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栄
が
あ
っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
末
期
・
と
は
ち
が
い
、
都
市
に
封
し
で

も
政
治
の
支
配
は
強
く
、
庶
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
十
分
に
高
ま
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。

⑬
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科
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惇
統
醤
撃
の
問
題

日
本
で
は
明
治
初
年
に
侍
統
醤
皐
|
|
漢
方
署
皐
の
問
題
は
片
づ

け
ら
れ
た
。
西
洋
醤
撃
を
修
め
た
も
の
で
な
け
れ
ば
醤
師
の
兎
許
献

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
中
園

で
は
、
漢
方
留
皐
は
そ
の
ま
ま
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
現
在

き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
政
府
も
そ
の
重
要
性
と

有
効
性
と
を
さ
か
ん
に
と
り
あ
げ
て
い
る
。
最
近
の
人
民
中
園
な
ど

に
は
、
毎
披
の
よ
う
に
漢
方
醤
闘
争
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ

れ
は
単
に
有
効
性
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
政
治
路
線
に
つ
な
が
る

も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
裏
切
者
の
代
表
と
な
っ
た
劉
少
奇
は
、

は
げ
し
く
非

西
洋
瞳
皐
を
傘
重
し
漢
方
醤
撃
を
軽
親
し
た
と
し
て
、

難
さ
れ
て
い
る
。

シ
ェ
ー
マ
的
に
い
え
ば
、
西
洋
町
四
皐
は
都
市
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
奉

仕
す
る
も
の
、
そ
れ
に
封
し
漢
方
瞥
摩
は
農
村
務
働
者
に
奉
仕
す
る

事
の
科
撃
』
、
法
政
大
事
一
九
六
九
年
)
の
中
に
、
『
東
と
西
に
お
け

る
科
撃
』
な
る
論
文
を
寄
稿
し
、
そ
の
中
で
印
g関
口

5
3
(停
滞
)
と

い
う
言
葉
は
全
く
中
間
に
適
用
で
き
な
い
と
し
、
こ
れ
に
代
っ
て
、
中
閣

の
文
明
は

}dogso己
目
己
円
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
農
村
勢
働
者
を
基
盤
と

す
る
現
政
権
が
、
漢
方
醤
間
四
千
を
重
視
す
る
の
は
首
然
で
あ
る
。
こ
う

し
た
シ
ェ
ー
マ
の
形
成
に
は
、

か
な
り
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
背
景
が

あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
過
去
の
歴
史
に
も
原
因
が
あ
る
。
中
園
に

西
洋
菌
皐
が
は
い

っ
た
の
は
天
津
倹
約
以
降
の
こ
と
で
、
長
い
あ
い
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だ
宣
数
師
醤
師
に
よ
る
病
院
や
中
園
人
留
師
の
養
成
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
病
院
は
都
市
に
集
中
し
、
治
療
を
求
め
る
の
は
ブ
ル
ジ
ョ

ア
屠
で
あ
っ
た
。
曹
師
養
成
に
お
い
て
は
、
少
数
の
エ
リ
ー
ト
を
つ

く
る
方
針
が
と
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
中
園
に
お
け
る
西
洋
監
察
は
、

植
民
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
奉
仕
す
る
醤
皐
と
み
ら
れ
る
経
過
を
た
ど
っ
て

き
た
。
も
ち
ろ
ん
都
市
周
迭
の
農
村
に
は
、

い
く
ら
か
西
洋
眠
園
祭
が

し
か
し
保
守
的
な
農
村
は
、
新
し
い
治
療
法
に
な
じ
も

う
と
し
な
か
っ
た
。

は
い
っ
た
。

中
華
民
国
の
時
代
は
、
西
洋
暫
皐
が
傘
重
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。

し
か
し
圏
内
の
混
飽
に
よ
っ
て
醤
皐
数
育
は
十
分
に
行
わ
れ
ず
、
日



華
事
繁
前
に
お
い
て
西
洋
醤
拳
を
お
さ
め
た
中
園
人
醤
師
は
僅
か
一

寓
人
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
。
農
村
に
大
部
分
の
人
口
を
持
つ
中
園

の
醤
療
を
措
嘗
し
た
も
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
漢
方
智
者
で
あ
っ

た。

c
o
E
R
守
ミ
主
S
ミ
ミ
ミ
礼
町
宮
崎

s
g
s
b
u
M
g∞

ハ
国
同
コ
阻
止
)
に
よ
る
と
、
漢
方
富
者
の
数
を
五
十
高
と
し
て
い
る
。

彼
ら
の
多
く
は
大
し
た
皐
力
も
な
く
、
西
洋
醤
皐
を
お
さ
め
た
醤
者

た
ち
か
ら
は
軽
蔑
さ
れ
な
が
ら
も
、
治
療
を
つ
づ
け
て
き
た
。
し
か

し
彼
ら
の
治
療
を
禁
止
し
て
は
、
醤
療
行
政
は
全
く
成
立
し
な
い
の

で
あ
っ
た
。
現
政
府
は
、
そ
の
成
立
ま
で
農
村
を
基
盤
と
し
て
き
び

し
い
闘
争
を
つ
づ
け
、
物
資
の
依
乏
に
な
や
ま
さ
れ
て
き
た
。
も
ち

ろ
ん
醤
棄
の
入
手
に
苦
労
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
彼
ら
は

漢
方
皆
同
学
を
研
究
し
、
漢
方
薬
や
針
灸
な
ど
の
治
療
に
よ
っ
て
、
戦

学
を
勝
ち
ぬ
い
た
。
新
中
園
の
成
立
以
来
、
西
洋
醤
皐
を
修
得
し
た

聾
師
は
飛
躍
的
に
増
大
し
て
い
る
ら
し
い
。
俸
統
欝
者
中
醤
と
匹

敵
す
る
数
字
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
そ
れ
で
も
醤
師
の
紹
劃
数
は

不
足
す
る
。
し
か
し
一
方
で
、
漢
方
醤
皐
の
研
究
と
奨
勘
は
，
次
第
に

重
要
性
を
増
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
大
量
の
古
典
置
書
の
刊
行
、
北

京
に
お
け
る
中
瞳
研
究
所
の
設
立
、
さ
ら
に
中
盤
と
西
醤
と
の
治
療
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協
力
な
ど
が
、
政
府
の
方
針
で
準
め
ら
れ
た
。
こ
と
に
一
九
五
八
年

の
大
躍
進
時
代
に
は
、
漢
方
醤
者
の
ほ
か
に
、
民
間
治
療
を
行
う
素

人
留
者
さ
え
も
動
員
さ
れ
た
。
そ
れ
に
古
典
瞳
書
に
み
え
た
慮
方
の

ほ
か
に
、
民
間
で
行
わ
れ
る
慮
方
な
ど
が
捜
羅
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で

こ
の
民
間
療
法
の
重
視
は
、
昨
今
の
中
園
で
ま
た
復
活
L
て
い
る
。

文
化
大
革
命
以
後
に
は
、
大
躍
進
時
代
の
考
え
方
が
多
分
に
復
活
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

西
洋
醤
皐
か
俸
統
醤
皐
か
、
こ
の
比
較
は
翠
に
そ
の
有
効
性
や
科

開
問
干
性
だ
け
の
問
題
で
な
く
、
現
在
の
政
治
路
線
と
も
深
い
つ
な
が
り

が
あ
る
。
文
化
と
い
う
も
の
が
、
文
皐
や
事
術
な
ど
に
か
か
り
あ
う

だ
け
で
な
く
、
社
舎
に
お
け
る
人
間
の
考
え
方
を
意
味
す
る
な
ら

-13 -

ば
、
科
皐
技
術
の
問
題
は
す
べ
て
文
化
の
問
題
で
あ
る
。
こ
と
に
人

間
と
関
係
の
深
い
醤
療
は
、
そ
う
で
あ
る
。
文
化
大
革
命
の
中
で
俸

統
瞳
皐
が
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
嘗
然
の
成
行
で
も
あ
ろ

た
「
ノ
。
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