
＝
二
世
紀
チ
ェ
コ
王
権
の
政
策
に
お
け
る
都
市
の
役
割
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藤

井

真

生

【、

`
ェ
コ
の
中
世
都
市
研
究
の
整
理

　
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
都
市
が
発
達
し
た
地
域
と
し
て
、
す
ぐ
に
思
い
浮
か

ぶ
の
は
イ
タ
リ
ア
と
低
地
地
方
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い

な
い
が
、
チ
ェ
コ
も
都
市
5
α
。
。
8
と
小
都
布
二
目
ω
8
穿
。
を
合
わ
せ
た
都
市

網
は
非
常
に
稠
密
で
あ
り
、
一
三
〇
〇
年
頃
に
は
二
五
二
、
～
五
〇
〇
年
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
な
る
と
六
五
〇
を
数
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
全
て
が
様
々
な
意
味
で
の

「
都
市
」
と
し
て
の
基
準
を
満
た
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
に
は

「
都
布
と
は
何
か
」
と
い
う
大
き
な
問
題
が
存
在
す
る
。
チ
ェ
コ
で
も
長
く

議
論
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
り
、
ケ
イ
シ
ュ
に
い
た
っ
て
は
、
「
そ
の
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

え
は
各
研
究
者
の
関
心
と
必
要
性
に
よ
る
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、

多
く
の
研
究
考
が
「
都
市
」
の
設
立
行
為
に
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
を
概
い
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
設
立
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い

な
い
都
市
の
方
が
多
い
が
、
研
究
者
が
「
中
世
都
市
」
を
語
る
の
は
、
チ
ェ

コ
で
初
め
て
の
設
立
文
書
が
ウ
ニ
チ
ョ
フ
に
発
給
さ
れ
た
～
二
二
〇
年
代
以

降
の
こ
と
で
あ
る
。
他
に
も
経
済
的
旧
格
や
市
壁
の
有
無
な
ど
が
目
安
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
絶
対
的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
「
都
市
」

と
し
て
の
言
及
も
大
き
な
基
準
に
な
り
得
る
が
、
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
用
語

の
問
題
が
生
じ
る
。
例
え
ば
9
＜
搾
霧
や
貸
げ
。
。
と
い
っ
た
語
は
、
後
に
は
都

市
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
長
ら
く
城
を
指
し
て
い
た
。
都
市
に
対
す

る
臨
く
資
し
。
の
使
用
は
一
二
二
三
年
の
ウ
ニ
チ
ョ
フ
に
対
す
る
も
の
が
最
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
、
＝
一
三
〇
年
代
か
ら
都
市
に
対
す
る
利
用
が
一
般
的
に
な
る
。
以
上
の

先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
本
稿
で
は
、
設
立
文
書
を
伴
っ
て
い
る
も
の
、
或
い

は
ウ
ニ
チ
ョ
フ
以
降
に
他
の
史
料
に
お
い
て
9
＜
諦
霧
”
霞
げ
P
o
磯
豆
曾
ヨ
と

し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
を
「
都
市
」
と
し
て
考
察
対
象
に
す
る
。

　
さ
て
、
申
世
チ
ェ
コ
の
都
市
成
立
を
め
ぐ
る
大
き
な
特
徴
は
、
そ
の
大
部

分
が
、
領
主
が
ド
イ
ツ
人
を
招
い
て
建
設
さ
せ
た
都
市
植
民
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
チ
ェ
コ
中
世
史
で
は
、
都
市
領
主
に
よ
る
カ
テ
ゴ
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④

リ
i
分
け
と
し
て
国
王
都
市
と
非
国
王
都
市
と
い
う
区
分
が
あ
り
、
非
国
王

都
市
は
さ
ら
に
司
教
都
市
、
修
道
院
都
市
、
財
務
官
都
市
、
貴
族
都
市
に
区

　
　
　
　
　
⑤

分
さ
れ
て
い
る
。
；
一
世
紀
前
半
に
設
立
が
始
ま
っ
た
都
市
は
、
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
世
紀
転
換
期
に
は
工
高
〇
に
ま
で
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
の
う

　
　
　
　
　
　
　
⑥

ち
国
王
都
市
は
五
七
、
つ
ま
り
金
体
の
五
分
単
一
強
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、

半
分
以
上
の
一
三
一
を
小
都
市
が
占
め
て
お
り
、
そ
れ
を
除
い
た
非
国
王
都

市
六
二
と
は
ほ
ぼ
同
数
と
な
る
。
非
国
王
都
市
の
ほ
と
ん
ど
は
貴
族
都
市
で

あ
っ
た
が
、
貴
族
都
市
に
か
ぎ
ら
ず
、
大
多
数
の
非
国
王
都
市
は
村
落
的
な

性
格
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ

る
。
第
　
に
、
都
市
建
設
に
適
し
た
土
地
は
古
く
か
ら
国
王
が
所
等
し
て
お

り
、
一
方
で
貴
族
た
ち
は
山
地
を
薪
た
に
切
り
拓
い
て
所
領
を
展
開
し
て
い

た
。
そ
の
た
め
に
都
市
と
し
て
の
立
地
条
件
が
劣
っ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、

貴
族
は
設
立
ま
も
な
い
都
市
を
援
助
す
る
だ
け
の
財
政
基
盤
を
持
っ
て
い
な

い
の
が
通
常
で
あ
っ
た
。
所
領
の
集
中
に
成
功
し
て
い
な
い
場
合
は
、
せ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
く
設
立
し
た
都
市
も
す
ぐ
に
消
滅
し
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
。

　
次
に
、
貴
族
が
所
領
に
都
市
を
建
設
す
る
た
め
に
は
国
王
の
許
可
が
必
要

　
　
⑧

と
な
る
。
国
王
は
貴
族
所
領
の
村
落
を
都
市
に
昇
格
さ
せ
る
権
利
の
み
な
ら

ず
、
市
場
開
催
や
城
壁
建
設
を
許
可
す
る
権
利
も
握
っ
て
い
た
。
一
三
世
紀

中
に
貴
族
た
ち
は
君
主
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
土
地
の
世
襲
化
を
図
り
、
土

地
領
主
と
し
て
成
長
を
遂
げ
た
が
、
国
王
レ
ガ
リ
ア
に
属
す
と
み
な
さ
れ
て

い
た
諸
権
利
の
多
く
は
侵
食
さ
れ
ず
に
国
王
の
手
に
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

た
め
貴
族
は
、
広
く
周
辺
所
領
の
中
で
経
済
的
繁
栄
を
保
証
す
る
様
々
な
権

利
を
都
市
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
国
王
は
都
市

を
建
設
・
発
展
さ
せ
る
た
め
の
条
件
薗
で
は
優
位
を
維
持
し
続
け
て
お
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
都
市
が
国
王
の
政
策
の
中
で
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
こ

と
が
推
測
で
き
る
。

　
チ
ェ
コ
で
は
、
こ
の
時
期
に
都
市
建
設
が
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
、
そ
し

て
洛
主
が
先
頭
に
立
っ
て
そ
れ
を
推
し
進
め
て
い
た
こ
と
が
議
論
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
理
由
を
研
究
者
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
研
究
上
の
関
心
か
ら
、
大
き
く
一
ぢ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き

る
。　

第
一
に
、
君
主
の
統
治
方
法
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
都
市
は
問
題
と
さ
れ

る
。
中
世
初
期
に
大
公
の
統
治
を
支
え
た
の
は
、
各
地
の
拠
点
と
な
る
城
に

城
代
を
置
き
、
他
の
役
人
た
ち
と
共
に
地
方
の
支
配
を
任
せ
る
城
塞
管
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

鐸
巴
。
。
惹
ω
悪
事
斜
訂
ω
8
H
餌
纂
訊
と
呼
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
の

管
区
を
通
じ
た
間
接
支
配
を
揺
る
が
す
よ
う
な
社
会
変
化
が
、
だ
い
た
い
一

二
世
紀
あ
た
り
か
ら
生
じ
始
め
る
。

　
一
二
世
紀
、
ド
イ
ツ
人
を
主
な
担
い
手
と
す
る
植
民
運
動
に
よ
り
チ
ェ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
農
地
は
｝
気
に
拡
大
す
る
。
チ
ェ
コ
南
西
部
や
チ
ェ
コ
N
モ
ラ
ヴ
イ
ア
高

地
な
ど
、
そ
れ
ま
で
人
が
あ
ま
り
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
よ
う
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な
地
域
に
ま
で
集
落
が
広
が
り
、
同
時
に
経
済
的
な
地
域
連
関
も
強
ま
っ
た
。

そ
の
た
め
、
従
来
の
管
区
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
地
域
も
出
て
き
た
。
そ
の

一
方
で
、
城
の
役
人
た
ち
は
役
職
に
付
随
す
る
権
利
や
所
領
の
私
有
化
を
実

現
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
数
世
代
に
渡
っ
た
営
為
の
末
に
果
た
さ
れ
る
も
の
で

は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
着
実
に
進
行
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
城
塞
管
区

は
有
効
性
を
喪
央
し
、
君
主
は
組
織
の
再
編
、
或
い
は
新
た
な
シ
ス
テ
ム
の

構
築
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
チ
ェ
コ
中
量
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
ジ
ェ
ム
リ
チ
カ
は
次
の
よ
う
に

　
　
　
　
⑧

述
べ
て
い
る
。

「
城
塞
管
区
の
崩
壊
は
、
例
え
不
安
定
で
あ
っ
て
も
基
盤
と
な
っ
て
い
た

支
え
を
王
か
ら
奪
い
去
っ
た
。
…
…
中
略
…
…
そ
の
組
織
が
プ
シ
ェ
ミ
ス

ル
家
行
政
の
基
本
的
支
柱
と
な
っ
て
い
た
城
塞
は
、
す
で
に
か
な
り
の
部

分
が
姿
を
消
し
た
。
幾
つ
か
は
領
主
家
系
の
手
に
移
り
、
そ
の
他
は
活
気

を
失
っ
て
荒
廃
し
た
。
そ
れ
以
外
の
城
の
す
ぐ
近
く
に
は
都
市
共
同
体
の

雛
形
が
成
立
し
、
城
そ
の
も
の
は
背
景
へ
退
い
た
。
国
王
都
市
と
共
に
中

央
権
力
を
支
え
た
の
は
、
第
一
に
新
し
い
タ
イ
プ
の
王
城
だ
っ
た
。
」

都
市
は
君
主
の
統
治
を
支
え
る
新
た
な
柱
と
し
て
建
設
さ
れ
た
、
と
い
う
彼

の
ス
タ
ン
ス
は
一
貫
し
て
お
り
、
最
近
年
の
著
作
で
も
、
城
役
人
や
役
職
を

私
有
化
し
た
顕
官
で
は
な
く
、
王
城
や
国
王
都
市
、
統
治
区
域
の
体
系
が
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
新
し
い
戦
略
を
告
げ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
城
を
中
心
と

し
た
城
塞
管
区
の
崩
壊
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
慰
主
は
積
極
的
に
都
市
を

建
設
し
た
と
い
う
彼
の
見
解
は
、
そ
の
崩
壊
は
台
頭
し
て
き
た
貴
族
層
が
各

地
の
王
城
・
王
領
を
画
聖
、
私
有
化
し
た
こ
と
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
と

い
う
理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
へ
と
つ
な
が

⑬
る
。　

ト
ゥ
シ
ェ
シ
ュ
チ
ー
ク
は
一
三
世
紀
チ
ェ
コ
社
会
の
変
化
を
扱
っ
た
論
文

の
中
で
、
こ
の
時
期
に
城
代
と
し
て
の
権
利
を
基
盤
と
し
て
有
力
家
門
が
成

長
し
て
ゆ
く
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
官
職
保
有
者
の
圧
力
と

恣
意
的
な
振
舞
い
が
国
に
対
し
て
損
害
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
、
と
り
わ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
は
明
確
に
認
識
し
て
い
た
。
当
然
君
主
は

貴
族
層
の
台
頭
に
対
す
る
解
決
策
を
講
じ
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
従
来
の
説
で
は
、
＝
二
世
紀
の
チ
ェ
コ
王
権
は
貴
族
層
を
抑
制
す
る
た

め
に
教
会
と
都
市
を
新
た
な
政
治
的
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
選
択
し
た
と
醤
わ

れ
て
い
る
。
崩
壊
し
た
城
塞
管
区
の
代
替
物
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
君
主

対
貴
族
と
い
う
政
治
史
的
文
脈
に
も
都
市
の
増
加
の
背
景
は
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
設
立
が
推
し
進
め
ら
れ
始
め
た
ば
か
り
の
都
市
が
、

果
た
し
て
王
権
を
支
え
る
だ
け
の
政
治
力
を
持
ち
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の

よ
う
な
面
に
お
い
て
都
市
は
王
権
の
支
え
と
な
っ
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
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て
先
行
研
究
は
、
都
市
の
増
加
と
い
う
現
象
と
当
時
の
政
治
状
況
か
ら
推
論

を
し
た
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
台
頭
す
る
貴
族
層
と
王

権
の
関
係
、
と
い
う
一
三
世
紀
チ
ェ
コ
の
重
要
な
テ
ー
マ
の
理
解
を
深
め
る

た
め
に
、
王
権
は
都
市
に
何
を
期
待
し
て
い
た
の
か
を
明
確
に
し
、
＝
二
世

紀
の
王
権
に
と
っ
て
の
都
市
の
意
義
の
整
理
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

①
頃
国
。
｛
言
磐
野
姻
超
ω
み
旨
。
く
ゆ
山
器
督
①
農
巴
。
隷
ξ
。
げ
ヨ
似
ω
∬
ぎ
翁
電

　
登
口
毫
鋳
誌
ミ
跨
電
。
。
c
。
（
一
Φ
⑩
O
）
も
b
9
．

②
｝
．
閑
①
タ
寄
ミ
奪
部
面
慧
§
鹸
壽
§
ぎ
§
ぼ
き
捜
§
算
声
声
ダ
6
り
。
。
も
．
卜
。
悼
．

③
一
方
、
。
讐
凱
§
は
そ
れ
よ
り
規
模
の
小
さ
い
町
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
こ
で
、
都
市
日
豊
δ
と
小
都
市
旨
酵
冨
穿
。
の
違
い
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
。

　
ホ
フ
マ
ン
は
都
市
9
謀
審
ω
と
小
都
市
。
署
凱
賃
弓
と
い
う
よ
う
に
、
ラ
テ
ン
語
表

　
記
に
基
づ
い
て
区
分
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
国
旗
。
駿
諺
碧
戸
。
㍗
簿
‘
唱
．
笛
①
b
。
．

　
し
か
し
ケ
イ
シ
ュ
は
、
o
署
凱
築
島
と
9
畑
鼠
ω
の
利
用
方
法
に
流
動
性
が
あ
る
こ

　
と
か
ら
、
ヨ
伽
。
。
8
穿
。
と
琴
似
ω
δ
の
区
分
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
で
き
な
い
と
述
べ
、

　
さ
ら
に
は
臼
似
し
・
8
穿
。
と
い
う
用
語
の
有
効
性
に
も
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
い

　
内
Φ
㌣
信
9
計
唱
奉
？
爵
■
本
稿
で
は
有
効
性
を
問
う
議
論
に
は
踏
み
込
ま
な
い

　
が
、
小
都
市
は
一
般
に
人
口
数
百
人
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
そ
の
影
響
力
の
小
さ
さ
か

　
ら
今
圓
の
考
察
対
象
に
は
基
本
的
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
後
に
示
す
地
図
で
は
ホ

　
フ
マ
ン
が
ヨ
野
8
と
す
る
も
の
だ
け
を
載
せ
て
い
る
。
な
お
、
チ
ェ
コ
語
の

　
ヨ
傍
δ
都
市
と
い
う
用
語
は
一
三
世
紀
の
後
半
に
形
成
さ
れ
、
一
四
世
紀
の
初
頭

　
か
ら
チ
ェ
コ
語
史
料
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

④
　
般
に
は
臣
下
都
市
宕
ま
舘
ω
ま
鼠
ω
ε
と
言
わ
れ
る
が
、
ジ
ェ
ム
リ
チ
カ

　
は
こ
の
表
現
を
適
切
で
は
な
い
と
し
て
非
国
王
都
市
p
Φ
寄
身
。
く
ω
恩
ヨ
傍
8
を
用

　
い
て
い
る
。
魯
N
①
巳
腺
犀
欝
勲
ミ
ミ
執
讐
略
鳶
§
跨
趣
家
蚕
N
o
q
鼻
罫
℃
茜
『
ρ

　
｝
O
り
G
。
も
μ
b
。
○
。
．
筆
者
も
そ
れ
に
倣
う
。

⑤
非
国
王
都
市
に
分
析
の
焦
点
を
当
て
た
も
の
と
し
て
は
、
労
．
累
。
愚
Ψ
℃
Q
匹
・

　
畠
濤
憲
ヨ
似
ω
麓
四
目
傍
［
Φ
α
冨
く
風
＆
ゴ
ω
冨
ξ
3
0
Φ
o
冨
。
げ
”
騨
O
題
ぎ
賜
－

　
登
§
羽
¢
鉄
＆
信
蹄
魯
韓
。
ミ
壱
b
。
一
（
一
り
お
）
．
が
あ
る
。
財
務
官
都
市
と
は
、
国
王

　
財
務
官
が
設
立
者
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
国
王
と
の
関
係
に
お
い
て
は
国
王
都

　
市
と
極
め
て
近
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
通
常
は
国
王
都
市
と
は
区
別
し
て
扱

　
わ
れ
て
い
る
。

⑥
こ
の
時
期
の
プ
ラ
ハ
は
、
旧
市
街
と
小
地
区
と
い
う
二
つ
の
都
市
を
抱
え
て
い

　
た
。

⑦
ド
ク
サ
ニ
修
道
院
は
一
二
三
二
年
に
キ
ン
シ
ュ
ペ
ル
ク
設
立
の
許
可
を
与
え
ら

　
れ
た
が
、
こ
の
都
市
は
数
年
後
に
消
滅
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ム
リ
チ
カ
の
分
析
で
は
、

　
当
時
の
修
道
院
所
領
の
中
心
か
ら
離
れ
て
い
た
こ
と
が
失
敗
の
原
因
と
し
て
指
摘

　
さ
れ
て
い
る
。
魯
N
Φ
邑
隷
冨
w
客
①
注
接
Φ
募
ヨ
雰
包
銀
醤
δ
溶
三
く
○
Φ
o
菰
0
7
＜
①

　
一
ら
。
』
巨
Φ
罫
ぎ
き
も
。
§
藷
隷
＆
帖
謹
製
（
一
り
刈
⑩
）
も
隠
。
。
「

⑧
ハ
ス
は
、
非
国
王
都
市
に
対
す
る
国
王
の
関
係
を
分
析
し
た
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、

　
①
市
の
開
催
を
許
可
す
る
権
利
、
②
村
落
を
都
市
に
昇
格
さ
せ
る
権
利
、
③
印
章

　
の
使
用
を
許
可
す
る
権
利
、
④
市
壁
の
建
設
を
許
可
す
る
権
利
の
四
つ
に
関
し
て

　
は
、
基
本
的
に
国
王
が
掌
握
し
て
い
た
。
》
．
熱
き
ρ
℃
茜
く
。
臼
o
o
α
⑦
ω
寡
津
。

　
ζ
鋤
①
き
傷
℃
。
導
き
ω
ξ
巨
学
割
ω
蔓
p
ヨ
伽
ω
δ
穿
ざ
ぎ
℃
ミ
ミ
N
き
蹄
ミ
寒
跨
ミ
ミ
鴨

　
蒔
（
一
Φ
q
c
Q
Y

⑨
大
公
時
代
の
行
政
に
関
し
て
は
、
い
冒
愚
パ
晒
N
．
誌
面
節
。
＜
鈴
∪
§
鑓

　
も
ミ
建
q
怒
罫
聴
》
醜
§
慧
さ
き
ぎ
N
駿
鈎
℃
田
ず
P
一
り
。
。
P
や
ω
ω
凶
Q
。
9
及
び
拙
稿

　
　
門
申
世
チ
ェ
コ
貴
族
の
台
頭
と
君
主
」
噸
西
洋
史
学
』
二
〇
九
号
、
一
一
二
二
頁
、

　
第
一
章
一
節
を
参
照
。

⑩
一
二
世
紀
の
植
民
活
動
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
は
、
旨
N
Φ
巨
帥
穿
P
9
ら
ミ

　
q
§
ぽ
奪
轟
鴨
鼠
℃
田
げ
P
一
〇
㊤
刈
”
唱
b
唐
心
。
。
し
。
．
、
　
＝
二
世
紀
に
関
し
て
は
、
旨

　
悼
Φ
巨
一
穿
p
恥
ミ
ミ
な
ミ
§
回
§
憲
ミ
乏
き
臨
も
’
一
〇
。
。
－
δ
ρ
b
。
㎝
①
幽
O
c
。
｝
ぎ
§
電

　
簿
寒
ミ
§
曇
鼻
℃
臨
”
▼
卜
。
o
o
b
。
も
9
卜
。
ω
9
b
。
①
ω
．
を
参
照
。
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⑪
旨
．
計
巳
隷
亘
砺
ミ
ミ
讐
恥
紺
警
§
翠
ミ
這
ミ
鼻
三
法
ド

⑫
旨
．
N
Φ
巳
憲
昼
ざ
§
書
9
ら
寒
、
鳳
登
誤
愈
鼻
℃
U
ミ
ふ
①
ω
．

⑬
筆
者
は
以
前
、
～
三
世
紀
前
半
に
城
塞
管
区
が
崩
壊
し
た
と
い
う
説
に
対
し
て

　
疑
問
を
提
示
し
た
。
前
掲
拙
稿
、
第
四
章
一
節
。
例
え
ば
、
城
塞
を
中
心
と
し
た

　
地
方
裁
判
の
枠
組
み
は
＝
二
世
紀
中
も
多
く
存
続
し
て
お
り
、
貴
族
も
官
職
を
維

　
持
し
続
け
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
専
制
を
考
察
対
象
と
し
た
場

　
合
で
あ
り
、
城
に
属
す
る
所
領
が
貴
族
に
侵
食
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
た
場

　
合
に
は
、
白
斑
を
支
配
す
る
組
織
の
再
編
を
迫
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
。

⑭
U
．
凝
①
蜜
r
甲
。
譲
越
α
窃
パ
①
呂
島
①
警
。
書
く
Φ
回
G
。
9
ω
§
Φ
罫
ぎ
凄
§
ミ
㍗

　
ミ
識
ミ
b
d
o
ぎ
ミ
咄
ミ
一
（
一
〇
刈
り
）
．

二
、
プ
シ
エ
ミ
ス
ル
・
胆
嚢
カ
ル
直
播
と
都
市

（
こ
　
プ
シ
エ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
時
代
の
設
立
状
況

　
前
章
で
言
及
し
た
研
究
者
も
含
め
、
近
年
の
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
が
中
世

チ
ェ
コ
に
お
け
る
都
市
の
重
要
性
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
時
期
的
に

は
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
一
一
世
の
治
世
に
そ
の
飛
躍
的
な
展
開
を
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

見
解
が
古
く
か
ら
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
彼
と
都
市
の
関
係
を
特
別
視
し
て
い
る
の
は
、
現
代
の
歴
史
家
に
か
ぎ
ら

な
い
。
一
四
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
「
ダ
リ
ミ
ル
年
代
記
」
は
　
　
否
定
的

な
意
味
で
は
あ
る
が
…
ー
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
二
世
と
ド
イ
ツ
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

都
市
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

「
そ
の
後
、
王
は
自
民
族
に
対
し
て
敬
意
を
払
わ
な
く
な
り
、

ド
イ
ツ
人
た
ち
に
街
も
村
も
分
け
与
え
始
め
た
。

ド
イ
ツ
人
は
（
街
を
）
城
壁
で
囲
み
、
領
主
た
ち
を
圧
迫
し
始
め
た
」

も
と
も
と
こ
の
年
代
記
は
貴
族
層
の
立
場
を
代
弁
す
る
性
格
の
強
い
も
の
な

の
で
、
こ
の
国
王
政
策
に
対
す
る
非
難
の
正
当
性
は
傍
に
置
く
と
し
て
も
、

都
市
が
貴
族
層
に
対
す
る
対
立
要
素
と
し
て
浮
上
し
、
そ
れ
が
国
王
の
政
策

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
代
記
作
者
は
、

プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
が
こ
う
い
つ
た
政
策
を
積
極
的
に
推
し
進

め
た
こ
と
が
後
に
貴
族
と
の
決
定
的
な
対
立
を
も
た
ら
し
、
モ
ラ
ヴ
イ
ア
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

原
で
の
悲
劇
へ
導
い
た
と
理
解
し
て
い
る
。

　
で
は
、
彼
の
治
世
に
は
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
都
市
が
建
設
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
フ
ィ
ア
ラ
は
国
王
都
市
の
設
立
文
書
、
或
い
は
追
認
し
た
文
書
な

ど
か
ら
、
お
お
よ
そ
の
設
立
年
が
わ
か
る
も
の
を
｝
四
世
紀
初
頭
ま
で
列
挙

　
　
　
④

し
て
い
る
。
そ
れ
を
各
君
主
の
治
世
毎
に
数
え
て
み
る
と
、
プ
シ
ェ
ミ
ス

ル
・
オ
タ
カ
ル
一
世
（
～
～
九
八
～
一
二
三
〇
）
時
代
に
八
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ

フ
一
世
（
～
二
一
二
〇
～
～
二
五
三
）
時
代
に
九
、
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ

ル
雪
平
（
一
二
五
三
～
一
二
七
八
）
時
代
に
二
八
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
工
世

（
＝
～
八
三
～
＝
二
〇
五
）
時
代
に
五
と
な
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
1
単

純
に
数
の
上
で
の
こ
と
で
は
あ
る
が
ー
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
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一三世紀チェコ王権の政策における都市の役割（藤井）

◎国王都市
・　31…国三E者i；〒餐了

目その他（王城，修道院など）
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治
世
の
突
出
が
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
レ
イ
ヌ
シ
ュ
は
、
個
々
の
都
市

の
成
立
状
況
を
見
れ
ば
、
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
工
世
が
文
字
通

り
の
設
立
者
で
あ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
古
い
集
落
を
発
展
さ
せ
た
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

割
は
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
織
豊
カ

ル
｝
世
時
代
の
都
窪
設
立
に
は
君
主
の
意
図
よ
り
も
都
市
側
か
ら
の
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

願
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
傾
向
が
強
い
と
言
わ
れ
る
。
続
く
ヴ
ァ
ー
ツ

ラ
フ
一
世
時
代
に
お
い
て
は
、
イ
フ
ラ
ヴ
ァ
や
ス
ト
シ
ー
プ
ロ
と
い
っ

た
鉱
山
都
市
が
目
立
っ
て
い
る
。
ま
た
プ
ラ
ハ
や
ブ
ル
ノ
、
オ
ロ
モ
ウ

ツ
と
い
っ
た
都
市
の
場
合
は
、
事
実
上
す
で
に
都
市
で
あ
っ
た
集
落
に

都
市
法
を
与
え
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
君
主
の
強
い
意
図
や
計
画
性
を

見
て
取
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
し
て
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世

の
後
を
継
い
だ
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
ニ
世
時
代
に
な
る
と
、
再
び
設
立
数
は

減
少
し
て
い
る
。
レ
イ
ヌ
シ
ュ
も
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
巴
町
は
父
の
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
発
展
さ
せ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
都
市
の
設
立
年
代
に
関
し
て

は
研
究
者
に
よ
っ
て
意
見
の
相
違
も
あ
る
の
で
、
あ
ま
り
断
定
的
に
言

う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
と
し
て
プ
シ
ェ
ミ

ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
が
都
甫
の
設
立
に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
単
・
に
設
立
の
増
加
を
確
認
し
た
り
、
或
い
は
設
立
の
際
に

国
王
が
果
た
し
た
役
割
の
重
要
性
の
多
寡
を
論
じ
る
こ
と
よ
り
も
重
要
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な
の
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
図
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
国
王
の
政
策
全
体

の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、
レ
イ
ヌ
シ
ュ
の
次
の
よ
う
な
指
摘
は
ま
さ
に
正
鵠
を
射
て
い

⑧
る
。

「
都
市
に
対
す
る
国
王
の
援
助
に
関
し
て
は
あ
る
程
度
詳
細
に
検
討
し
て

き
た
が
、
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
の
政
策
に
対
す
る
国
王
都
市
の
関
係
を
看
る
際

に
は
、
歴
史
家
た
ち
は
具
体
性
の
な
い
一
般
的
な
讐
口
頭
の
み
で
満
足
し
て

き
た
」

こ
の
指
摘
は
今
か
ら
四
五
年
も
前
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
も

一
定
の
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
次
節
で
は
個
々
の

都
市
の
設
立
状
況
か
ら
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
の
意
図
を
読
み
取

り
、
国
王
政
策
に
対
す
る
都
市
の
関
係
を
旦
ハ
体
的
に
描
出
す
る
こ
と
を
目
指

す
。

（一

@）

@
国
王
政
策
の
申
で
の
位
置
付
け

　
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
の
意
図
に
つ
い
て
は
、
彼
が
有
力
貴
族

の
離
反
を
招
い
て
最
終
的
に
戦
死
し
た
た
め
に
、
貴
族
へ
の
対
抗
策
と
し
て

の
観
点
か
ら
概
説
的
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
彼
が
何
を
都

市
に
期
待
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
に
対
し
て
実
際
ど
の
よ
う
に
貢
献
で
き
た

の
か
は
あ
ま
り
検
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
ま
ず
は
彼
の
計
画
性

が
読
み
取
り
や
す
い
ポ
リ
チ
カ
と
チ
ェ
ス
ケ
ー
・
ブ
ジ
ェ
ヨ
ヴ
イ
ツ
ェ
（
以

下
ブ
ジ
ェ
ヨ
ヴ
イ
ツ
ェ
）
の
設
立
文
書
を
取
り
上
げ
、
そ
の
二
点
を
明
ら
か

に
す
る
。
な
お
、
便
宜
上
経
済
、
軍
事
、
政
治
の
三
つ
の
側
面
に
分
類
し
て

考
察
を
進
め
て
ゆ
く
。

　
囚
経
　
　
　
済

　
ポ
リ
チ
カ
は
、
プ
ラ
ハ
か
ら
ブ
ル
ノ
へ
向
か
う
チ
ェ
コ
に
お
け
る
一
番
重

要
な
幹
線
の
途
上
、
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
と
の
境
に
建
設
さ
れ
た
都
市
で
あ
る
。
そ

の
北
西
に
は
大
公
時
代
か
ら
の
拠
点
ヴ
ィ
ソ
ケ
ー
・
ミ
ー
ト
が
あ
る
。
一
二

六
五
年
九
月
二
七
日
目
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
は
植
民
請
負
入
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

あ
る
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ズ
・
リ
ン
ベ
ル
カ
に
対
し
て
証
書
を
発
給
し
た
。
そ
の

内
容
は
コ
ン
ラ
ー
ト
と
の
契
約
が
主
で
あ
る
が
、
な
に
よ
り
も
「
余
の
利
益

と
な
る
よ
う
に
マ
ま
焦
魯
鋤
訂
○
ぴ
δ
鍵
。
興
Φ
」
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
ま
ず
コ
ン
ラ
ー
ト
と
の
間
で
裁
判
罰
金
の
配
分
を
取
り
決
め
た
後
、

彼
に
肉
屋
、
パ
ン
屋
、
飲
み
屋
な
ど
の
営
業
権
を
認
め
、
同
時
に
都
市
か
ら

一
マ
イ
ル
以
内
で
他
の
者
が
営
業
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
さ
ら
に
コ
ン

ラ
ー
ト
に
対
し
て
は
四
ヶ
所
に
粉
を
濃
く
た
め
の
水
車
小
屋
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。
植
民
請
負
人
ば
か
り
で
は
な
く
都
市
に
も
耕
地
の
所
有
が
認
め
ら
れ
、
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そ
こ
に
お
け
る
税
も
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
ヴ
ィ
ソ
ケ
ー
・
ミ
ー
ト
か
ら
ブ
ル

ノ
へ
の
公
道
は
ポ
リ
チ
カ
を
通
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
、
他
を
経
由
さ
せ
る
こ

と
の
禁
止
と
、
徴
税
役
人
や
使
者
は
ポ
リ
チ
カ
で
休
憩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
早
世
の
死
後
、
こ
の
都
市
は
王
妃
ク
ン
フ
タ

の
所
領
と
な
り
、
次
い
で
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
ニ
世
の
手
に
渡
る
な
ど
、
一
貫
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
王
家
の
領
地
で
あ
り
続
け
た
。
設
立
に
際
し
て
の
王
の
陰
的
は
明
ら
か
に

金
銭
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ポ
リ
チ
カ
は
プ
ラ
ハ
か
ら
ブ
ル
ノ
へ
の
幹
線
沿

い
に
あ
り
、
＝
　
笹
紀
後
半
に
は
か
な
り
開
墾
の
手
が
入
っ
て
い
た
チ
ェ
コ

騰
モ
ラ
ヴ
イ
ア
高
原
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
も
ち
ろ

ん
戦
略
的
意
義
も
認
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
証
書
は
市
町

の
建
設
な
ど
に
つ
い
て
一
切
触
れ
て
い
な
い
。

　
こ
こ
で
、
チ
ェ
コ
で
最
も
古
い
「
都
市
」
と
さ
れ
る
ウ
ニ
チ
ョ
フ
の
設
立

文
書
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
＝
一
二
三
年
に
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
一

世
に
よ
っ
て
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
法
の
授
与
を
認
め
ら
れ
た
ウ
ニ
チ
ョ
フ
の
設
立

は
、
も
と
も
と
～
二
＝
二
年
に
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
辺
境
伯
イ
ン
ジ
フ
・
ヴ
ラ
ジ
ス

ラ
フ
と
植
民
請
負
人
テ
オ
ド
リ
ク
ス
と
の
間
に
結
ば
れ
て
い
た
契
約
に
基
づ

　
　
　
⑪

い
て
い
る
。
古
く
か
ら
名
の
見
え
る
集
落
で
は
な
い
が
、
オ
ロ
モ
ウ
ツ
の
北

方
二
〇
キ
ロ
に
位
置
し
、
経
済
的
な
発
展
を
見
込
ん
で
植
民
考
が
入
植
し
た

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
設
立
文
書
中
に
お
け
る
契
約
内
容
は
さ
ほ
ど

詳
し
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
市
内
の
土
地
に
対
す
る
税
額
と
森
林
に
お
け

る
伐
採
権
利
に
つ
い
て
の
領
有
及
が
あ
り
、
続
い
て
都
市
域
内
に
お
け
る
自
由

と
平
和
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
に
関
し
て
は
、
流
血
裁
判
は
君
主
側
に

保
留
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
事
件
に
つ
い
て
は
慣
習
法
に
基
づ
い
て
裁
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
下
級
裁
判
権
と
代
宮
職
は
テ
オ
ド
リ

ク
ス
と
彼
の
子
孫
が
世
襲
す
る
こ
と
を
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
一
世
は

承
認
し
た
。
こ
こ
で
は
、
市
内
の
不
動
産
に
対
す
る
税
は
定
め
ら
れ
て
い
る

も
の
の
、
裁
判
罰
金
の
配
分
に
関
す
る
明
確
な
言
及
は
な
い
。
全
体
的
に
、

都
市
を
経
済
的
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
保
護
を
与
え
る
な
ど
の
、
都
市
か
ら

収
入
を
引
き
出
す
こ
と
に
対
す
る
君
主
の
関
心
が
、
ポ
リ
チ
カ
と
比
べ
て
印

象
が
薄
い
。
君
主
主
導
の
計
画
面
よ
り
も
都
市
の
請
願
に
よ
る
自
然
発
生
的

な
雰
囲
気
が
読
み
取
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
こ
に
当
時
の
チ
ェ
コ
社
会

全
体
の
経
済
的
発
展
状
況
の
差
異
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
君
主
に
と
っ
て
は

収
入
源
と
し
て
～
定
の
収
入
は
見
込
め
る
も
の
の
、
い
ま
だ
収
入
全
体
の
申

で
の
比
重
は
高
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
点
が
都
市
に
経
済
的
特
権
を
与
え

て
積
極
的
に
保
護
す
る
か
ど
う
か
の
違
い
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
；
一
世
紀
前
半
と
比
較
し
て
、
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
の
時
代

に
は
都
市
が
重
要
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
フ
ィ
ア
ラ
も
別
の
角

度
か
ら
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
宮
廷
官
職
で
あ
る
財
務
官
8
ヨ
2
費
冒
ω
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

領
地
管
理
官
讐
ぴ
。
餌
導
①
鑓
艮
¢
ω
を
考
察
対
象
と
し
た
。
財
務
官
と
は
君
主
の
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収
入
を
管
理
す
る
役
職
で
あ
る
が
、
収
入
源
が
複
雑
化
す
る
に
つ
れ
て
次
第

に
職
掌
が
分
化
す
る
。
二
一
一
世
紀
に
入
る
と
財
務
官
が
裁
判
罰
金
の
徴
収
を
、

領
地
管
理
官
が
修
道
院
と
都
市
か
ら
の
収
入
を
管
轄
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ

し
て
世
紀
の
半
ば
以
降
、
後
者
の
役
割
が
増
大
し
て
ゆ
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
地
位
は
、
他
の
宮
廷
富
職
一
例
え
ば
献
最
善
℃
貯
。
臼
舜
や
内
膳
富

紆
讐
｛
臼
　
　
と
は
異
な
り
、
単
な
る
副
ω
昏
扱
い
で
は
な
く
、
有
力
な
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

族
が
五
膳
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
一
三
世
紀
末
に
は
、
君
主
が

自
由
に
課
税
を
で
き
る
直
轄
累
世
。
ヨ
ぎ
冒
日
ω
℃
Φ
9
巴
Φ
と
、
ラ
ン
ト
集
会
の

同
意
が
必
要
な
一
般
所
領
伽
。
巨
巳
信
旨
σ
q
Φ
p
興
巴
Φ
の
区
別
が
な
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
に
収
入
源
と
し
て
の
都
市
の
役
割
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
た
の
で
あ

る
。　

レ
イ
ヌ
シ
ユ
は
、
都
市
か
ら
収
入
を
得
る
こ
と
が
制
度
的
に
な
っ
て
ゆ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
は
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
時
代
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
都
市
の
収
入
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
史
料
の
欠
如
か
ら

困
難
で
あ
り
、
再
構
成
で
き
る
の
は
よ
う
や
く
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
朝
期
か
ら

で
あ
る
。

　
㈲
軍
　
　
　
事

　
ポ
リ
チ
カ
と
同
じ
＝
～
六
五
年
の
設
立
と
さ
れ
る
ブ
ジ
ェ
ヨ
ヴ
イ
ツ
ェ
は
、

明
確
な
設
立
文
書
を
持
た
な
い
。
同
年
、
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
野
離
ル
ニ
世

が
ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
院
に
所
領
を
譲
渡
し
た
際
の
証
害
に
お
い
て
、
付
近
の

ブ
ジ
ェ
ヨ
ヴ
ィ
ツ
ェ
へ
の
入
植
と
都
市
建
設
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
触
れ
ら
れ

　
　
⑯

て
い
る
。
よ
っ
て
こ
の
地
に
都
市
を
建
設
し
た
国
王
の
意
図
を
直
接
に
知
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
当
時
の
チ
ェ
コ
南
部
の
状
況
か
ら
、
そ
の
動
機

に
関
す
る
研
究
者
の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

と
の
国
境
も
跨
い
で
チ
ェ
コ
南
部
に
所
領
を
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
ヴ
ィ
ー
ト

　
　
⑰

コ
フ
家
に
対
す
る
牽
制
と
、
も
と
も
と
人
口
密
度
が
低
く
王
城
も
ほ
と
ん
ど

設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
地
域
に
君
主
の
権
威
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
で

　
　
⑱

あ
っ
た
。

　
大
公
時
代
の
チ
ェ
コ
南
部
の
城
塞
で
生
き
残
っ
た
の
は
ネ
ト
リ
ツ
だ
け
で

あ
る
。
こ
の
時
代
ま
で
に
ド
ウ
ド
ゥ
レ
ビ
は
村
落
化
し
、
プ
ラ
ー
ヘ
ン
城
も

都
市
へ
と
発
展
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
三
〇
～
五
〇
キ
ロ
の
距

離
で
城
塞
が
並
ん
で
い
る
オ
ブ
ジ
ェ
川
、
ラ
ベ
川
流
域
と
は
異
な
り
、
ヴ
ル

タ
ヴ
ァ
川
流
域
に
君
主
の
城
塞
は
ほ
と
ん
ど
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
や
パ
ッ
サ
ウ
へ
の
交
易
路
に
は
税
関
が
置
か
れ

て
い
た
が
、
そ
の
他
の
場
所
に
集
落
が
成
立
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
よ

う
や
く
～
三
量
紀
に
入
り
、
ド
イ
ツ
人
植
民
者
の
も
た
ら
し
た
技
術
力
が
未

開
墾
地
の
開
発
を
可
能
に
し
、
ヴ
ィ
ー
ト
コ
フ
家
の
よ
う
な
貴
族
家
門
が
所

領
を
拡
大
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
南
ド
イ
ツ
に

も
所
領
が
散
在
し
、
同
地
の
貴
族
と
の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
ヴ
イ
ー
ト
コ
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フ
家
は
、
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
か
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ラ
ン
ト

長
富
8
論
蔵
①
島
を
任
さ
れ
る
ほ
ど
の
存
在
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
地
位
に

あ
っ
た
ヴ
ォ
ク
・
ズ
・
ロ
ジ
ュ
ン
ベ
ル
カ
が
＝
一
六
二
年
に
死
去
す
る
と
、

王
と
の
関
係
も
急
速
に
悪
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
王
は
平
々
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ズ
ヴ
ィ
ー
コ
フ
城
伯
ぴ
霞
σ
q
類
三
器
ヒ
ル
ゾ
に
命
じ
て
ブ
ジ
ェ
ヨ
ヴ
ィ
ツ
ェ

の
建
設
を
行
わ
せ
た
。
そ
の
二
年
前
に
は
、
ヴ
ィ
ー
ト
コ
フ
家
の
重
要
な
拠

点
の
一
つ
で
あ
る
チ
ェ
ス
キ
ー
・
ク
ル
ム
ロ
フ
（
以
下
ク
ル
ム
ロ
フ
）
の
目

と
鼻
の
先
に
あ
る
、
ズ
ラ
タ
…
・
コ
ル
ナ
に
シ
ト
i
会
修
道
院
を
設
立
し
て

　
⑳

い
る
。

　
そ
の
後
、
ブ
ジ
ェ
ヨ
ヴ
ィ
ツ
ェ
は
ズ
ラ
タ
ー
・
コ
ル
ナ
修
道
院
共
々
、
ヴ

ィ
ー
ト
コ
フ
家
に
よ
る
攻
撃
の
対
象
と
な
る
。
一
二
七
六
年
に
プ
シ
ェ
ミ
ス

ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
ル
ド
ル
フ
に
追
い
つ
め
ら
れ
て

い
た
頃
、
各
地
で
修
道
院
や
教
会
が
襲
撃
さ
れ
、
聖
職
者
、
修
道
士
、
尼
僧

た
ち
が
殺
害
さ
れ
た
。
特
に
「
新
し
く
設
立
さ
れ
た
（
ズ
ラ
タ
ー
・
）
コ
ル

ナ
で
は
、
修
道
院
の
建
物
の
痕
跡
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ

　
⑳つ

た
」
。
翌
年
、
ヴ
ィ
ー
ト
コ
フ
家
の
オ
イ
ー
シ
ュ
・
ズ
・
ロ
ム
ニ
ツ
ェ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ブ
ジ
ェ
ヨ
ヴ
イ
ツ
ェ
を
侵
略
し
、
放
火
し
た
。
｝
二
七
九
年
に
も
ヴ
ィ
ー
ト

コ
フ
家
の
、
今
度
は
ザ
…
ヴ
イ
シ
ユ
・
ズ
・
フ
ァ
ル
ケ
ン
シ
ュ
テ
イ
ナ
が
略

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

奪
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
ま
た
、
ブ
ジ
ェ
ヨ
ヴ
ィ
ツ
ェ
の
北
方
書
生
〇
キ
ロ

に
建
設
さ
れ
た
フ
ラ
ジ
シ
ュ
チ
ェ
は
～
二
七
六
年
に
ヴ
ィ
ー
ト
コ
フ
家
に
よ

っ
て
完
全
に
破
壊
さ
れ
、
後
の
フ
ス
派
戦
争
期
に
急
進
派
の
拠
点
タ
ー
ボ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
名
前
は
聖
書
に
由
来
す
る
）
と
し
て
復
興
さ
れ
る
ま
で
放
置
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
れ
ま
で
に
も
国
境
防
衛
の
拠
点
と
し
て
都
市
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
は
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
紛
争
の
絶
え
な
い
モ
ラ
ヴ
イ
ア
目
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
境
に
は
、

～
二
五
七
年
に
　
　
こ
れ
は
す
で
に
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
山
山
ル
ニ
世
の
治

世
で
は
あ
る
が
一
…
ウ
ヘ
ル
ス
ケ
ー
・
フ
ラ
ジ
シ
ュ
チ
ェ
が
設
立
さ
れ
た
。

「
余
は
国
の
安
寧
の
た
め
、
シ
ト
ー
会
ヴ
ェ
レ
フ
ラ
ト
修
道
院
の
所
領
内
に

あ
り
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
国
境
に
面
し
て
い
る
砦
、
城
塞
を
修
理
・
強
化
す
る

　
　
　
　
　
⑳

よ
う
に
命
じ
た
」
。
こ
の
よ
う
に
、
軍
事
拠
点
と
し
て
の
砦
・
都
市
建
設
は

元
来
国
境
周
辺
に
集
中
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
成
長
す
る
国
内
大
貴
族
に

対
す
る
防
衛
を
念
頭
に
国
の
内
部
に
も
建
設
が
始
ま
っ
た
と
も
み
な
せ
る
。

し
か
し
、
ブ
ジ
ェ
ヨ
ヴ
ィ
ツ
ェ
や
フ
ラ
ジ
シ
ュ
チ
ェ
（
タ
ー
ボ
ル
）
が
ヴ

ィ
ー
ト
コ
フ
家
か
ら
攻
撃
・
略
奪
・
放
火
の
被
害
を
受
け
続
け
た
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
、
都
市
の
軍
事
拠
点
と
し
て
の
能
力
に
は
疑
問
が
残
る
。
ホ
フ
マ

ン
に
よ
る
と
、
こ
の
時
代
の
都
市
は
ま
だ
翼
壁
を
備
え
て
お
ら
ず
、
＝
　
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

○
年
代
か
ら
よ
う
や
く
本
格
的
な
建
設
が
始
ま
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と

も
、
こ
の
時
期
の
ヴ
イ
ー
ト
コ
フ
家
の
軍
事
力
は
国
王
で
す
ら
正
面
衝
突
を

掌
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
、
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
量
も
一
都
市
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
こ
ま
で
期
待
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
純
粋
に
軍
事
的
な
観
点

か
ら
は
、
む
し
ろ
ベ
ズ
ジ
ェ
ス
や
ク
シ
ヴ
ォ
ク
ラ
ー
ト
、
ズ
ヴ
ィ
ー
コ
フ
と
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い
っ
た
山
地
に
築
か
れ
た
城
の
ほ
う
が
、

る
。

よ
り
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

　
◎
政
　
　
治

　
こ
の
時
代
の
チ
ェ
コ
都
市
が
主
体
的
に
政
治
的
行
為
に
参
画
す
る
存
在
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
は
じ
め
に
示
唆
し
た
通
り
、

疑
問
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
す
で
に
薩
摩
秀
登
氏
の

論
稿
、
「
申
肚
チ
ェ
コ
王
国
に
お
け
る
国
王
都
市
の
地
位
　
　
裁
判
権
を
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

心
に
　
　
」
を
得
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
「
し
か
し
市
民
た
ち
は
一
四
世

紀
ま
で
は
、
国
政
上
は
貴
族
と
並
ぶ
重
要
な
地
位
に
つ
く
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
市
民
が
初
め
て
ラ
ン
ト
議
会
に
参
加
し
た
の
は
、
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・

士
気
カ
ル
出
世
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
ル
ド
ル
フ
と
争
っ
て
敗
死
し
た
後
の
混

乱
が
ま
だ
収
ま
ら
な
い
一
二
八
｝
年
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
も
市

民
は
国
政
の
一
部
を
預
か
る
特
定
の
身
分
に
は
成
長
し
て
い
な
い
」
。

　
一
二
八
一
年
の
ラ
ン
ト
集
会
は
、
後
見
人
で
あ
る
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
辺

境
伯
に
連
れ
去
ら
れ
た
王
子
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
の
返
還
交
渉
の
た
め
の
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
っ
た
。
そ
こ
に
プ
ラ
ハ
市
民
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
し

か
し
、
次
に
都
市
が
国
政
の
表
舞
台
に
姿
を
見
せ
る
の
は
、
一
三
〇
六
年
に

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
ル
ド
ル
フ
、
一
三
〇
七
年
に
ケ
ル
ン
テ
ン
大
公
ハ
イ
ン
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ヒ
を
新
国
王
に
選
出
し
た
混
乱
期
の
み
で
あ
り
、
基
本
的
に
貴
族
層
も
高
位

聖
職
者
も
都
市
を
ラ
ン
ト
集
会
か
ら
排
除
し
て
い
た
。
＝
二
四
八
年
に
カ
レ

ル
四
世
が
定
め
た
ラ
ン
ト
議
会
の
身
分
序
列
に
お
い
て
も
、
都
市
は
高
位
聖

職
者
、
諸
侯
、
大
貴
族
、
騎
士
以
外
の
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
団
体
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

区
分
さ
れ
、
特
別
な
身
分
に
は
成
長
し
て
い
な
い
。
こ
の
時
代
の
市
民
に
国

法
的
な
意
味
で
の
身
分
を
認
め
な
い
こ
と
で
は
、
ケ
イ
シ
ユ
も
見
解
を
同
じ

　
　
　
　
⑫

く
し
て
い
る
。
一
方
で
同
時
期
の
ド
イ
ツ
都
市
に
目
を
向
け
る
と
、
早
く
も

＝
～
五
四
年
に
は
ラ
イ
ン
諸
都
市
に
よ
る
都
市
同
盟
の
結
成
が
確
認
で
き
る
。

そ
の
後
も
ド
イ
ツ
西
南
部
の
諸
都
市
は
繰
り
返
し
同
盟
を
結
成
し
、
ラ
ン
ト

の
平
和
創
出
に
関
与
し
て
い
る
。
こ
れ
と
比
較
し
た
と
き
の
チ
ェ
コ
都
市
の

政
治
的
自
立
性
の
低
さ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
薩
摩
氏
は
、
複
雑
な
都
市
法
体
系
を
統
合
す
る
試
み
を
通
じ
て
、
ヴ
ァ
ー

ツ
ラ
フ
ニ
世
時
代
に
「
市
民
が
ま
と
ま
っ
た
集
団
と
し
て
国
政
に
参
加
し
て

い
く
可
能
性
が
開
け
た
時
代
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
レ
イ
ヌ
シ
ュ
も
ま
た
、

ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
ニ
世
が
市
民
に
貴
族
か
ら
の
自
有
地
購
入
を
許
可
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
彼
は
、
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ

タ
カ
ル
ニ
世
は
そ
の
よ
う
な
手
段
で
封
建
領
主
の
立
場
を
弱
体
化
す
る
努
力

を
行
わ
な
か
っ
た
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
貴
族
の
み
な
ら
ず
、
王
も
ま
た
都

市
自
治
の
要
求
に
対
し
て
不
信
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
ジ
ェ
ム
リ
チ
カ
も
言

　
　
　
　
⑭

及
し
て
お
り
、
そ
の
積
極
的
な
都
市
政
策
に
も
関
わ
ら
ず
、
プ
シ
ェ
ミ
ス

ル
・
オ
識
量
ル
ニ
世
が
都
市
を
政
治
的
身
分
に
引
き
上
げ
る
意
図
は
ま
っ
た
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一三世紀チェコ王権の政策における都市の役割（藤井）

く
な
か
っ
た
、
と
い
う
結
論
は
筆
者
も
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
本
章
で
は
都
市
設
立
時
の
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
の
意
図
を
読

み
取
る
こ
と
を
試
み
た
。
彼
が
影
壁
建
設
を
支
援
し
た
こ
と
か
ら
、
軍
事
的

側
荷
で
期
待
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
機
能
し
始
め
る
の
は

も
う
少
し
後
の
時
代
で
あ
る
。
ま
た
、
政
治
的
勢
力
と
し
て
は
都
市
は
ま
っ

た
く
成
長
し
て
お
ら
ず
、
国
王
も
さ
せ
る
意
思
が
な
か
っ
た
。
結
局
、
貢
献

を
見
込
ま
れ
、
実
際
に
内
実
を
伴
っ
て
い
た
の
は
経
済
力
だ
け
で
あ
っ
た
と

醤
え
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
が
都
市
建
設
の
理
由
で
あ
ろ
う
か
。
狭
い
意
味

で
の
国
王
－
都
市
と
い
う
二
者
の
関
係
に
限
定
せ
ず
、
広
い
文
脈
で
捉
え
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
第
　
の
問
題
点
、
す
な
わ

ち
崩
壊
し
た
城
塞
管
区
に
代
わ
り
王
の
統
治
を
支
え
る
都
市
、
と
い
う
見
方

に
立
ち
返
っ
て
考
察
を
加
え
る
。

①
周
知
の
よ
う
に
ス
ラ
ヴ
民
族
の
歴
史
を
ゲ
ル
マ
ン
民
族
と
の
闘
争
の
歴
史
と
し

　
て
描
い
た
パ
ラ
ツ
キ
ー
は
、
一
三
世
紀
の
ド
イ
ツ
人
植
民
以
前
に
何
ら
か
の
ス
ラ

　
ヴ
人
都
市
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
そ
の
彼
も
、
プ
シ
ェ
ミ

　
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
を
チ
ェ
コ
に
お
け
る
都
市
身
分
の
創
造
者
と
し
て
認
め
、

　
特
別
な
政
治
的
権
利
を
伴
っ
た
都
市
組
織
を
、
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
朝
が
チ
ェ
コ
史
に

　
も
た
ら
し
た
重
要
な
変
化
と
目
し
て
い
る
。
剛
．
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史
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オ
タ
カ
ル
雪
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ト
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都
市
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な
る
建
設
者
」
、
ユ
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シ
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ェ
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い
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い
る
。
ζ
9
℃
露
α
q
Φ
鋳
¢
・

　
げ
r
p
「
ω
薮
聾
Φ
α
q
葺
巳
2
嬬
匿
ω
榊
践
冨
α
q
益
巳
暮
σ
q
魯
ぎ
b
ご
爵
ヨ
①
p
信
匿
竃
餌
ご
①
P

　
ぎ
窪
黛
匙
ミ
餐
鳶
譜
偽
藩
、
覧
蕊
壱
、
Q
題
q
ミ
き
融
譜
、
U
免
ミ
賄
S
§
賊
き
b
u
寒
§
§
一
①

　
（
一
c
Q
刈
c
Q
）
冒
Ψ
。
。
甲
島
w
い
ご
も
℃
2
F
恥
震
二
三
暮
§
鷺
b
ご
寒
ミ
§
向
§
竃
き
§
防
ミ
㍗

　
9
箋
N
ミ
▼
℃
鑓
7
勲
≦
δ
早
じ
⑦
君
臥
α
q
し
。
。
り
。
。
”
切
傘
H
押
層
．
邸
。
。
卜
⊃
’
9
甘
簿
ω
o
ダ
b
暗

　
b
畏
冴
暮
§
爲
嵩
蹴
隷
三
二
題
ミ
鴨
画
轟
b
d
寒
§
§
袋
詰
蹴
§
専
§
馬
ミ
窪
置
引
職
さ
重
き
‘

　
一
Φ
O
μ
℃
．
㎝
○
。
ふ
心
■
ま
た
、
ツ
ィ
ハ
に
よ
れ
ば
、
彼
の
治
世
は
設
立
者
の
直
接
的
な

　
政
策
の
始
ま
る
都
市
史
上
の
画
期
と
し
て
特
徴
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
鋭

　
N
団
。
訂
冒
§
ミ
譜
昌
9
，
熔
、
ミ
墨
譜
、
恥
ミ
§
註
b
o
き
ミ
§
§
蹴
ミ
恥
砺
ミ
ミ
§
o
ミ
隷
§
、

　
譲
§
欺
譜
ド
℃
田
訂
w
一
〇
沫
も
■
ば
餅

②
辱
§
帆
神
ミ
寒
憩
§
慧
ぎ
b
ミ
§
亀
貸
（
以
下
U
ミ
§
S
」
口
凄
ミ
跨
ミ
黛
ミ
じ
u
簿
馬
－

　
博
ミ
ミ
ミ
ミ
（
以
下
轄
包
H
＜
も
．
一
⑩
吋
．

③
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
二
世
は
、
一
時
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
位
を

　
窺
う
ほ
ど
の
権
勢
を
誇
っ
た
が
、
皇
帝
に
選
出
さ
れ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
ル
ド
ル

　
フ
の
巧
み
な
包
囲
網
に
追
い
込
ま
れ
、
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
グ
家
か
ら
相
続
し
た
オ
ー

　
ス
ト
リ
ア
大
公
領
な
ど
を
失
っ
た
。
さ
ら
に
一
二
七
八
年
、
チ
ェ
コ
貴
族
の
離
反

　
も
招
い
た
彼
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
の
決
戦
が
行
わ
れ
た
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
平
原
で

　
戦
死
し
た
。

④
N
．
コ
鷺
P
㌔
諮
ミ
毬
ご
誤
隷
◎
魯
婁
勺
罠
冨
」
⑩
謡
も
．
b
⊃
ミ
．
た
だ
し
、
フ
ィ
ア

　
う
の
あ
げ
る
都
市
の
数
は
ホ
フ
マ
ン
の
そ
れ
と
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
あ
げ
ら
れ

　
て
い
る
都
市
自
体
に
も
異
同
は
あ
る
。

⑤
鍔
円
Φ
撮
要
磯
。
野
。
Φ
3
§
p
。
暗
駄
犀
堅
。
〈
ω
嫁
9
濠
ω
斤
N
弾
く
邸
畠

　
霞
Φ
ヨ
誘
一
戸
○
証
す
「
鉱
H
＝
訂
G
題
愚
跨
§
胃
§
ミ
。
ミ
誤
隷
♂
（
一
⑩
0
刈
）
も
■
一
臨
’

⑥
男
』
。
｛
穿
塁
p
9
罫
“
隷
恥
ミ
竃
偽
藩
さ
娼
隷
黛
㌔
鑓
ダ
6
露
Ψ
℃
眞
野

⑦
軍
円
＆
匿
外
名
■
9
．
も
隔
心
や
憲
伊

⑧
軍
事
」
昌
鮮
℃
。
譲
「
ξ
鋤
。
く
ω
塚
畠
鼠
笛
酔
障
零
§
量
¢
○
欝
訂
δ
＜
＝
國
．
曽

　
証
一
日
目
娼
。
日
o
o
ぎ
既
。
＜
。
。
叡
唱
。
一
三
〇
ρ
ご
象
。
こ
薄
慧
瓢
織
為
』
8
ミ
ら
隷
誉
ぎ
電

97 （383）



　
宇
部
越
隷
§
ご
誤
量
刈
（
一
⑩
α
Q
Q
）
O
㎝
も
．
①
O
．

⑨
9
譜
8
§
智
§
ミ
凡
§
ミ
轄
傍
ミ
ミ
傍
、
§
帖
b
d
暮
§
§
（
以
下
Ω
ロ
ヒ
d
）
メ
ρ

　
駆
α
メ

⑲
卜
§
神
§
蒔
ミ
ミ
書
き
§
ミ
9
鼻
§
ミ
ミ
織
象
渓
ぎ
り
準
尋
p
8
0
封

　
㌘
膳
ω
野

⑪
設
立
を
め
ぐ
る
状
況
に
関
し
て
は
、
い
N
Φ
巨
隷
犀
P
諭
§
す
O
§
細
℃
臥
智
鍔
・

　
書
鼻
唱
．
卜
。
『
心
．
を
参
照
。

⑫
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
ニ
世
時
代
に
は
、
こ
の
代
官
職
自
体
が
大
き
な
収
入
源
と
し
て

　
売
買
の
対
象
と
な
る
。
旨
N
⑦
邑
叡
訂
”
恥
ミ
ミ
特
巳
紺
§
§
翠
母
蔑
N
o
鯉
鼻

　
P
も
。
G
。
O
心
G
。
H
9

⑬
N
雨
芭
ρ
囚
。
ヨ
。
自
犀
p
唱
a
犀
。
日
。
昼
5
象
。
ミ
隷
誌
鷺
ミ
電
卜
、
（
一
⑩
α
膳
）
．

⑭
　
薩
摩
秀
争
乱
は
、
　
四
世
紀
初
頭
の
時
点
で
、
財
務
長
官
、
領
地
管
理
官
、
最

　
高
裁
判
官
、
プ
ラ
ハ
城
伯
、
最
高
典
楚
楚
、
最
高
献
酌
官
の
六
つ
を
要
職
と
み
て

　
い
る
。
『
王
権
と
貴
族
隔
、
善
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
一
年
、

　
一
三
九
…
～
四
〇
頁
。
実
際
、
＝
二
世
紀
に
は
ド
イ
ツ
人
を
重
用
し
た
プ
シ
ェ
ミ

　
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
時
代
の
一
時
期
を
除
い
て
、
ヴ
ィ
ー
ト
コ
フ
家
、
マ
ル
ク

　
ヴ
ァ
ル
ト
家
、
ベ
ネ
シ
ョ
フ
家
、
カ
ウ
ニ
ツ
家
な
ど
の
有
力
家
系
が
任
官
さ
れ
て

　
い
る
。
拙
稿
「
＝
二
世
紀
チ
ェ
コ
に
お
け
る
貴
族
共
同
体
の
展
開
と
王
権
」
『
史

　
林
㎞
八
三
－
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
○
…
八
｝
頁
。

⑮
客
勾
①
甘
鼻
℃
。
滋
H
ぎ
踏
。
く
ω
ξ
。
げ
ヨ
婁
犀
甥
Φ
ヨ
量
信
9
四
訂
δ
≦
H
H
』

　
撤
鴇
畠
℃
o
日
o
o
寄
踏
。
＜
ω
ぼ
も
。
四
白
8
も
6
餅

⑯
Q
昆
く
b
．
お
野

⑰
ヴ
ィ
ー
ト
コ
フ
家
の
台
頭
に
関
し
て
は
、
＜
．
＜
p
訟
訴
F
＜
N
婁
巷
δ
曾

　
く
｛
野
。
く
。
⑳
く
8
冨
。
げ
一
一
〇
Ψ
一
応
。
①
P
ぎ
凄
N
貯
ミ
累
。
ミ
織
b
σ
o
註
ミ
凡
ミ
一
（
一
〇
刈
ゆ
）
　

　
≦
騨
。
く
9
曽
α
Φ
ω
パ
矯
ω
潜
け
く
一
Φ
叶
①
o
げ
一
δ
O
監
己
刈
。
。
讐
ぎ
身
ぎ
い
ご
竃
謹
慮
魯
防
愚
蹄

　
騨
§
詩
電
b
◎
り
（
6
0
◎
一
Y
に
詳
し
い
。

⑱
例
え
ば
、
旨
O
Φ
。
訂
郵
℃
。
α
響
ξ
ζ
い
一
。
＜
ω
額
ぎ
幕
ω
雛
○
Φ
ω
ξ
畠
切
β
仙
似
・

　
㎞
o
≦
P
貯
旨
ぎ
騒
吻
書
尋
。
§
簿
》
鋤
§
硫
＆
0
ω
（
一
り
c
Q
心
）
．
を
代
表
的
な
研
究
と
し
て

　
あ
げ
て
お
く
。

⑲
君
主
に
忠
実
な
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
城
伯
ヒ
ル
ゾ
の
活
動
に
関
し
て
は
、
｝
．

　
囚
裳
冨
P
N
〈
節
。
く
。
。
犀
矯
腰
爵
【
印
ぼ
国
マ
N
P
ヨ
G
題
ぎ
丸
§
鴨
蕊
陰
晋
防
信
蹄
詠
蹄
§
母
電

　
6
（
一
㊤
謡
Y
を
参
照
。

㊧
　
Ω
田
く
石
．
ω
り
一
’

⑳
．
．
冒
0
。
「
。
β
ρ
岳
①
①
H
四
；
。
〈
四
m
＆
鹸
。
巴
。
住
。
日
歩
器
。
し
・
坤
α
q
鎚
℃
。
鴇
自
∬

　
¢
窪
傷
。
導
器
日
。
琶
し
ゅ
酔
Φ
ヨ
o
o
缶
曾
毎
。
富
Φ
舜
戸
ぎ
く
Φ
巳
ユ
、
ド
　
き
い
§
か
ミ
慰

　
蓼
簿
O
ミ
ぎ
ミ
自
」
p
冤
b
ロ
回
回
も
■
ω
ω
N
．

⑫
　
景
§
譜
導
§
趣
譜
、
恥
ミ
ミ
b
目
ミ
§
騎
§
b
口
象
ミ
§
（
以
下
昆
り
p
竃
．

⑬
　
扇
b
d
b
．
一
①
■

⑳
卜
§
ぎ
轟
ミ
防
§
§
鍛
き
ミ
笥
9
ら
画
§
ミ
選
霜
寒
晒
貧
唱
．
罐
。
。
ふ
心
郵

⑳
、
螺
琴
①
舞
醒
g
お
窪
ヨ
箕
。
器
8
ω
ω
富
8
ω
Φ
信
。
8
ω
①
円
く
巴
8
①
臼
霞
①
ロ
。
ω
・

　
茸
⑦
日
信
巳
鋤
8
①
ヨ
ω
2
0
題
一
匹
犀
日
ぎ
冨
お
鎌
［
跨
Φ
日
。
霊
除
Φ
島
≦
色
Φ
α
q
－

　
鑓
傷
⑦
屋
グ
9
。
。
浄
2
9
魯
し
。
一
ω
o
「
象
巳
。
。
…
…
o
o
韓
田
帥
Φ
「
旨
ぼ
。
ω
¢
昌
α
q
碧
。
毎
ヨ
讐
Φ
－

　
囁
冨
自
象
Φ
象
ゆ
。
鋤
ユ
ご
ω
ω
巨
窃
．
、
甲
Ω
∪
し
。
＜
B
．
一
ま
・

⑳
劉
国
。
駿
日
豊
P
q
題
隷
ミ
婁
。
娼
恥
心
意
さ
鯉
寒
鼻
や
ω
①
．
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ

　
カ
ル
要
点
は
石
造
の
市
壁
建
設
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
様
々
な
特
権
を
与
え
、

　
自
分
の
利
益
を
放
棄
し
た
。
例
え
ば
、
コ
り
ー
ン
の
市
民
は
そ
の
た
め
に
す
べ
て

　
の
税
、
貢
納
、
関
税
を
四
年
間
免
除
さ
れ
た
。
目
貫
ミ
§
ご
ミ
ミ
§
還
ら
醤
§

　
魯
韓
。
貯
、
碧
b
d
暮
§
蝕
恥
ミ
ざ
鳶
§
馬
鐸
口
b
ω
Φ
O
．
聖
主
の
こ
の
よ
う
な
努
力
に

　
も
関
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
は
、
状
況
は
な
か
な
か
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の

　
た
め
、
市
壁
の
有
無
を
門
都
市
性
」
の
基
準
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ

　
る
の
で
あ
る
。

⑳
　
一
二
七
六
年
に
ヴ
イ
ー
ト
コ
フ
家
が
と
っ
た
行
動
（
修
道
院
や
教
会
、
都
市
に

　
対
す
る
襲
撃
や
略
奪
）
は
反
乱
行
為
と
み
な
さ
れ
、
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル

　
ニ
世
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
和
解
し
た
後
、
反
撃
に
転
じ
る
。
こ
の
と
き
ヴ
ィ
ー
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ト
コ
フ
家
と
行
動
を
共
に
し
た
フ
ラ
ヴ
イ
シ
ュ
家
は
処
罰
さ
れ
た
が
、
玉
は
「
強

　
大
な
軍
事
力
を
も
つ
ヴ
ィ
ー
ト
コ
フ
家
の
助
力
を
必
要
と
し
た
」
た
め
に
、
結
局

　
彼
ら
を
許
し
て
い
る
。
、
両
。
号
霞
影
p
o
≦
鐸
。
訟
傷
窃
。
β
ヨ
写
α
q
①
艮
四
面
緊
冨

　
ぎ
需
ε
切
日
旺
。
話
8
ω
6
。
①
崔
昌
偉
鎖
器
α
Q
ρ
…
…
一
身
8
区
ヨ
℃
9
Φ
お
×
駄
ヨ
貯
ヨ

　
8
毎
旨
髪
圏
一
一
〇
ご
巳
α
q
①
げ
鋤
酔
．
、
’
い
ミ
愚
書
匙
罫
鳳
ミ
芦
凝
題
導
コ
N
め
謎
貯
鴇
b
弓

　
H
H
も
．
。
。
O
卜
。
．
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
が
ヴ
ィ
ー
ト
コ
フ
家
の
処
罰
を
跨

　
躇
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
同
家
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
連
携
す
る
動
き
を
見

　
せ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

⑱
　
薩
摩
秀
登
「
中
世
チ
ェ
コ
王
国
に
お
け
る
国
王
都
市
の
地
位
一
裁
判
権
を
中

　
心
に
！
」
㎎
明
治
大
学
教
養
論
集
』
二
四
三
号
、
一
九
九
二
年
。
引
用
は
二
頁
。

⑳
　
　
「
チ
ェ
コ
大
公
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
の
後
見
入
で
あ
る
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
辺
境
伯

　
オ
ッ
ト
ー
は
、
プ
ラ
ハ
司
教
ト
ビ
ア
ー
シ
ュ
、
国
の
貴
族
、
騎
士
、
領
主
、
そ
れ

　
に
要
塞
化
し
た
都
市
の
市
民
と
共
に
、
ク
リ
ス
マ
ス
か
ら
新
年
に
か
け
て
会
合
を

　
も
っ
た
」
．
．
○
簿
P
ヨ
曽
。
ぼ
。
ω
惹
ヨ
夏
臨
Φ
器
グ
け
葺
自
≦
魯
。
㊦
。
。
臨
”
匹
¢
9
ω

　
じ
d
o
冨
ヨ
。
歪
β
ぎ
｛
顕
津
二
く
陣
3
8
簿
似
。
ヨ
ヨ
沖
簿
。
騨
2
ヨ
。
帥
ω
δ
常
ヨ
8
δ
評
巽
搾

　
8
鷺
。
程
ご
ヨ
2
ヨ
↓
8
匪
P
⑩
鳳
ω
o
o
冒
。
℃
窮
σ
q
の
器
却
Φ
け
目
げ
集
窪
ω
冨
畦
”
ρ

　
慧
一
三
σ
蕊
”
訂
δ
巳
げ
器
口
Φ
0
8
p
o
ぞ
ぴ
蕊
ヨ
旨
搾
異
ロ
ヨ
。
ぞ
留
9
ε
筥
．
ド
O
範
嫁
き

　
N
§
忘
讐
§
ミ
か
ミ
紺
9
寒
織
ミ
自
“
ぎ
隠
ヒ
u
H
H
も
．
。
。
器
‘

⑳
評
壁
匙
先
ミ
誤
詠
§
o
神
き
ミ
ぎ
醜
守
織
恥
貯
竃
藪
㍉
謬
菊
加
同
く
》
唱
．
二
ρ
＝
鱒
ヴ
ァ
ー

　
ツ
ラ
フ
三
慢
死
後
の
混
乱
期
、
プ
ラ
ハ
と
ク
ト
ナ
ー
・
ホ
ラ
市
民
の
一
部
は
主
導

　
的
地
位
に
あ
っ
た
有
力
貴
族
を
捕
え
、
国
内
で
～
定
の
地
位
を
手
に
入
れ
よ
う
と

　
図
っ
た
が
、
結
局
は
そ
れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。
b
ミ
§
錯
唱
b
脹
．

⑳
甥
ω
Φ
博
げ
計
N
葺
国
糞
漁
。
乙
虞
昌
α
q
山
費
9
げ
ヨ
ぎ
冨
ロ
ω
欝
獅
二
坤
。
算
①
障
這
冨
募

　
一
ミ
一
”
ぎ
b
鴨
、
守
袋
慧
ぎ
§
こ
凡
鷺
識
二
二
ミ
亀
こ
ミ
殴
《
魯
詠
き
§
誉
広
覧
σ
Q
ヨ
碧
一
お
Φ
詳

　
一
ミ
一
り
切
俳
同
同
も
’
禽
。
。
「

⑫
｝
■
閑
①
㌣
9
Φ
＜
鼠
m
ω
ω
呂
σ
q
鴇
Φ
。
匪
帥
。
冨
ω
け
亀
毎
α
q
縣
①
目
蜂
践
δ
信
巳
q
㊦
ω

　
ゆ
葺
α
q
ω
円
ぼ
き
ω
ぎ
げ
夢
該
ω
筈
Φ
づ
ω
冨
黒
垂
2
霞
Φ
日
誘
罵
畠
窪
》
ぎ
簿
訪
§
§
冶
、

　
Q
§
ミ
q
ミ
馬
鐸
恥
勲
§
駐
ミ
器
G
。
（
刈
り
Q
Q
心
）
ら
．
卜
。
ω
O
幽
Q
。
一
’

⑳
竃
㌘
甘
鼻
貯
巴
。
＜
ω
惹
ヨ
似
ω
3
p
唱
。
音
。
冨
霞
Φ
白
雪
『
○
叶
p
ζ
早
戸
ぎ

　
寒
舘
書
暮
。
ミ
簿
綬
（
一
㊤
0
刈
）
も
．
卜
⊃
。
。
ゐ
ρ

⑭
魯
憾
Φ
巳
隷
冨
鮎
ミ
ミ
な
8
N
§
§
℃
ミ
嚢
ぎ
鼻
唱
．
ら
。
刈
圃
．

三
、
君
主
の
領
域
支
配
と
都
市

　
～
三
世
紀
の
君
主
、
と
り
わ
け
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
車
町
ル
工
世
が
都
市

建
設
に
積
極
的
で
あ
っ
た
理
由
は
、
都
市
を
崩
壊
し
た
城
塞
管
区
の
代
替
物

と
し
て
考
え
て
い
た
た
め
と
書
わ
れ
て
き
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
都
市
が
統

治
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

従
来
の
研
究
で
は
そ
う
い
っ
た
点
の
指
摘
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。　

前
章
で
紹
介
し
た
ポ
リ
チ
カ
は
、
設
立
に
当
た
っ
て
市
域
の
周
辺
一
マ
イ

ル
以
内
の
土
地
八
○
○
フ
ー
フ
ェ
の
う
ち
、
五
〇
フ
ー
フ
ェ
の
所
有
を
認
め

　
　
①

ら
れ
た
。
そ
し
て
、
都
市
代
宮
・
裁
判
官
職
の
世
襲
を
承
認
さ
れ
て
い
る
植

民
請
負
人
コ
ン
ラ
ー
ト
は
、
周
辺
～
マ
イ
ル
以
内
で
飲
み
屋
を
独
占
的
に
経

営
す
る
権
利
を
得
て
い
る
。
こ
こ
に
、
当
該
都
市
域
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い

経
済
的
な
単
位
の
創
出
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
周
辺
農
村
で

起
こ
っ
た
犯
罪
の
う
ち
流
血
裁
判
と
な
る
も
の
は
コ
ン
ラ
ー
ト
に
託
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
周
辺
領
域
は
経
済
的
に
も
法
的
に
も
新
た
に
建
設
さ
れ
た
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都
市
に
結
び
付
け
ら
れ
た
と
琶
え
る
。
も
ち
ろ
ん
都
市
は
ラ
ン
ト
裁
判
、
地

方
裁
判
か
ら
法
的
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。

　
ジ
ェ
ム
リ
チ
カ
は
、
こ
れ
が
都
市
建
設
に
伴
い
計
画
的
に
構
築
さ
れ
た
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

政
区
く
節
げ
臨
爵
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
植

民
活
動
と
共
に
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
か
ら
東
方
へ
も
た
ら
さ
れ
、
ラ
ウ
ジ
、

ッ
ツ
と
シ
レ
ジ
ア
で
は
次
の
よ
う
な
意
味
を
獲
得
し
た
。
す
な
わ
ち
、
都
市

法
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
都
市
に
法
、
裁
判
、
文
化
、
経
済
の
面
で
緊
密
に
結

び
つ
い
た
周
辺
村
落
と
都
市
か
ら
成
る
行
政
区
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
し

か
し
彼
は
、
植
民
活
動
に
関
わ
る
小
作
法
よ
り
も
こ
の
ス
ラ
ヴ
的
慣
習
に
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
区
域
の
起
源
を
求
め
る
バ
カ
ラ
の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ム
リ
チ

カ
は
、
後
述
す
る
強
制
交
換
権
の
研
究
に
お
い
て
く
節
劇
匡
p
に
言
及
し
て

お
り
、
そ
れ
以
上
議
論
を
展
開
さ
せ
て
い
な
い
が
、
本
章
の
目
的
に
と
っ
て

彼
の
示
唆
は
非
常
に
有
益
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
都
市
を
中
心
と
し
た

法
的
・
経
済
的
な
区
域
が
有
効
に
機
能
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
都
市
は
国
王

に
と
っ
て
、
単
な
る
収
入
源
や
防
衛
拠
点
で
あ
る
以
上
に
、
領
域
支
配
の
中

心
地
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
ま
さ
に
こ
の
区
域
こ
そ
が
崩
壊
し
た
城

塞
管
区
に
代
わ
る
新
た
な
支
配
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

　
他
に
も
ケ
イ
シ
ュ
が
都
市
の
設
立
状
況
を
分
析
し
た
著
書
の
中
で
、
都
市

が
設
立
さ
れ
る
際
に
、
或
い
は
そ
の
後
ま
も
な
く
君
主
が
周
辺
農
村
を
贈
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

す
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
ウ
ニ
チ
ョ
フ
は
、
＝
三
三
年
の
設

立
文
書
に
お
い
て
は
い
か
な
る
村
に
対
す
る
記
述
も
認
め
ら
れ
な
い
が
、
代

が
替
わ
っ
た
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
一
量
時
代
の
＝
一
三
四
年
の
文
書
に
は
ス
ト
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

エ
リ
ツ
ェ
村
の
名
が
登
場
す
る
。
た
だ
し
法
制
史
家
で
あ
る
ケ
イ
シ
ュ
は
、

都
書
法
を
享
受
で
き
る
身
分
や
適
用
さ
れ
る
領
域
な
ど
に
関
心
が
あ
り
、
君

主
の
領
域
支
配
政
策
と
関
連
付
け
た
叙
述
は
行
っ
て
い
な
い
。
設
立
時
に
為

さ
れ
る
所
領
寄
進
は
植
民
都
市
の
場
合
に
は
珍
し
い
こ
と
と
は
言
え
ず
、
こ

う
い
つ
た
都
市
と
周
辺
農
村
の
結
合
に
つ
い
て
は
社
会
経
済
史
か
ら
の
研
究

も
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
チ
ェ
コ
に
お
い
て
は
、
都
市
を
中
心
と
し
て
領
域

支
配
を
貫
徹
す
る
た
め
の
君
主
の
政
策
で
あ
る
と
い
う
視
点
は
見
過
ご
さ
れ

て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
国
王
が
都
市
に
周
辺
農
村
を
付
属
さ
せ
た
例
を
も
う
二
つ
見
て
み
よ
う
。

明
確
な
設
立
文
書
の
残
っ
て
い
な
い
ブ
ジ
ェ
ヨ
ヴ
ィ
ツ
ェ
は
、
そ
の
た
め
に

都
市
と
周
辺
領
域
が
ど
の
よ
う
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、
建
設
時
の

様
子
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
チ
ェ
フ
ラ
に
よ
れ
ば
、
設
立
時
に
こ
の
都

市
に
は
経
済
的
後
背
地
と
な
る
よ
う
な
周
辺
農
村
が
属
し
て
お
ら
ず
、
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
っ
て
も
状
況
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
変
化
が
見
ら
れ
る
の
は
七
〇

年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
一
二
七
三
年
、
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ

山
鼠
ル
一
一
世
は
ヴ
ィ
シ
ー
・
プ
ロ
ト
修
道
院
と
所
領
交
換
を
行
い
、
ス
ト
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ド
ニ
ツ
ェ
、
プ
ラ
フ
、
マ
ル
シ
ツ
ェ
、
ザ
ー
ボ
シ
ー
を
手
に
入
れ
た
。
市
場
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を
備
え
た
こ
れ
ら
の
村
が
都
市
に
付
属
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
＝
蒐
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
百
世
が
発
給
し
た
文
書
で
確
認
で
き
る
。
＝
二
八
四
年
の

税
記
録
簿
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
ブ
ジ
ェ
ヨ
ヴ
イ
ツ
ェ
は
一
二
の
農
村
、
領
地

管
理
所
を
含
む
領
域
を
形
成
し
て
い
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
～
四
世
紀
以

降
に
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
王
と
い
え
ど
も
、
ヴ
イ
ー
ト
コ
フ
家
の
勢

力
が
強
い
こ
の
地
域
で
都
市
に
所
領
を
急
激
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で

あ
り
、
し
か
し
困
難
な
状
況
下
で
も
努
力
し
続
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。　

～
方
ベ
ズ
ジ
ェ
ス
は
、
そ
の
立
地
の
経
済
的
な
意
義
は
き
わ
め
て
小
さ
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

戦
略
的
に
重
要
な
王
城
の
ふ
も
と
に
建
設
さ
れ
た
。
こ
こ
は
ヴ
イ
ー
ト
コ
フ

家
に
匹
敵
す
る
有
力
貴
族
ロ
ノ
ブ
家
が
北
西
か
ら
、
マ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
家
が

北
か
ら
進
出
し
て
き
て
い
る
地
域
で
あ
り
、
そ
れ
を
抑
制
す
る
た
め
に
新
た

に
王
城
が
設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
｝
二
六
四
年
に
ベ
ズ
ジ
ェ
ス

城
が
建
設
さ
れ
る
と
、
お
そ
ら
く
同
時
に
創
設
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
ド
ク
ス

イ
に
一
〇
〇
フ
ー
フ
ェ
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
ド
ク
ス
ィ
と
城
の
ふ
も
と
の

べ
ズ
ジ
ェ
ス
、
さ
ら
に
ク
シ
ヴ
ォ
デ
ィ
が
王
城
を
囲
み
、
そ
れ
ら
を
中
心
に

王
領
地
の
集
申
が
図
ら
れ
、
幾
つ
か
の
農
村
が
都
市
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い

る
。
ド
ク
ス
ィ
以
外
の
都
市
の
設
立
時
の
土
地
所
有
、
或
い
は
法
的
・
行
政

的
執
行
範
囲
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
経
済
的
条
件
か
ら
、
三
都
市

は
い
ず
れ
も
チ
ェ
コ
史
で
は
小
都
市
と
呼
ば
れ
る
規
模
の
も
の
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
三
つ
合
わ
せ
て
一
つ
の
経
済
圏
が
構
想
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
都
市
の
設
立
に
当
た
っ
て
国
王
は
周
辺
農
村
を
結
合
さ

せ
て
い
た
が
、
都
市
自
体
を
建
設
す
る
土
地
に
加
え
、
そ
れ
ら
の
所
領
を
ど

の
よ
う
に
準
備
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
王
と
い
え
ど
も
無
限
に
土
地

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
が
強
制

　
　
　
　
　
⑳

交
換
権
で
あ
る
。
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
家
の
諸
国
王
は
、
都
市
建
設
に
必
要
な
土

地
を
、
と
く
に
修
道
院
か
ら
強
制
的
に
没
収
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
自
分
が
設
立
し
た
教
会
所
領
に
対
す
る
自
由
な
処
分
権
か
ら
敷
術

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
雲
譲
ル
ニ
世
は
こ
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

利
を
貴
族
の
所
領
に
対
し
て
も
適
用
し
、
彼
ら
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
た
。

彼
は
強
引
と
も
言
え
る
積
極
性
で
都
市
建
設
を
推
し
進
め
た
が
、
そ
れ
も
都

市
を
領
域
支
配
の
要
と
し
て
認
識
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
ヴ

ァ
ー
ツ
ラ
フ
世
世
は
父
の
失
敗
を
教
訓
と
し
て
王
事
と
｝
般
所
領
の
区
別
を

行
っ
た
が
、
こ
の
強
制
交
換
に
関
し
て
も
父
の
代
ま
で
遡
っ
て
賠
償
し
て
い

る
。
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
一
一
世
は
自
身
で
都
市
建
設
を
推
進
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
父
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
ニ
世
の
都
市
政
策
を
修
正
・
補
完
し

て
い
た
と
言
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
君
主
も
領
主
の
一
人
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
大
所
領
を

形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
有
力
貴
族
の
領
域
支
配
政
策
を
も
射
程
に
捉
え
る
必
要

が
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
帝
国
－
領
邦
と
い
う
図
式
と
平
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⑫

行
ず
る
現
象
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
王
都
市
に
規
模
の
上
で
匹
敵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

す
る
非
国
王
都
市
は
意
外
に
も
少
な
い
。

　
そ
の
数
少
な
い
例
の
一
つ
が
ク
ル
ム
ロ
フ
で
あ
る
。
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ

華
甲
ル
一
…
世
が
ブ
ジ
ェ
ヨ
ヴ
ィ
ツ
ェ
を
築
い
て
対
貴
族
の
襖
と
し
た
と
き
、

そ
の
標
的
と
な
っ
て
い
た
と
欝
わ
れ
て
い
る
の
は
ヴ
イ
ー
ト
コ
フ
家
で
あ
っ

た
。
同
家
は
ク
ル
ム
ロ
フ
、
ロ
ジ
ュ
ン
ベ
ル
ク
や
イ
ン
ジ
フ
ー
フ
・
フ
ラ
デ

ツ
、
ト
ゥ
シ
ェ
ボ
ニ
ユ
な
ど
の
拠
点
に
加
え
（
い
ず
れ
も
後
に
都
市
に
昇
格

し
て
い
る
）
、
ヴ
イ
シ
ー
・
プ
ロ
ト
修
道
院
を
家
門
修
道
院
と
し
て
建
設
し

て
い
る
。
ク
ル
ム
ロ
フ
が
い
つ
都
市
と
し
て
の
昇
格
を
果
た
し
た
の
か
は
不

　
　
⑭

明
だ
が
、
中
世
後
期
に
は
こ
う
い
つ
た
チ
ェ
コ
南
部
に
広
が
る
ヴ
ィ
ー
ト
コ

フ
家
領
の
中
心
地
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
本
稿
が

考
察
対
象
と
す
る
＝
二
世
紀
に
は
、
ヴ
ィ
ー
ト
コ
フ
家
は
家
門
修
道
院
へ
の

寄
進
を
活
発
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
み
で
、
む
し
ろ
修
道
院

を
中
心
と
し
た
一
円
的
領
域
支
配
の
形
成
に
腐
心
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

⑮る
。
所
領
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
城
塞
を
都
市
と
し
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
に

彼
ら
が
本
腰
を
入
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
お
そ
ら
く
　
四
世
紀
以
降
の
こ

　
　
　
　
⑯

と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
最
大
貴
族
家
門
で
あ
る
ヴ
ィ
ー
ト
コ
フ
家
と
所
領

の
中
心
都
市
ク
ル
ム
ロ
フ
の
関
係
を
眺
め
て
み
る
と
、
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ

タ
カ
ル
ニ
世
の
政
策
と
の
相
違
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
こ
れ
は
ヴ
イ
ー
ト
コ

フ
家
に
限
ら
ず
、
他
の
有
力
家
門
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
に
は
以
下
の
よ
う
な
事
情
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
領
主
の
教
会
私
有
権
が
大
幅
に
認
め
ら
れ
て
い
た
チ
ェ
コ
で
は
、

修
道
院
が
所
領
の
集
中
経
営
の
核
と
な
り
や
す
か
っ
た
の
に
対
し
、
都
市
を

め
ぐ
る
権
利
は
国
王
レ
ガ
リ
ア
に
属
す
と
み
な
さ
れ
、
貴
族
の
自
由
に
で
き

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
王
権
の
統
治
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
も
う

一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ト
ゥ
シ
ェ
シ
ュ
チ
ー
ク
は
、
宮
職
保
有
者
が
王

権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
逸
脱
し
始
め
た
こ
と
を
受
け
て
、
君
主
が
王
領
の
統

治
を
彼
ら
の
権
力
外
に
あ
る
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
都
市
民
と
植
民
者
に
頼
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

こ
と
を
選
択
し
た
と
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
は
や
ナ
ー
ク
と
フ
レ
ジ
ー
コ
ヴ

ァ
ー
が
著
し
た
「
一
九
四
五
年
ま
で
の
チ
ェ
コ
諸
邦
行
政
史
」
に
お
い
て
も

　
　
　
　
　
　
⑱

触
れ
ら
れ
て
い
る
。
＝
二
世
紀
初
頭
に
君
主
は
貴
族
と
聖
職
者
身
分
に
特
権

的
地
位
を
認
め
た
が
、
理
論
的
に
い
う
と
都
市
民
は
す
べ
て
従
属
民
で
あ
り

な
が
ら
、
一
方
で
王
に
の
み
従
属
す
る
自
由
身
分
と
も
理
解
で
き
る
。
役
人

層
の
自
立
化
と
い
う
事
態
に
対
応
し
て
、
君
主
が
支
配
行
政
を
行
う
た
め
の

人
材
を
別
の
ル
ー
ト
に
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
君
主
と
の
直
接
的
な

関
係
性
の
ゆ
え
に
植
民
請
負
人
と
都
市
民
が
新
た
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
①
漬
く
B
’
醤
N
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②
旨
睡
邑
籏
蜀
、
、
℃
鉱
く
。
遷
8
募
ω
等
質
．
忌
鑓
巴
畔
塗
n
三
国
。
愚
押
旨
げ

　
葺
傍
戸
写
O
題
陰
登
晒
愚
跨
ミ
笥
。
識
ら
電
り
①
（
6
り
Q
。
ン
O
ひ
N
甲
㎝
も
。
広
く
蔚
甑
箆
餌
の
語

　
源
は
≦
自
門
σ
ま
に
由
来
す
る
。
≦
㊦
写
冨
ま
に
関
し
て
は
、
服
部
良
久
「
ド

　
イ
ツ
中
世
都
市
研
究
の
現
状
と
課
題
」
『
歴
史
評
論
』
三
二
六
号
、
一
九
七
七
年
、

　
九
ニ
ー
九
六
頁
参
照
。

③
も
と
も
と
ス
ラ
ヴ
人
地
域
に
は
、
ド
イ
ツ
人
の
植
民
活
動
以
前
か
ら
囲
い
込
み

　
区
a
Φ
N
F
o
蹄
。
臥
ε
ω
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
経
済
的
単
位
が
存
在
し
て
い
た
。
ボ

　
ハ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
ひ
撤
注
と
は
馬
で
周
れ
る
範
囲
を
境
界
と
す
る
古
い
ス
ラ
ヴ

　
の
法
に
よ
る
区
域
で
あ
り
、
経
済
的
単
位
と
し
て
み
な
さ
れ
、
所
領
の
基
本
単
位

　
と
な
っ
て
い
た
◎
N
．
じ
d
o
プ
漂
▼
d
智
N
音
節
い
げ
9
団
L
ロ
§
鷺
ミ
寒
露
§
慧
亀
誌

　
（
一
〇
課
Y
同
様
の
慣
習
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
も
確
認
で
き
る
。
井
内
敏
夫
「
初
期
中

　
世
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
家
・
社
会
構
造
i
公
の
権
利
体
制
1
の
研
究
」
（
平
成

　
十
～
年
度
～
平
成
十
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
）
、
二
〇
〇

　
三
年
、
第
五
章
参
照
。
〈
節
窪
号
は
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
で
も
多
く
確
認
で
き
る
が
、
ジ

　
ェ
ム
リ
チ
カ
は
こ
れ
を
、
小
作
法
と
の
関
連
で
璽
接
シ
レ
ジ
ア
か
ら
導
入
さ
れ
た

　
も
の
と
は
み
な
さ
ず
、
国
内
に
古
い
起
源
を
持
つ
丘
㊦
注
と
の
つ
な
が
り
を
重
視

　
し
て
い
る
。
』
．
N
①
ヨ
嵩
穿
♪
o
や
。
圃
梓
．
も
■
㎝
b
。
G
。
．
バ
カ
ラ
自
身
の
研
究
は
、
旨
し
ご
艶
p
－

　
昼
囚
。
猷
N
8
ざ
馨
写
巳
畠
8
訟
冨
鼠
く
一
〇
ぎ
毒
昆
。
ゲ
箏
似
ω
8
0
ず
0
9
〈
ω
犀
伽
鷺
9

　
＜
ぎ
。
帥
P
ぎ
O
題
魯
蔚
晦
貯
窃
隷
隷
。
ミ
護
舞
悉
忌
し
ロ
ー
e
§
ミ
偽
8
ミ
隷
卜
。
悼
（
お
刈
G
Q
）
甲

　
C
時
q
巳
Φ
自
㊦
雌
α
q
臥
ω
ω
Φ
＜
o
ロ
伍
田
≦
蝕
。
げ
甑
煙
く
Φ
駄
器
ω
毒
α
q
ぎ
師
①
p
旨
餌
聞
冨
。
滞
p

　
Q
o
窮
勲
鶏
住
霧
雪
四
α
q
傷
Φ
げ
霞
σ
Q
Φ
門
¢
巳
じ
8
げ
ω
o
ま
訂
霞
囲
①
o
毎
①
ρ
ぼ
国
§
§
登
－

　
§
§
§
b
。
（
一
直
①
y
図
巳
。
器
ヨ
依
ω
房
譲
ぎ
｛
。
冨
巴
。
訂
α
a
o
＝
鼓
5
ぎ
ぎ
§

　
誌
8
蔦
§
b
u
o
隷
ミ
駄
ミ
一
（
一
Φ
刈
り
）
■
が
あ
る
。

④
｝
■
〆
①
㌣
藩
鳩
轟
ミ
勢
跨
隷
ぎ
酸
瀞
§
ご
尊
書
S
趣
§
§
も
■
δ
県
瓢
O
．
彼
は
続

　
け
て
乏
魚
畠
ぼ
翫
へ
と
筆
を
運
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
人
植
民
と
の
関

　
連
で
こ
の
特
別
な
区
域
創
設
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

　
こ
れ
を
経
済
の
み
な
ら
ず
行
政
・
法
の
面
で
も
一
体
性
を
持
つ
単
位
と
み
な
し
て

　
い
る
こ
と
で
は
、
ジ
ェ
ム
り
チ
カ
と
変
わ
り
な
い
。

⑤
Q
昆
臼
も
．
蕊
．

⑥
い
O
Φ
。
言
昼
℃
。
α
讐
ご
ξ
鋤
一
。
く
ω
窓
ぎ
幕
。
。
3
0
⑦
ω
ξ
畠
ゆ
郁
最
」
。
≦
。
も
．
①
P

⑦
乏
く
甲
P
①
O
ω
■
代
わ
り
に
修
道
院
が
受
け
取
っ
た
村
々
は
、
実
は
ヴ
ィ
ー
ト

　
コ
フ
家
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
で
あ
る
ス
ヴ
ァ
ト
ミ
ー
ル
が
保
有
し
て
い
た
が
、

　
王
は
彼
か
ら
事
実
上
没
収
し
た
。

⑧
墓
b
．
蜀

⑨
王
領
地
と
し
て
の
べ
ズ
ジ
ェ
ス
に
関
し
て
は
、
旨
．
謄
写
隷
犀
P
じ
d
魯
最
N
ω
ぎ
－

　
．
麟
H
巴
。
く
し
。
ま
欝
①
昇
騰
、
℃
環
Φ
奪
《
ω
一
書
O
欝
ξ
鎚
國
H
こ
一
μ
翁
ぎ
肋
ご
竃
謹
壱
登
恥
§
酔

　
ミ
動
§
計
謀
卜
o
Q
◎
（
一
①
c
。
O
）
．
を
、
ベ
ズ
ジ
ェ
ス
が
単
独
の
都
市
と
し
て
は
成
り
立
た

　
な
か
っ
た
事
情
に
関
し
て
は
、
回
N
Φ
邑
隷
搾
斜
陽
Φ
巴
簸
①
鼠
日
似
卑
ω
憲
N
巴
。
瀞
駄

　
く
α
。
。
ま
警
く
①
一
ω
．
。
。
［
o
一
①
賦
も
．
α
浩
蕩
．
を
参
照
。

⑩
こ
の
権
利
に
関
し
て
は
、
旨
悼
Φ
巨
猿
脚
P
．
践
み
く
。
匿
8
融
ω
ヨ
曾
晩
、
冨
慧
写

　
蘇
象
該
ω
藩
餌
。
巌
嫁
畠
ヨ
似
ω
齢
■
を
参
照
。

⑪
　
一
般
に
、
ブ
ジ
ェ
ヨ
ヴ
イ
ツ
ェ
建
設
に
当
た
っ
て
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル

　
口
業
は
有
力
貴
族
チ
ェ
ー
チ
か
ら
土
地
を
没
収
し
た
と
さ
れ
る
が
、
チ
ェ
フ
ラ
は

　
こ
れ
を
否
定
す
る
。
り
α
③
畠
窺
P
℃
o
簿
爵
団
ζ
い
一
〇
あ
ま
ぎ
ヨ
似
ω
鼠
α
㊦
ω
ξ
o
ゲ

　
じ
d
巳
魯
。
く
一
。
も
■
①
㍗
①
N
■
し
か
し
、
註
⑦
で
触
れ
た
ス
ヴ
ァ
ト
・
、
・
ー
ル
の
土
地
に

　
関
し
て
は
明
ら
か
に
没
収
し
て
い
る
。

⑫
ド
イ
ツ
に
お
け
る
窪
窪
権
力
と
都
市
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
服
部
良
久
「
ド
イ

　
ツ
中
世
都
市
研
究
の
現
状
と
課
題
扁
、
八
五
一
八
七
頁
を
参
照
。

⑬
中
世
に
非
国
王
都
市
で
中
規
模
国
王
都
市
程
度
の
人
口
（
約
二
千
人
）
を
擁
し

　
て
い
た
の
は
、
ク
ル
ム
ロ
フ
と
司
教
都
市
リ
ト
ミ
シ
ュ
ル
の
み
で
あ
っ
た
。

⑭
＝
二
世
紀
半
ば
に
バ
イ
エ
ル
ン
や
オ
…
ス
ト
リ
ア
か
ら
の
植
亜
属
が
ヴ
ル
タ
ヴ

　
ァ
右
岸
に
定
住
し
、
～
二
七
四
年
に
は
対
岸
に
新
た
な
共
同
体
が
成
立
し
た
。
二

　
つ
の
集
落
は
一
三
四
七
年
に
架
け
ら
れ
た
橋
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
、
周
辺
の

　
領
地
管
理
所
や
村
落
が
単
一
の
都
市
に
統
合
さ
れ
た
。
卜
§
浮
§
詠
ミ
。
ミ
電
S
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ミ
ミ
9
鼻
罫
ミ
遷
蹟
恥
四
竃
ぎ
Ψ
℃
「
昌
斜
邸
O
O
一
も
袖
。
。
・
都
市
と
し
て
の
昇
格
は
、

　
お
そ
ら
く
一
三
世
紀
末
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

⑮
設
立
直
後
の
ヴ
ィ
シ
ー
・
プ
ロ
ト
修
道
院
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
i
ト
コ
フ
家
は
毎

　
年
の
よ
う
に
寄
進
を
行
っ
て
お
り
、
設
立
に
関
わ
っ
た
一
族
の
も
の
が
代
替
わ
り

　
し
て
も
続
い
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
ヴ
ィ
ー
ト
コ
フ
一
門
の
ロ
ジ
ュ
ン
ベ
ル
ク
家

　
が
発
給
し
て
い
る
文
書
の
ほ
と
ん
ど
は
ヴ
イ
シ
ー
・
プ
ロ
ト
修
道
院
絡
み
で
あ
る
。

⑯
ロ
ジ
ュ
ン
ベ
ル
ク
家
は
、
一
四
世
紀
後
半
か
ら
自
領
の
都
市
に
U
蕊
お
σ
q
卿
薮

　
を
与
え
始
め
る
。
こ
れ
は
国
王
の
許
可
を
得
た
も
の
で
は
な
く
、
内
容
も
「
国
王

　
都
市
が
享
受
し
て
い
る
権
利
」
と
い
う
程
度
の
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
ス
は

　
こ
れ
を
、
王
領
に
匹
敵
す
る
領
域
支
配
を
構
築
す
る
こ
と
へ
の
ロ
ジ
ュ
ン
ベ
ル
ク

　
家
の
野
心
の
発
露
と
み
な
し
て
い
る
。
〉
．
出
舞
煽
。
冒
○
酔
舞
ぽ
α
Φ
融
目
で
鼠
く
β

　
ζ
踏
。
＜
。
・
ま
ヨ
δ
臓
ヨ
げ
2
。
・
ξ
o
げ
日
傍
叶
p
ヨ
似
。
。
帯
α
①
ぎ
写
嵩
ぎ
畠
妬
電
尋
。
ミ
簿
期
蹄
・

　
ミ
識
ら
電
撃
Ω
①
（
回
O
α
刈
ア
ワ
刈
ω
．
こ
こ
に
は
同
時
に
、
ロ
ジ
ュ
ン
ベ
ル
ク
家
領
の
都
市

　
が
よ
う
や
く
国
王
都
市
に
匹
敵
す
る
発
展
を
遂
げ
始
め
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

⑰
U
．
↓
譲
鼻
㌔
δ
騒
超
α
Φ
。
。
犀
Φ
巷
。
冨
α
8
ω
菖
く
巴
G
。
・
し
。
§
亀
も
マ
窓
①
’

⑱
旨
冒
μ
葬
卿
N
．
田
津
騨
。
く
鈍
b
§
急
落
ミ
選
q
駐
書
き
茂
§
§
§
こ
ぎ

　
二
二
も
．
鱒
ω
ω
－
8
野

お
　
わ
　
り
　
に

　
最
後
に
本
稿
で
の
検
討
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
結
果
を
整
理
し
て
お
く
。
二

章
で
は
個
別
の
都
市
成
立
状
況
を
取
り
上
げ
て
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル

ニ
世
の
都
市
政
策
の
意
図
を
探
っ
た
。
そ
の
結
果
、
従
来
は
対
貴
族
と
い
う

側
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
政
治
的
支
え
、
或
い
は
軍
事
的
な
拠
点
と
し

て
は
明
ら
か
に
力
不
足
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
の
分
野
で
は
、

都
市
は
む
し
ろ
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
ニ
世
時
代
に
よ
り
大
き
く
成
長
し
た
と
言
え

る
。
特
に
石
造
り
の
市
壁
を
備
え
る
に
至
っ
た
こ
と
は
大
貴
族
の
反
乱
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

す
る
防
衛
拠
点
と
し
て
の
役
割
も
可
能
に
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
国
王
の

政
策
と
共
に
都
市
の
経
済
力
の
上
昇
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
経
済
力
こ
そ
が
最
も
期
待
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
貨
幣

経
済
の
浸
透
も
与
っ
て
、
彼
の
治
世
に
国
王
金
庫
の
収
入
源
と
し
て
の
重
要

度
が
増
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
彼
が
都
市
の
経
済
的
発
展
を
促

進
す
る
た
め
の
様
々
な
特
権
、
保
護
を
与
え
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
な
分
類
の
外
側
に
都
市
の
重
要
な
役
割
が
も
う
一

つ
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
王
領
支
配
に
お
け
る
役
割
で
あ
る
。
幾
つ
か
の

事
例
か
ら
都
市
と
周
辺
農
村
を
結
び
つ
け
る
試
み
の
存
在
を
確
認
で
き
た
が
、

こ
う
し
て
成
立
し
た
領
域
は
法
的
・
行
政
的
一
体
性
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
ま
で
漢
然
と
言
わ
れ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
、
崩
壊
し
た
城
塞
管

区
に
代
わ
る
都
市
を
申
心
と
し
た
王
領
の
実
効
的
な
支
配
シ
ス
テ
ム
と
は
、

新
た
に
設
け
ら
れ
た
こ
の
行
政
区
域
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
プ
シ

ェ
ミ
ス
ル
・
オ
タ
カ
ル
貸
与
に
か
ぎ
ら
ず
、
一
三
世
紀
の
チ
ェ
コ
の
君
主
は

一
貫
し
て
都
市
に
周
辺
農
村
を
結
合
さ
せ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
都
市
が
独

自
の
法
的
領
域
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
周
辺
領
主
や
自
立

化
し
た
役
人
の
干
渉
を
排
除
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
都
市
を
め

104 （390）



一三世紀チェコ王権の政策における都市の役割（藤井）

ぐ
る
権
利
の
多
く
は
国
王
レ
ガ
リ
ア
に
属
し
て
お
り
、
ま
た
身
分
上
都
市
民

は
国
王
に
直
属
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
有
力
貴
族
は
国
王
の
都
市
政
策
を

容
易
に
追
随
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
苛
立
ち
が
都
市
へ
の
攻
撃
と
い
う

形
で
表
れ
た
と
言
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
従
来
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
王
領
支
配
の
核
と
し
て
の
都

市
の
重
要
性
を
、
周
辺
農
村
を
含
め
た
行
政
区
域
の
創
設
か
ら
指
摘
し
得
た
。

と
は
い
え
、
都
市
が
設
立
さ
れ
た
当
時
の
様
子
は
た
い
て
い
の
場
合
は
わ
か

ら
ず
、
今
回
は
あ
く
ま
で
可
能
性
の
域
を
越
え
て
い
な
い
。
都
市
と
農
村
の

結
合
に
よ
る
行
政
区
が
　
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
政
策
的
意

図
の
下
に
創
設
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
か
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
実
際
に
機
能

し
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
具
体
的
な
様
相
を
詳
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
に
は
史
料
が
増
え
始
め
る
一
四
世
紀
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
本
稿
の
目
的
は
＝
二
世
紀
の
王
権
の
意
図
を
探
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ

の
作
業
に
関
し
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

①
も
ち
ろ
ん
市
民
た
ち
は
市
壁
の
外
側
へ
打
っ
て
出
る
軍
事
力
は
持
っ
て
お
ら
ず
、

　
そ
の
意
味
で
は
、
決
定
的
な
瞬
間
に
王
を
政
治
的
に
も
軍
事
的
に
も
援
助
で
き
な

　
か
っ
た
。
旨
N
Φ
巨
陣
穿
P
恥
ミ
鴨
駄
慧
恥
沁
§
慧
碧
嚢
ご
妃
騒
も
．
卜
。
肥
壺
卜
。
c
。
O
■
フ
ィ

　
ア
ラ
は
、
国
王
都
市
は
貴
族
の
抵
抗
に
対
す
る
軍
事
的
、
政
治
的
支
え
に
ふ
さ
わ

　
し
い
存
在
に
成
長
し
た
と
み
な
し
て
い
る
が
、
二
章
で
の
考
察
結
果
か
ら
、
フ
ィ

　
ア
ラ
の
説
に
同
意
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
N
．
三
巴
P
譲
ミ
覧
ご
墓
隷

　
9
ら
婁
や
δ
Q
。
’

門
本
稿
は
平
成
十
六
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励

費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
～
部
で
あ
る
。
】

　
　
　
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
　
京
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Empire，　especially　the　cultures　of　Asia　Minor，　have　been　interpreted　by　earlier

scholars．　Since　A．　Furtwtingler’s　study　at　the　tum　of　the　last　century　（1900），

those　cu｝tures　have　been　understood　in　terms　of　a　“Gyaeco－Persian”　rubric；　that

is，　of　the　contrast　between　Greek　and　Persiar｝　elements，　in　which　the　triumph　of

the　Greel〈　elements　over　the　Persian　ones　was　inherent．

　　However，　C．　G．　Starr　（1976；　1977）　opposed　this　view．　He　focused　his　attention

on　the　cultural　interac£ion　between　the　indigenous　and　Greek　populations　with　the

Persians　in　Asia　Minor．　Behnd　this　shilit　was　a　chaRge　in　the　historical　irnage　of

the　Achaemenid　Empire．　Since　Starr’s　study，　scholars　have　been　moye　ready　to

interpret　cultures　in　Asia　Minor　as　acculturation，　i．e．　the　interaction，　reception　and

reaction　arnong　native，　Greel〈　and　Persian　elements．

　　In　the　second　section，　1　focus　on　Lydia　and　consider　which　cultures　the

residents　practiced　based　chiefly　on　ar｝alyses　of　inscriptions　excavated　in　Lydia．　ln

this　section，　my　main　theme　is　to　examine　whether　it　is　possible　to　understand

those　cultures　accordirig　to　the　acculturation　theory．　On　the　basis　of　these

anaiyses，　1　conclude　that　it　is　very　ctifficult　to　distinguish　which　elements　are

native，　Greek　or　Persian．

　　Conside血g　the　previous　analyses，　I　point　out　that　all　cultures　in　Asia　Minor

were　hybrid　and　that　any　“pure”　Greek　or　Persian　culture　is　a　mere　fiction．　ln

addition，　1　make　two　proposals；　furstly，　cultures　in　Asia　Minor　should　be　studied

from　the　premise　that　there　were　no　“pure”　Greek，　Persian　or　native　cultures，

and，　secondly，　that　it　is　more　important　to　research　cultures　as　fluid　processes，

not　in　terms　of　their　roots　but　in　terms　of　routes．

The　Role　of　the　City　in　Royal　Policy　in　the　Czech　Kingdom　during　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13th　Century

by

FUJII　Masao

　　It　has　been　argued　that　in　reaction　to　the　rise　aRd　independence　of　the

aristocracy　in　the　13th　century，　the　Czech　monarchy　chose　the　cities　as　poijtical

partners．　Nevertheless，　although　historians　concur　about　the　importance　of　the
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cities　in　the　reconstitution　of　the　monarchy　in　this　period，　they　simply　offer　empty

generalizations　without　concrete　examples　that　would　demonstrate　how　cities

might　have　contributed　to　the　policies　of　the　monarchy．　1　examine　in　this　paper

cjty　charters　pi　imai　ily　from　the　period　of　Pr6emysl　Otakar　II　to　see　what　was

required　by　the　monarchy　in　the　fields　of　economics，　military　and　politics　and　how

the　cities　responded．　As　a　result　of　this　study，　it　has　become　clear　that　the

monarchy，　as　anljcipated，　expected　first　of　aH　an　econorrtic　contribution　fiAom　the

cities，　that　the　cities　did　not　function　as　defensive　fortresses　unhl　after　the　late

　　th　century，　and　that　the　monarchy　had　probably　not　wanted　the　cities　to　assume

the　role　of　political　actors．　Additionally，　1　consider　the　role　of　cities　as　p－ars　of

support　for　moRarchical　rule　as　one　reasoR　that　rnonarchs　aggressively　promoted

their　construction　in　place　of　the　crumbling　traditional　political　system．　When　a　city

was　founded，　the　monarchy　inight　donate　surroundiRg　villages　to　the　city，　unihng

them　legally，　administratively　and　economically．　Although　examples　of　such　are

relatively　rare，　1　have　been　able　to　cotm　the　creation　of　this　type　of　integrated

unit，　and　point　out　that　it　was　this　unit　that　formed　tlte　new　core　of　the

reorganized　monarchical　domain．
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