
グ
ー
ツ
ヘ
ル
ッ
ヤ
フ

ト
制
度
の
普
及
し
た
境
界
が
、
ド
ィ
ッ
人
と
ス
ラ
ヴ
人
の
以
前
の
定
住
地
の
境
界
と
一
致
す
る
こ
と
に
同
時
代
人
の
注
意
を
向
け

た
。
か
れ
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
ス
ラ
ヴ
人
か
ら
奪
わ
れ
た
土
地
で
は
ス
ラ
ヴ
人
の
農
奴
は
ド
ィ
ツ
人
杖
民
者
よ
り
も
苛
酪
な
状
態
に

あ
っ
た
。
ク
ナ
ッ
プ
は
、
征
服
と
い
う
事
実
が
そ
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
ト
ル
ス
ト
イ
風
の
「
悪
に
た
い
す
る

無
抵
抗
」
を
特
色
と
す
る
「
ス
ラ
ヴ
人
種
の
従
順
な
性
質
」
が
そ
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
説
は
、
Ｗ
・
フ
ォ
ソ
・
ブ
リ
ュ

ソ
ネ
ッ
ク
（
オ
．
く
暮
卑
饒
昌
８
斤
）
に
よ
っ
て
発
展
せ
ら
れ
、
ラ
ソ
プ
レ
ヒ
ト
（
申
～
昌
肩
９
巨
）
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
も



ち
ろ
ん
領
主
が
農
民
と
ち
が
っ
た
民
族
に
属
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
階
級
的
庄
迫
に
民
族
的
圧
迫
が
加
わ
っ
た
の
で
農
氏
の
状
態
は

、
　
　
　
、

よ
り
苛
酷
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
間
題
の
人
概
的
説
明
は
板
め
て
非
科
学
的
で
あ
る
。
策
一
に
、
　
「
再
版
農
奴
制
」
は
単
に
ス
ラ

ヴ
人
の
土
地
と
ス
ラ
ヴ
人
か
ら
奪
わ
れ
た
土
地
に
と
ど
ま
ら
ず
、
領
主
と
農
民
が
同
じ
民
族
に
属
し
た
地
域
に
も
普
及
し
た
。
第

二
に
、
ス
ラ
ヴ
人
か
ら
奪
わ
れ
た
土
地
の
大
部
分
で
は
ス
ラ
ヴ
農
民
は
掠
奪
者
と
頑
強
な
闘
争
を
行
い
、
ほ
と
ん
ど
完
全
に
根
絶
さ

れ
た
。
メ
ク
レ
ソ
ブ
ル
グ
、
ポ
ソ
メ
ル
ソ
（
オ
ー
デ
ル
河
左
岸
の
）
、
お
よ
び
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ソ
で
は
ニ
ハ
世
紀
初
頭
に
は
ス
ラ
ヴ
人
の

住
民
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
農
民
の
大
多
数
、
出
身
が
ス
ラ
ヴ
人
で
あ
り
さ
え
す
る
農
民
の
大
多
数
は
ド
ィ
ソ

法
の
条
件
で
定
住
し
た
。
完
全
な
ス
ラ
ヴ
村
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
蚊
後
に
、
中
世
に
お
い
て
ス
ラ
ヴ
人
の
定
住
地
の
西
界

と
認
め
ら
れ
た
エ
ル
ベ
ー
ザ
ー
レ
と
ボ
ヘ
ミ
ャ
の
森
の
線
は
、
極
め
て
大
ま
か
に
し
か
「
再
版
」
の
境
界
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
か
ら
東
に
賦
役
農
場
制
度
の
な
い
土
地
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
反
対
に
そ
れ
か
ら
西
に
こ
う
し
た
制
度
の
あ
る
地

域
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
は
、
決
し
て
ス
ラ
ヴ
人
に
よ
っ
て
植
民
さ
れ
た
の
で
、
は
な
い
が
、
東
ド
ィ
ッ
の
村
落
制
度
と

極
め
て
類
似
し
た
村
落
制
度
を
示
す
西
ド
ィ
ッ
の
地
域
が
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
て
い
る
（
主
と
し
て
南
東
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
と
バ
ィ
ェ
ル

ソ
）
。
以
上
に
よ
っ
て
「
再
版
農
奴
制
」
は
、
　
発
生
的
に
は
決
し
て
ス
ラ
ヴ
的
生
活
状
態
の
特
色
と
も
ス
ラ
ヴ
法
と
も
結
び
つ
い
て

い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
つ
い
で
ス
ヵ
ス
キ
ソ
は
、
　
「
再
版
農
奴
制
」
の
発
生
の
説
助
に
お
い
て
特
に
重
要
な
地
位
を
占
め
る
ベ
ロ
ウ
（
９
寂
一
毒
）
の
理

論
の
批
判
に
と
り
か
か
る
。
ス
ヵ
ス
キ
ソ
は
、
ま
ず
　
「
こ
の
ド
ィ
ッ
経
済
史
の
大
学
者
で
大
博
識
家
の
見
解
は
、
　
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
史

学
の
極
端
な
反
動
的
立
場
へ
の
転
換
の
明
白
な
例
で
あ
る
。
か
れ
の
労
作
で
は
史
的
唯
物
論
と
の
闘
争
が
特
別
の
地
位
を
占
め
て
い

る
」
と
述
べ
、
　
「
再
版
」
に
つ
い
て
の
ベ
ロ
ゥ
の
見
解
の
中
に
も
こ
の
傾
向
を
追
求
す
る
。
ベ
ロ
ウ
は
以
上
に
述
べ
た
す
べ
て
の
考

　
　
　
ユ
ス
．
デ
・
ス
カ
ス
キ
ソ
『
中
欧
お
よ
び
東
欧
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
再
版
農
奴
制
」
の
基
本
的
諸
間
題
」
　
二
三
三
　
（
二
三
三
）
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四
　
（
二
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四
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え
を
斥
け
、
　
「
軍
事
」
説
を
批
判
す
る
。
か
れ
は
、
　
「
ス
ラ
ヴ
人
起
源
」
説
が
過
程
の
最
初
の
段
階
を
説
明
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と

を
認
め
る
と
は
い
え
、
こ
の
説
に
著
し
く
大
き
な
意
義
を
あ
た
え
て
い
る
。
同
様
に
、
か
れ
は
「
再
版
農
奴
制
」
の
発
生
に
た
い
し

て
農
産
物
輸
出
が
影
響
を
あ
た
え
た
と
い
う
説
を
批
判
す
る
。
か
れ
は
、
弱
い
国
家
権
力
の
下
で
大
・
中
の
領
主
を
代
表
す
る
階
級

が
優
越
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
変
化
は
可
能
で
な
か
っ
た
ろ
う
と
主
張
す
る
。
だ
が
、
か
れ
は
こ
う
し
た
優
越
の
原

因
を
強
力
な
権
力
が
東
部
に
は
「
最
初
か
ら
」
存
在
す
る
こ
と
に
求
め
、
そ
れ
が
す
で
に
植
民
期
ま
で
の
ス
ラ
ヴ
の
貴
族
階
級
に
属

し
て
い
た
か
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
説
明
が
、
賦
役
農
場
制
度
発
展
の
真
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
を
認
め
て
、
ベ
ロ
ゥ
は
白
已
の
完
全
な
無
力
を
自
認
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
経
済
的
条
件
は
そ
れ
以
上

の
発
展
の
可
能
性
を
あ
た
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
創
り
出
し
は
し
な
い
。
ま
さ
に
賦
役
領
地
制
度
（
グ
ー
ツ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
）

の
発
生
の
歴
史
は
、
わ
れ
わ
れ
に
歴
史
に
お
い
て
必
然
性
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
如
何
に
許
し
難
い
か
を
教
え
る
。
」
と
。
Ｃ
．

Ｊ
・
フ
ッ
ク
ス
（
ｏ
．
－
冒
ｏ
家
）
も
「
再
版
」
の
発
生
の
説
明
に
お
い
て
は
ベ
ロ
ウ
に
近
い
。

　
「
再
版
農
奴
制
」
　
の
発
生
に
関
す
る
困
難
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
れ
ら
一
切
の
試
み
の
特
包
は
、
　
た
し
か
に
従
属
的
な
原
因
を

第
一
に
押
し
出
し
、
　
最
も
重
要
な
原
因
な
か
ん
ず
く
経
済
的
性
質
の
原
因
の
意
義
を
過
少
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
つ
い
で
ス
ヵ

ス
キ
ソ
は
、
　
こ
の
経
済
的
原
困
を
指
摘
し
た
理
論
の
検
討
に
移
っ
て
い
る
。
　
Ｍ
・
ゼ
ー
リ
ソ
グ
（
声
ｃ
・
邑
長
）
は
、
　
「
再
版
」
の

発
生
を
経
済
的
に
説
明
し
よ
う
と
試
み
た
最
初
の
学
者
の
一
人
で
あ
る
。
か
れ
は
、
ク
ナ
ッ
プ
の
　
「
軍
事
」
説
も
ツ
ユ
モ
ー
ラ
ー

（
９
Ｃ
っ
｝
旨
◎
－
一
竃
）
の
「
経
済
精
神
」
に
よ
る
説
明
を
も
斥
け
た
。
か
れ
は
す
べ
て
の
商
品
経
済
を
資
本
主
義
経
済
と
認
め
、
賦
役
農

場
を
資
本
主
義
的
企
業
と
同
一
視
し
て
、
農
場
出
現
の
原
因
を
経
済
に
求
め
、
ニ
ハ
世
紀
の
価
格
革
命
が
そ
の
基
本
的
原
因
で
あ
る

と
考
え
た
。
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
農
産
物
と
く
に
食
糧
生
産
物
の
価
格
騰
貴
に
表
現
せ
ら
れ
た
。

’



ま
さ
に
と
の
事
情
は
貴
族
階
級
が
多
く
の
確
実
な
収
入
を
口
指
し
て
農
業
経
営
に
斉
手
す
る
○
を
促
進
し
た
。
ゼ
ー
リ
ソ
グ
の
こ
の

主
張
を
同
時
代
の
若
干
の
チ
一
一
の
螢
祭
受
け
入
れ
た
。
ラ
ツ
一
フ
ア
、
ル
弓
射
き
、
、
、
、
、
一
は
ゼ
、
リ
ソ
グ
の
見
解
に
同
意

し
た
が
さ
ら
に
賦
蓬
場
の
端
初
は
価
偉
命
よ
呈
早
い
時
代
か
ら
姶
ま
る
こ
と
に
注
意
高
け
た
。
ラ
ツ
一
フ
ア
、
ル
は
ブ
ル

ジ
一
ア
史
家
の
中
で
・
「
再
版
農
制
一
の
震
に
た
い
す
る
西
ヨ
ー
一
ツ
パ
諾
国
一
の
穀
物
輸
出
の
意
義
姦
調
し
た
最
初
の
人

で
あ
一
た
・
一
ー
ダ
ー
ラ
ソ
ド
や
部
分
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
そ
の
他
の
笛
で
の
農
産
物
需
要
の
増
加
は
、
貴
藩
繋
穀
物
販
売
か

ら
の
農
民
の
収
入
や
・
こ
の
穀
物
を
笛
一
転
売
す
る
こ
と
に
よ
る
市
民
の
収
入
茎
望
董
つ
て
眺
め
始
め
た
笛
で
あ
つ
た
。

ラ
ッ
ハ
フ
ァ
ー
ル
の
見
解
は
一
時
歴
史
文
献
に
拡
が
っ
た
。
若
干
の
条
件
付
で
、
そ
れ
は
ド
ィ
ッ
○
ロ
ィ
タ
ー
（
Ｏ
Ｆ
岸
、
自
け
。
、
）
と
ポ

ー
ラ
ソ
ド
の
ル
ト
一
ウ
ス
キ
ー
９
書
一
事
乙
。
３
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
え
た
。
し
か
し
Ｈ
．
一
イ
バ
ウ
ム
冨
く
リ
苔
”
目
昌
一
は
、

輸
出
と
価
格
革
命
に
一
定
の
役
割
を
割
当
て
、
農
場
経
営
出
現
の
た
め
の
決
定
的
意
義
を
輸
出
に
認
め
た
。
戦
後
、
ド
イ
ツ
の
ニ
ヒ

ト
ヴ
ァ
イ
ス
一
夏
葦
量
と
ポ
ー
ラ
ソ
ド
の
一
一
ヴ
ー
ス
ト
喜
・
彗
星
が
、
農
場
曳
の
た
め
の
輸
出
の
決
定
望
意

義
に
つ
い
て
確
認
し
た
。

穀
物
輸
出
の
影
響
に
た
い
し
て
、
ア
カ
デ
ー
－
会
員
・
五
・
グ
レ
一
フ
員
ト
、
・
竃
一
は
、
ロ
ッ
ヤ
に
淳
る
こ
の
制
度
の

形
成
に
及
ぼ
す
外
国
市
場
の
弱
い
影
響
集
し
て
反
対
し
た
。
か
れ
の
意
見
に
夫
ば
ロ
シ
ャ
で
は
特
殊
の
条
件
の
下
で
震
し
た

国
内
市
場
が
決
定
的
な
意
義
董
っ
て
い
た
。
か
れ
は
、
こ
茎
す
ラ
ソ
ド
に
も
拡
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
た
。
こ

の
見
解
は
ソ
ピ
一
ト
の
ポ
ー
ラ
ソ
ド
研
究
乏
よ
一
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
は
じ
め
は
ポ
、
ラ
ソ
ド
の
螢
家
の
問
に
拡
ま
つ
た
。
ツ

ィ
一
ソ
タ
ラ
は
こ
の
命
題
を
前
進
さ
せ
た
・
そ
し
て
彼
女
が
、
賦
役
農
場
経
営
の
発
ぽ
そ
の
経
済
的
本
質
か
ら
国
内
市
場
の
震

と
矛
盾
す
る
も
の
で
君
、
特
殊
の
条
件
下
で
震
し
た
ニ
ャ
の
例
は
一
ル
ベ
以
東
の
す
べ
て
の
国
六
に
た
い
す
る
砧
と
は
な

　
　
　
一
ス
．
デ
．
ス
カ
ス
キ
ソ
『
中
欧
お
よ
び
東
欧
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
再
版
農
奴
制
一
の
基
本
鶉
問
題
一
二
三
五
一
…
一
五
一
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り
え
な
い
と
い
う
の
は
ま
っ
た
く
正
し
い
。
西
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
諸
国
で
は
商
品
１
１
貨
幣
諸
関
係
の
発
展
と
く
に
一
六
世
紀
に
お
け
る
資

　
本
主
義
時
代
の
到
来
と
共
に
、
食
糧
生
産
物
の
需
要
と
い
う
意
味
で
の
国
内
市
場
は
、
同
じ
時
代
に
完
全
に
封
建
的
生
産
様
式
の
支

　
配
下
に
あ
つ
た
東
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
に
お
け
る
よ
り
も
強
く
発
展
し
た
。
し
か
し
ど
こ
に
も
賦
役
農
場
制
度
の
発
展
は
見
ら
れ
な
い
・
こ

　
れ
は
当
然
で
あ
る
。
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
発
展
は
、
必
要
条
件
と
し
て
封
建
的
構
成
体
の
直
接
生
産
者
を
農
奴
的
隷
属
か
ら
解

放
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
ン
、
れ
ゆ
え
国
内
市
場
に
基
づ
く
賦
役
農
場
経
営
の
発
展
は
、
国
内
市
場
の
初
期
の
発
展

　
段
階
に
お
い
て
の
み
、
す
な
わ
ち
都
市
市
場
と
の
結
合
を
開
姶
し
つ
つ
あ
る
農
民
経
営
ま
た
は
地
主
経
常
の
普
通
の
剰
余
で
は
満
た

す
こ
と
が
で
き
な
い
程
に
都
市
が
農
産
物
需
要
を
起
し
始
め
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
直
営
耕
地
か
ら

　
の
生
産
物
販
売
に
好
ま
し
い
条
件
が
つ
く
ら
れ
る
。
だ
が
農
村
に
お
い
て
農
奴
制
を
維
持
す
る
条
件
の
下
で
の
都
市
の
需
要
は
比
較

的
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
、
　
地
方
市
場
関
係
へ
の
封
建
的
大
経
営
の
巻
込
は
僅
か
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
・
　
そ
れ
ゆ
え
賦
役

農
場
経
営
の
発
生
傾
向
も
極
め
て
弱
く
、
・
と
て
も
個
人
的
消
費
生
産
物
の
残
余
を
販
売
す
る
限
度
以
上
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
・

賦
役
農
霜
度
の
そ
れ
以
上
の
発
展
、
す
な
わ
ち
一
定
地
域
萎
込
ん
だ
制
度
と
し
て
の
麓
は
、
農
奴
制
的
労
働
制
度
の
支
配
し

　
て
い
る
の
と
は
ち
が
っ
た
地
域
（
す
な
わ
ち
、
す
で
に
都
市
と
手
工
業
の
発
展
、
ま
た
は
資
本
主
義
的
企
業
で
さ
え
も
の
発
展
に
有
利
な
条
件
が

．
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
白
由
契
約
の
、
ま
た
は
少
く
と
も
人
格
的
に
白
由
な
労
働
制
度
が
勝
利
し
た
き
ろ
一
の
為
に
こ
の
大
婁
経
営

が
働
く
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
北
ア
メ
リ
カ
の
南
部
諸
州
が
こ
う
し
た
現
象
の
古
典
的
な
例
で
あ
る
・

　
　
つ
ぎ
に
ス
ヵ
ス
キ
ソ
は
、
賦
役
婁
制
度
が
東
ヨ
ー
一
ツ
パ
で
は
古
い
時
代
か
ら
智
れ
て
い
た
こ
と
を
主
張
す
る
グ
ロ
ス
マ
ソ
・

ベ
ロ
ウ
、
カ
ロ
ー
一
９
。
、
、
。
一
、
グ
ロ
デ
ツ
キ
ー
一
冒
看
昼
、
一
－
ゼ
ソ
ベ
ル
グ
一
竃
萎
夏
一
、
ベ
ヒ
テ
ル
一
竃
８
墨
一

等
の
見
解
に
つ
い
て
、
二
一
世
紀
以
来
の
賦
役
農
場
制
度
の
形
成
を
促
進
し
た
そ
れ
ま
で
の
歴
史
的
事
情
、
と
く
に
中
世
初
期
の
直

■



領
地
に
お
け
る
直
営
耕
地
の
存
在
に
注
意
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
　
「
す
べ
て
こ
の
こ
と
は
副
次
的
な
意
義
を
持

つ
に
す
ぎ
ず
、
単
独
で
賦
役
農
場
制
度
の
出
現
と
い
う
事
実
の
説
明
を
全
体
と
し
て
あ
た
え
る
も
の
で
は
な
い
。
」
　
と
批
判
し
て
い

る
。　

そ
れ
か
ら
か
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
に
お
け
る
資
本
主
義
時
代
の
開
始
以
来
（
ニ
ハ
世
紀
以
来
）
の
世
界
市
場
の
発
展
と
、
資
本
主
義

的
に
発
展
し
つ
つ
あ
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
に
原
料
を
供
給
す
る
植
民
地
的
辺
境
へ
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
転
化
が
、
賦
役
農
場
制
度
発
生

の
基
本
的
原
因
で
あ
る
と
す
る
説
を
吟
味
す
る
。
な
ん
ら
か
の
形
で
こ
の
説
は
、
資
木
主
義
的
に
発
展
し
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
へ

向
け
て
の
農
産
物
輸
出
が
、
賦
役
農
場
制
度
の
起
源
に
と
っ
て
巨
大
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
じ

っ
さ
い
穀
物
輸
出
の
発
展
は
一
五
～
ニ
ハ
世
紀
の
エ
ル
ベ
以
東
の
諸
国
に
お
け
る
賦
役
農
場
制
度
発
生
の
決
定
的
な
原
因
で
あ
ろ
う

か
。
大
量
の
穀
物
輸
出
は
、
常
に
農
民
の
労
働
を
搾
坂
す
る
農
場
の
出
現
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ヵ
デ
ミ
ー
会

員
、
Ｅ
・
Ａ
・
コ
ス
ミ
ソ
ス
キ
ー
（
岸
戸
冒
２
目
曇
昌
）
は
イ
ギ
リ
ス
農
業
史
に
関
す
る
研
究
の
中
で
、
市
場
と
結
び
つ
い
た
小

農
民
経
営
が
、
農
産
物
に
よ
っ
て
国
内
市
場
の
需
要
を
か
な
り
よ
く
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
外
国
市
場
向
け
の
農
産
物

の
生
産
に
は
領
主
の
大
経
営
の
方
が
は
る
か
に
よ
く
適
応
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
二
二
世
紀
の
封
建
経
済
に
と
っ
て
正
し
い
こ

の
事
情
は
、
ニ
ハ
２
一
七
世
紀
の
エ
ル
ベ
以
東
の
諸
国
に
た
い
し
て
は
と
く
に
説
得
力
を
も
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
時
代
に
は
、

資
本
主
義
的
に
急
速
に
発
展
し
て
い
る
西
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
諸
国
で
の
穀
物
そ
の
他
の
農
産
物
需
要
が
、
支
配
階
級
１
１
領
主
の
た
め
に
安

定
的
で
有
利
な
農
産
物
輸
出
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
場
合
、
　
「
再
版
農
奴
制
」
の
諸
国
に
お
け
る
都
市
の
不
十
分
な
発
展
と
、
市
民

に
ょ
る
農
民
か
ら
直
接
の
穀
物
の
買
占
と
の
不
十
分
な
発
展
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
ま
さ
に
外
国
市
場
の
た
め
に
生
産
す
る

大
地
主
経
営
の
発
展
の
は
る
か
に
明
瞭
な
合
法
則
性
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
主
と
し
て
農
民
経
営
を
と
も
な
っ
た
地
方
が

　
　
　
ニ
ス
・
デ
．
ス
カ
ス
キ
ソ
〒
中
欧
お
よ
び
東
欧
に
お
げ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
再
版
農
奴
制
」
の
基
本
的
諾
間
題
』
　
二
三
七
。
（
二
三
七
）
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多
少
と
も
農
産
物
輸
出
を
知
ら
な
い
し
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ド
ィ
ッ
の
歴
史
家
ロ
ィ
タ
ー
は
、
こ
の
時
代
ド
ィ
ッ
に
お

い
て
、
輸
出
向
け
の
穀
物
を
生
産
し
た
農
民
経
営
が
特
別
の
意
義
を
も
っ
た
地
方
が
存
在
し
た
こ
と
に
注
意
を
向
け
た
。
す
な
わ
ち
、

ラ
ウ
ユ
ソ
ブ
ル
グ
公
国
、
二
１
・
ダ
ー
ザ
ク
セ
ソ
、
フ
リ
ー
ス
ラ
ソ
ド
等
。
し
か
し
そ
の
ロ
ィ
タ
ー
は
、
こ
の
地
方
の
農
民
が
農
場
を

つ
く
ろ
う
と
し
た
貴
族
階
級
と
激
烈
な
闘
争
を
し
て
、
輸
出
の
可
能
性
を
得
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
賦
役
農
場
経
営
の
発
生
の
た
め
に
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
へ
の
穀
物
輸
出
は
決
定
的
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
た

と
は
い
え
、
そ
れ
を
現
実
化
す
る
た
め
に
は
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
の
階
級
諾
関
係
の
一
定
の
状
態
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
ス
ヵ
ス
キ

ソ
は
そ
の
点
を
以
下
の
如
く
に
検
討
し
て
い
る
。

　
「
再
版
」
の
発
生
に
と
っ
て
の
、
穀
物
輸
出
の
決
定
的
意
義
を
認
め
た
歴
史
家
の
多
数
は
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
副
次
的
条
件

も
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
階
級
と
し
て
の
貴
族
が
国
家
に
お
い
て
支
配
的
な
役
割
を
果
し
、
そ
の
た
め
貴
族
陪
級
が
た

え
ず
農
民
に
た
い
す
る
圧
迫
を
強
化
し
、
か
れ
ら
に
ま
す
ま
す
苛
酷
な
賦
役
と
ま
す
ま
す
苛
酷
な
形
態
の
農
奴
制
的
隷
属
を
押
し
つ

け
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
　
「
再
版
」
の
発
生
の
間
題
の
こ
う
し
た
解
決
は
究
極
的
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
エ
ル
ベ
以
東
の
諾
国
に
お
け
る
貴
族
階
級
の
こ
う
し
た
高
い
地
位
の
原
因
に
つ
い
て
の
間
題
を
呼
び
起
す
か

ら
で
あ
る
。
ス
ヵ
ス
キ
ソ
は
、
こ
の
間
題
を
中
央
集
権
的
王
権
が
弱
か
っ
た
こ
と
の
せ
い
に
す
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
史
家
の
見
解
を
批
判

し
て
、
貴
族
階
級
の
強
大
な
地
位
の
説
明
を
階
級
勢
力
の
相
互
関
係
に
求
め
る
ツ
ィ
ェ
ソ
タ
ラ
の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
。
ツ
ィ
ェ

ソ
タ
ラ
は
、
エ
ル
ベ
以
東
の
貴
族
階
級
の
優
越
は
法
律
的
、
国
家
的
制
度
の
結
果
で
は
な
く
て
、
他
の
杜
会
諸
階
級
の
弱
さ
、
な
か

ん
ず
く
都
市
と
市
民
の
極
端
な
弱
さ
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
し
か
し
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
封
建
杜
会
の
基
本
的
な
被
支
配
階
級
で
あ
る
農
民
の
地
位
は
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
。
領
主
に



た
い
す
る
農
民
の
闘
争
は
封
碓
的
構
成
体
の
存
在
の
全
期
問
に
滴
ち
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
闘
争
は
時
代
と
場
所
に
よ
っ
て
ち
が

っ
た
性
格
を
持
ち
極
め
て
こ
と
な
っ
た
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
ま
ず
第
一
に
封
碓
化
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
、
小
農
民
経
営
の
存

在
に
と
っ
て
と
く
に
有
利
な
条
件
が
つ
く
ら
れ
た
り
、
領
主
が
弱
か
っ
た
り
し
た
若
干
の
場
合
に
は
、
農
民
は
封
建
化
の
過
程
を
お

く
ら
せ
た
り
、
ン
、
れ
を
弱
め
た
り
、
そ
の
状
態
を
改
善
す
る
の
に
た
び
た
び
成
功
し
た
。
封
建
的
構
成
体
発
展
の
箪
二
期
、
都
市
や

国
内
市
場
や
商
品
１
－
貨
幣
諸
関
係
の
発
展
の
時
期
に
は
農
民
階
級
は
分
化
す
る
。
農
民
の
富
裕
な
部
分
は
、
領
主
と
闘
争
し
て
封
建

制
の
圧
制
か
ら
逃
が
れ
よ
う
と
す
る
の
み
で
な
く
、
農
村
の
共
同
体
制
度
の
圧
迫
か
ら
も
脱
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
農
民
達
は
、
す

べ
て
の
生
産
手
段
な
か
ん
ず
く
土
地
を
所
有
権
に
も
と
ず
い
て
所
持
す
る
と
こ
ろ
の
、
小
商
品
生
産
者
の
独
立
経
洋
を
っ
く
り
だ
す

こ
と
に
努
力
し
た
。
か
れ
ら
の
目
的
は
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
経
済
で
あ
り
、
封
建
制
度
に
た
い
す
る
そ
の
闘
争
に
お
い
て
は
か
れ
ら
は
容

易
に
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
と
結
合
す
る
。
そ
の
闘
争
は
、
市
民
が
か
れ
ら
を
支
持
す
る
度
合
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
程
ま
す
ま
す
好
緒

果
を
う
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
市
民
が
惨
め
な
生
活
を
お
く
っ
た
エ
ル
ベ
以
東
の
諾
国
で
の
農
民
階
級
の
こ
の
部
分
の

闘
争
が
小
さ
な
効
果
し
か
も
た
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
封
建
制
に
た
い
し
て
闘
争
す
る
他
の
農
民
階
級
と
結
合

し
て
、
農
民
の
貧
困
な
部
分
も
そ
の
特
殊
な
目
的
を
追
求
し
た
。
小
農
民
経
営
に
ン
、
の
生
存
を
保
証
す
る
共
同
体
制
度
（
た
と
え
ば
、

三
圃
式
に
お
け
る
共
同
地
の
存
在
）
の
廃
棄
で
は
な
く
て
維
持
強
化
が
貧
し
い
農
民
の
目
的
で
あ
っ
た
。
領
主
は
農
民
階
級
の
反
封
建
闘

争
の
弱
化
の
た
め
に
農
民
階
級
の
こ
の
分
裂
を
利
用
し
た
。

　
同
様
に
、
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
東
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
に
お
け
る
都
市
の
特
殊
な
状
態
と
、
農
民
階
級
の
領
主
と
の
闘
争
に
お
け
る

市
民
の
行
動
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
す
べ
て
の
市
民
が
こ
の
闘
争
に
お
け
る
農
民
の
同
盟
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

一
部
は
都
市
の
税
金
か
ら
の
収
入
で
生
活
し
、
一
部
は
ぜ
い
沢
を
目
的
と
す
る
大
商
業
か
ら
の
収
入
で
生
活
し
た
と
こ
ろ
の
、
そ
れ

　
　
　
エ
ス
．
デ
．
ス
カ
ス
キ
ソ
「
中
欧
お
よ
び
東
欧
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
再
版
農
奴
制
」
の
基
本
的
諸
間
題
」
　
二
三
九
　
（
二
三
九
）
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ゆ
え
に
封
建
杜
会
の
上
層
に
奉
仕
し
た
都
市
貴
族
は
、
領
主
と
一
緒
に
な
っ
た
。
中
小
商
人
階
級
や
職
人
の
大
部
分
に
つ
い
て
云
え

ば
、
か
れ
ら
は
中
世
一
般
に
典
型
的
な
都
市
に
よ
る
農
村
の
搾
取
に
参
加
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
農
民
階
級
に
た

い
す
る
領
主
の
政
策
に
は
断
固
と
し
て
反
対
し
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
国
内
市
場
の
拡
大
、
大
量
の
商
品
の
生
産
お
よ
び
国
内
で
の

そ
の
流
通
に
利
益
を
感
じ
た
。
生
れ
つ
つ
あ
っ
た
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
の
代
表
老
も
か
れ
ら
に
属
し
た
。
都
市
の
手
工
業
生
産
物
の
買

手
で
あ
る
農
民
の
圧
迫
と
隷
属
化
は
、
市
場
に
た
い
す
る
供
給
の
減
少
と
中
小
商
人
や
職
人
の
貧
困
化
と
破
産
、
な
ら
び
に
都
市
の

漸
次
的
衰
退
に
導
い
た
。
こ
れ
は
東
ド
ィ
ツ
や
そ
の
他
の
諸
国
の
都
市
、
と
く
に
ポ
ー
ラ
ソ
ド
に
と
っ
て
特
徴
的
な
現
象
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

農
民
の
土
地
緊
縛
と
か
れ
ら
の
都
市
移
住
の
禁
止
は
労
働
者
不
足
と
労
働
力
の
価
格
騰
貴
に
導
い
た
。
都
市
が
よ
り
強
力
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
労
働
力
の
た
め
に
貴
族
階
級
と
長
期
の
頑
強
な
闘
争
を
行
っ
た
。
同
様
に
こ
の
時
代
の
凶
作
と
飢
餓
の
大
き

な
意
義
を
過
少
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
。
貴
族
の
輸
出
は
地
方
都
市
市
場
向
け
に
定
め
ら
れ
た
穀
物
且
里
を
著
し
く
減
少
さ
せ
た
。
そ

の
た
め
に
、
し
ば
し
ば
豊
作
の
年
に
さ
え
も
こ
れ
ら
の
都
市
は
食
糧
品
の
高
価
に
苦
し
ん
だ
。
凶
作
の
年
に
も
貴
族
は
穀
物
を
輸
出

し
よ
う
と
し
た
結
果
、
国
内
で
は
飢
餓
と
流
行
病
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
事
情
は
、
都
市
の
平
民
大
衆
を
反
封
建
闘
争
に
お
い
て
農
罵

の
確
実
な
同
盟
老
に
し
た
。
以
上
が
、
農
民
と
そ
の
領
主
と
の
闘
争
に
た
い
す
る
都
市
住
民
各
層
の
立
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
様

六
の
都
市
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
層
の
組
合
せ
は
決
し
て
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
仲
継
貿
場
は
著
し
く
繁
栄
し
た
が
、
手
工
業
を
主
と

し
て
近
郊
都
市
に
期
待
し
た
旧
型
の
都
市
で
は
反
封
建
的
気
分
は
比
較
的
弱
か
っ
た
。
と
く
に
都
市
の
富
裕
な
部
分
が
、
貴
族
階
級

に
よ
る
穀
物
輸
出
と
外
国
か
ら
の
ぜ
い
沢
品
の
輸
入
の
仲
介
活
動
か
ら
著
し
い
収
入
を
得
た
場
合
に
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
他
方
、
た

と
え
ば
貴
族
階
級
が
都
市
を
仲
継
貿
易
、
輸
出
、
輸
入
か
ら
し
め
出
そ
う
と
し
た
場
合
に
は
、
同
じ
都
市
が
時
と
し
て
貴
族
階
級
に

鋭
く
反
対
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
都
市
の
反
抗
は
矛
盾
し
て
い
て
弱
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
エ
ル
ベ
以
東
の
諸
国
に
お
け
る
手



工
業
都
市
の
意
義
は
一
般
に
大
き
く
な
く
、
農
民
の
反
封
迷
附
反
抗
は
郁
市
と
市
民
の
下
に
援
助
を
見
出
さ
な
か
っ
た
。

　
最
後
に
ス
カ
ス
キ
ソ
は
、
カ
ロ
ー
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
賦
役
農
場
制
度
と
貴
族
階
級
の
杜
会
的
・
政
治
的
強
化
の
相
互
依
存
関

係
の
間
題
を
提
起
し
、
東
部
の
貴
族
階
級
は
賦
役
農
場
制
度
に
基
づ
く
自
己
経
営
に
移
行
す
る
余
程
前
に
、
現
物
地
代
形
態
で
受
取

ら
れ
た
農
産
物
の
販
売
に
よ
っ
て
富
ん
で
い
た
も
の
と
仮
定
し
て
い
る
。
　
そ
し
て
ア
ウ
ビ
ソ
（
９
宰
亭
星
や
ユ
ル
ゲ
ソ
ス
（
ト
ｐ

旨
蟹
¢
富
）
の
あ
げ
て
い
る
二
二
世
紀
以
来
の
穀
物
貿
冴
の
例
を
述
べ
な
が
ら
も
、
こ
れ
ら
は
個
別
的
な
資
料
に
す
ぎ
ず
東
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
貴
族
階
級
の
政
治
的
な
強
さ
の
経
済
的
基
礎
に
関
す
る
間
題
は
さ
ら
に
独
自
の
研
究
に
ま
つ
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。

四
、
む
　
す
　
び

　
以
上
に
紹
介
し
た
ス
ヵ
ス
キ
ソ
の
見
解
は
、
　
「
再
版
農
奴
制
」
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
二
つ
の
主
要
な
農
業
制
度
の
一
つ
と
し
て
理
解

し
、
ニ
ハ
世
紀
に
お
け
る
そ
の
発
生
を
、
　
「
資
本
主
義
的
に
発
展
し
つ
つ
あ
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
た
め
に
原
料
を
供
給
す
る
植
民
地

的
辺
境
へ
の
東
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
転
化
」
の
中
に
見
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
制
度
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
へ
の
穀
物
輸
出
を
前
提
し
て

い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
資
木
主
義
的
制
度
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
賦
役
制
度
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
生
産

関
係
ば
封
建
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
賦
役
制
度
を
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
の
一
八
世
紀
中
期
ま
で
の
「
農
民
追

放
」
は
資
本
の
本
源
的
蓄
積
過
程
を
意
味
し
な
い
。
た
だ
、
ン
、
れ
は
西
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
資
本
主
義
的
胎
動
と
そ
こ
へ
○
穀
物
輸
出
を

前
提
す
る
と
い
う
意
味
で
、
単
な
る
封
建
制
へ
の
復
帰
で
は
な
く
て
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
い
う
よ
う
に
、
正
に
「
再
版
」
な
の
で
あ
る
・

こ
う
し
た
点
で
ス
ヵ
ス
キ
ソ
の
見
解
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
　
「
再
版
農
奴
制
」
下
の
農
民
層
の
分
解
と
領
主
経
営
の
発
展

と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
ス
ヵ
ス
キ
ソ
が
さ
き
に
封
建
杜
会
の
基
本
的
傾
向
と
し
て
と
ら
え
た
農
民
経
営
の
発
展
傾
向
が
、
　
「
再
版

　
　
　
エ
．
ス
デ
．
ス
カ
ス
キ
ソ
『
中
欧
お
よ
び
東
欧
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
再
版
農
娘
制
」
の
基
本
的
諸
間
題
」
　
二
四
一
　
（
二
四
一
）
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農
奴
制
」
下
で
如
何
な
る
変
化
を
蒙
り
、
ま
た
プ
ロ
ッ
ヤ
型
の
資
本
主
義
化
に
お
い
て
如
何
な
る
役
割
を
果
す
の
か
と
い
っ
た
間
題

に
つ
い
て
か
れ
の
意
見
が
聞
け
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
「
再
版
農
奴
制
」
の
発
生
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
か
れ
は
従
来
の
諾
説
を
詳
細
に
検
討
し
て
、
結
局
穀
物
貿
場
と
価
格
革

命
と
い
っ
た
経
済
的
要
因
（
っ
ま
り
、
西
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
に
お
げ
る
資
本
主
義
の
発
展
）
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
前
提
と

し
て
で
あ
っ
て
、
後
進
国
が
こ
う
し
た
外
国
資
本
主
義
に
対
応
す
る
場
合
、
そ
の
対
応
の
形
態
を
決
定
す
る
後
進
国
内
部
の
階
級
的

勢
力
関
係
、
つ
ま
り
、
封
建
杜
会
の
基
本
的
階
級
で
あ
る
領
主
と
農
民
、
さ
ら
に
拾
頭
し
つ
つ
あ
る
都
市
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
と
の
階

級
的
相
互
関
係
や
農
民
と
都
市
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
内
部
の
階
層
分
化
の
間
題
に
照
明
を
あ
た
え
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
か

れ
の
見
解
は
「
再
版
農
奴
制
」
発
生
の
間
題
を
取
扱
う
に
つ
い
て
の
正
し
い
方
向
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ほ
か

国
内
市
場
と
外
国
市
場
の
「
再
版
農
奴
化
」
に
及
ぼ
す
影
響
の
間
題
（
ロ
シ
ャ
と
、
東
ド
ィ
ツ
、
ポ
ー
ラ
ソ
ド
等
と
の
相
違
）
、
ス
ラ
ヴ
人

起
源
説
に
た
い
す
る
批
判
等
多
く
の
示
唆
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
わ
が
国
で
間
題
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
封
建
的
危
機
と

再
版
農
奴
制
と
の
関
係
、
こ
の
危
機
を
も
た
ら
し
た
一
つ
の
要
因
と
し
て
の
農
民
経
済
の
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
化
と
そ
の
都
市
市
場
と
の

結
び
つ
き
の
間
題
、
さ
ら
に
農
民
の
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
化
の
成
熟
度
の
間
題
等
が
、
残
さ
れ
た
重
要
な
間
題
と
し
て
指
摘
し
う
る
で
あ

ろ
う
・
し
か
し
、
今
後
の
最
も
重
要
な
間
題
は
、
穀
物
貿
易
の
具
体
的
存
在
形
態
や
領
主
・
農
民
．
都
市
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
等
の
階

級
的
相
互
関
係
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
経
済
的
基
礎
構
造
の
具
体
的
、
実
証
的
分
析
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、
理
論
の
そ

れ
以
上
の
精
密
化
と
「
再
版
農
奴
制
」
の
発
生
一
発
展
に
お
け
る
各
国
の
相
違
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ソ
同

盟
や
人
景
氏
主
主
義
諸
国
に
お
け
る
実
証
的
成
果
が
期
待
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
（
一
九
五
九
．
五
．
一
七
）


