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■
第
十
四
•'
五
仳
紀
は
、
：
中
世
蓝
期
と
文
暖
興
期
と
办
中
間
期
ゼ
看
做

：

.
さ
れ
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
稀
で
.あ
つ
た
。
し
か
し
こ
.の
時
期
は
、
银
な
'

.る
過
渡
期
に
.過
ぎ
な
が
つ
.た
.の
で
あ
ろ
ぅ
か
。
ル
ュ
ト
ゲ
' 敎
s ;
は
、
'こ
の
.

 

疑
間
.に
答
克
、
¥

四
•
五
世
.紀
.の
社
會
經
濟
史
的
意
義
格
っ
：い
て
觫
明 

し
よ
ぅ
と
す
る
。

■
.;
•.:

ル
ュ
ト
.ダ
敎
授
は
：、
現

祛

ュ
.

V

へ■ゾ
太
學
で
經
濟
史
ゼ
擔
當

3
、
：. ：そ

「； 

の
幅
の
あ
る
活
躍.は
法
目
に
値
す
る
。
し
か
し
寒
攻
は
農
業
史
で
、
早

く
.■

■

 

，
よ
り
そ
.の
生
地
.で
あ
る
中
部
ド
イ
ツ.の
農
業
史
を
硏
寒
し
：、
多
く
の
論
文'
' 

’

• 

::
.-

T
l
l
.
'
c
g
r

 
四 
ニ)

.

を
邏
表
し
て
來
：た
が
、
.最
近
は
'パ
ィ
エ
■ル
y
の
農
業
史
を
硏
豸
の
對
象
と 

，
し
て
い
る
。
.ド
ィ
マ
農
業
史Q

解
明
'の
た
■め
に
、
着
實
な
地
方
史
の
'硏
究
‘ 

:.
を
進
め
て
來
：た
敎
猨
の
地
味
な
態
度
に
は
、
全
く
敗
^.
の
-ほ
か
な
い
。
こ 

,
こ
に
取
上
げ
た
論
文
は
、
敎
授
の
注
目
す
べ
き
近
業
で
、
第
十
六
世
紀
を. 

■
，
も
つH

新
し
い
世
界
史
的
段
階
c>
.た
め
の
一
膘
の
始
點
と
看
做
す
通
說
に 

パ
;,
'反
駿
し
て
、.第
屮
四
> 
五
世
紀
に
と
そ
そ
の
ょ
ぅ
な
始
點
が
求
め
ら
れ
な 

..け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
强
Hi
す
る
の
で
あ
る
。
何
が
舊
秩
序
を
崩
壊
せ 

:

V
し
め
.た
の
か
。
；又
舊
秩
序
は
い
が
に
.崩
壊
し
て
行
っ
た
か
。：教
授
の
説
明 

.，を
以
下
に
要
約
.し
.て
み
た
.い
。

.

從
來
.こ
の
時
期
は
、中
世
の
終
音
，近
世
の
序
幕
と
看
做
さ
れ
て
來
た
。
 

.し
か
し
、
精
神
次
化
の
領
域
や
社
會
經
濟
生
活
の
面
_に
激
し
、い
緊
張
が
存 

,:.:し

た
G
と
を
認
め
る
點
.に
お
い
て
、
諸
論
者
の
見
解
は
•一
 
致
し
て
い
た
。

:
:
:もつ
.と
も
そ
の
原
因
に
'つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
說
明
さ
れ
て
い
な
.い
が
、
わ 

.
:■
ず
か
に
ピ
レ
.ゾ
ヌ
は
、
第
十
四
世
紀
と
第
十
三
世
紀
と
を
明
確
に
區
別
す 

i
社
會
的
緊
張
の
原
因
を
經
濟
：組
織
め
な
か
に
求
め
、.「

經
濟
組
織
は
も 

.
ば
：や
役
割
を
果
し
得
な
く
な
り
、
こ
の
た
め
都
市
や
農
村
に
お
い
て
は
一

.

:
'殷
に
：不
安
が
支
配
的
と
な
..つた」

.と
述
べ
て
，

S

る
。
し
か
し
一
般
的
不
安 

.

.の
原
因
は
、；經
濟
組
織
に
.あ
つ
.た
の
で
ゆ
な
く
、.經
濟
狀
態
に
.あ
つ
た
の 

で
あ
り
、：■従
つ
ズ
經
濟
狀
態
に
こ
そ
最
大
の
關
心
を
拂
，ぅ

必
要
が
あ
る
。

,
緻
濟
狀
態
のi

{化
が
社
會
不
安
の
原
因
•だ
と
す
れ
ば
、
當
時
の
經
濟
狀
.

:
.
.
態
をt

變
さ
せ
た
事
態
と
は1

體
何
が
''
o
か
か
る
も
の
と
し
て
、
第
十
四

.

.

.

 

-

 

.

 

•

 

>

<
紀
.の
中
葉
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
顯
著
，に
規
わ
れ
た
人
口
の
減
少
が
考
え
ら 

れ
る
。
IE
f
こ
れ
を
契
機
と
し
て
經
濟
狀
態
ば
一
變
し
、
' そ
の
影
響
は
生 

活
關
係
.の
金
體
に
.ま
で
も
及
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

病
が
、.
.舘
十
四
.五
世
'紀
3'
丨
ロ
ッ
パ
の
經
濟
狀
態
を
著
し
く
變
貌
せ
し 

め
た
..重犬
な
契
機
と
丄
て
、.、法〖

日
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
存
す 

る
の
.である。

■

.

.

パ

出
發
黠
：

.

.
研
究
の
出
發
點
と
な
る
中
心
事
件
は
、

一
三
.四
七
年
か
ら
一
一
一
一
五
一
年 

に
か
け
て
の
黑
苑
病
と
、こ
れ
に
續
く
大
流
行
病
と
に
よ
つ
て
起
つ
た
人
，
 

ロ
の
減
少
で
あ
る
。
被
害
の
程
度
は

「

ft
で
は
な
か
つ
た
が
、̂

の
 ̂

濟
狀
態
に
對
し
筑
天
だ
影
響
を
與
え
た
こ
と
だ
け
は
否
定
で
き
处
い
.0 

.

.一
般
'に
人
口
の
減
少
は
、
勞
働
と
土
地
と
資
本
ど
の
間
の
關
係
を
變
化 

せ
し
め
る
。
た
だ
し
こ..の三
つ
の
生
產
耍
素
が
，同
じ
割
合
を
も
つ
て
減
少 

し
た
場
合
、
經
濟
生
活
の.內
部
に
何
等
の
»
造
的
變
化
も
起
ら
な
い
。
こ 

れ
に
對
し
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
：違
つ
た
_
を
を
も
つ
て
減
少
し
た
場
合
に 

.は
、嫌

m的
變
化
が
現
わ
れ
、國
民
生
活
め
全
般
‘に
ま
で
も
及
ぶ
に
違
い
な 

■い
。
例
え
ば
人
間
.に
よ
り
坐
產
さ
れ
る
經
濟
手
段
の
減
少
が
人
口
の
減
少 

よ
り
も
顯
著
な
ら
ば
、
低
度
の
生
活
水
準
を
も
つ
て
滿
足
で
き
な
い
限
り

、
..

 

も
し
く
は
過
剰
人
口
が
移
住
に
よ
つ
て
處
置
さ
れ
な
い
限
，り
、
生
產
過
程
へ
：
 

に

お
い
て
强
化
が
起
り
、
又
人
ロ
の
減
少
が
生
產
さ
れ
る
經
濟
手
段
..
 

の
減
少
よ
り
.%
顯
著
な
ら
ば
、
坐
產
過
程
に
お
け
る
霞
の
粗
放
化
の
前
.'
 

.提
が
與
え
ら
れ
る
だ
ろ
ぅ
。

當
時
、
土
地
や
資
本
に
は
何
等
の
變
化
も
な
く
、
黑
死
病
に
よ
る
被
害 

は
人
口
の
減
少
に
集
中
さ
れ
た
か
の
観
が
あ
つ
た
。
.土
地
や
資
本
と
比
較
，
 

す
れ
ば
、
麗
が
不
均
衡
に
減
少
し
た
.と
い
ぅ
.こ
の
事
實
•'にこ
そ
、
_黑
死
..

. 

'ル，.ュ
ト
ゲ
萼「

社
會
經
»
史
民
お
け
：る
'第
.十
四•

五
世
紀」

.

影

響

，

：

、
 

'

IE
に
黑
死
病
に
よ
っ
て
ョ_ 
ロ
ッ
バ
9
國
民
經
濟
は
著
し
く
變
化
し 

た
。
具
體
的
に
は
い
か
な
る
相
違
が
出
て
來
た
の
か
.。

一
、
黑
の
被
害
は
、
出
生
率
の
低
下
に
よ
っ
て
ー
ぼ
と
深
刻
^
さ 

れ
て
：行
っ
た
。
第
十 
一
JL
T
三
世
紆
に
お
1\
:て
出
生
率
は
千
人
に
っ
き 

四
十
ニ
人
、
死
亡
率
は
千
人
に
っ
き
三
十
六
人
、
從
.っ
て
千
人
に
っ
き
六 

人
の
出
生
超
過
で
あ
っ
た
の
に
對
し
、
飨
十
四
ノ
芄
世
紀
に
は
出
生
率
が 

千
人
に
っ
き
三
十
九
人
、
死
亡
率
が
千
人
に
っ
き
四
十
一
人
、
從
っ
て
千 

人
に
っ
き
一
一
人
の
死
亡
超
過
で
あ
つ
た
。
從
っ
て
人
口
の
減
少
は
死
亡
 ̂

の
上
昇
に
起
因
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
出
生
の
減
退
も
亦
人
ロ
の
減
少
を 

惹
起
す
る
重
大
な
要
因
と
な
つ
た
の
で
.あ
る
0

ニ
、
し
か
し
黒
死
病
に
よ
る
人
口
減
少
の
程
度
は
、
都
市
•農
村
を
通 

じ
て1

樣
で
は
，な
い
。
都
市
の
出
生
率
は
、農
村
に
お
け
る
よ
り
も
低
く
、
. 

そ
の
.死
亡
率
は
、
む
し
ろ
：高
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
特
に
都
市
に
お
い
て
著 

し
い
非
衞
生
的
な
狀
態
に
歸
因
す
る
の
で
.あ
り
、
實
に
道
路
上
の
塵
芥•

.家
舉
の
裏
の
■
尿
.•庭
で
飼
育
さ
れ
る
家
畜
等
が
わ
ざ
わ
い
し
た
の
で
あ 

.っ
た
。
例
え
ば
農
村
に
お
い
て
は
一
組
の
結
婚
か
ら
ニ
•
五
六
人
の
出
牟 

者
が
あ
つ
た
の
に
對
し
、
都
市
の
場
合 

> 舊
市
民
に
'お
い
て
は 
一
•七
0
_

人
、
農
村
か
ら
の
移
住
者
の
間
に
お
い
て
戏
ニ 

•九
七
人
で
あ
.っ.た
。
從
.

■ ■ \ 

.

.

.

.

.

.

.

.

:
:

.
ノ 

■ 

. u
l
s
.

I
!.
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學
會
雑
誌
第
四
十
七
卷
%

四
號

っ
て
人
口
維
持
の
た
.め
に
都
市
は
舊
市
民
か
ら
わ
ず
か
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト 

を
補
い
得
た
に
過
ぎ
な
い
。
實
に
殘
り
の
五
〇
パ
ー
セ
.ゾ
ト
は
濃
村
か
ら 

.の
移
往
者
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
つ
た。

:
.
.

從
っ
て
黑
死
病
に
よ
る
被
害'は
、
都
市
に
お
い
て
農
村
に
お
け
る
よ
り 

も
大
き
く
、
都
市
の
運
命
は
農
村
か
ら
の
移
住
者
に
よ
っ
.て
左
右
さ
れ
.た 

の
■で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
農
村
に
も
都
市
に
移
住
す
ベ
き
人
口
の
餘
裕
が

.
 

あ
.っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
從
っ

P

農
村
人
口
の
都
市
へ
の
流
出
は
、
農
村 

に
お
け
る
ん
ロ
の
不
足
を
一
段
と
激
化
し
、
農
村
窮
乏
の
原
因
と
な
，っ
た 

の
で
あ
っ
た
。

.

.

.

.三
、
農
村
の
荒
廢
を
め
ぐ
っ
て
、
か
っ
て
は
三
十
年
戰
爭
が
そ
の
決
定 

的
な
原
因
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
早
く
よ
り
こ
れ
に
反
對
す
る 

説
.が
述
べ
ら
れ
て
來
た
。
例
え
ば
ア
ル
フ
レ
ッ
ト
•
グ
ル
ゾ
ド
で
あ
り
、 

ゲ
オ
ル
グ
•
フ
ォ
ン
.
ベ
ロ
ゥ
で
あ
る
が
、
特
に
べ
口
ゥ
に
よ
れ
ば
、

「

荒 

廢
を
一
方
的
に
三
十
年
戰
爭
の
被
害
と
す
る
傾
向
は
、
今
日
で
は
簡
單
に 

納
得
.で
き
な
い
,—
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
は
違
い
、

ハ
ゾ
ス
•
ブ
ジ
ョ 

丨
ル
ネ
ル
は
、
農
村
荒
廢
の
原
因
を
ゃ

「

不
利
な
土
地
に
位
置
す
る
か
も 

し
く
は
天
候
不
順
に
よ
っ
て
容
易
に
被
害
を
受
け
る
か
す
る
村
落
が
放
槳 

さ
れ
た」

.こ
と
に
來
め
た
。
'ル
ド
ル
フ
.
ヶ
チ
ケ
が
こ
れ
を
繼
承
し
テ 

オ
ド
ー
ル
.
マ
ィ
ヤ
ー
も
こ
れ
に
賛
成
し
、「

繼
績
的
耕
作
が
不
適
當
な 

場
所
に
お
い
て
植
民
が
大
規
模
に
お
こ
な
わ
れ
た

」

と
い
っ
て
い
る
。

ョ

セ
フ
•
ラ
ッ
ペ
と
力
I
ル•

フ
レ
|
リ
ッ
ヒ
と
は
、

ハ
ン
ス.ブ
、ゾ
ョI

ル
ネ
ル
の
說
を
更
に
發
展
し
て、
' 安
全
と
保
護
と
へ
の
欲
來
が
若
干
の
農 

村
を
都
市
に
合
併
せ
し
め
た
と
考
え
た
。
し
か
し
ゥ
ィ
'ル
へ
ル
ム
ン
ア
ー

_ 

T
1

四

：
.
.

(

四
四
四)

Y

ル
に
よ
れ
ば
、
農
村
荒
廢
の
眞
の
原
因
は
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
.の
農
村
を
襲 

づ
た
危
檄
に
あ
っ
た
。
實
に
第
十
四
世
紀
以
來
、
農
村
の
人
口
收
容
力
は 

當
時
の
技
術
水
準
の
下
に
お
い
て
は
限
界
に
達
し
、
濃
村
の
窮
乏
は
開
墾 

.と
够
民
と
：に
よ
ら
な
く
て
は
解
決
で
き
な
い
程
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
し
か
し
重
視
さ
る
べ
き
は
、
黒
死
病
に.よ
る
人
口
の
減
少
で
あ
ろ
う
。

-L
か
も
勞
働
カ
は
、
他
の
生
產
要
素
と
比
較
す
れ
ば
、
減
少
の
程
度
が
大 

で
あ
っ
た
。そ

し

て
正
に
こ
の
不
均
衡
とい
う
事
實
に
こそ
、
f ;
_

の
農 

業
危
機
の
內
部
的
原
因
が
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
實
に
農
村
窮
乏
の 

眞
因
は
、
土
地
や
資
本
を
活
用
す
る
た
め
に
必
罾
な
だ
け
の
勞
働
が
農
村 

に
不
足
し
て
い
た
こ
と
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

 

.

.

.四
、
農
村
人
口
の
都
市
へ
の
流
出
に
よ
っ
て
、
農
村
に
お
い
て
勞
働
と 

土
地
と
の
間
の
不
均
衡
が
一
段
と
激
化
さ
れ
、
と
に
か
く
農
村
は
窮
乏
し 

た
。
し
か
も
、
人
口
の
減
少
に
と
も
な
う
需
要
者
の
減
少
か
ら
、
農
產
物 

に
對
す
る
需
要
は
減
退
し
、
農
產
®

格
が
下
落
し
た
こ
と
も
亦
農
村
の 

荒
廢
を
ー
層
促
進
し
た
の
で
あ
っ
た
。
農
產
漬
格
の
下
落
に
，
っ
い
て 

は
、
旣
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
詳
說
す
る
必
要
は
な
い
。 

例
え
ば
フ
ラ
ゾ
ス
に
お
い
て
は、1

三
五
一
年
か
ら
一
三
七
五
年
ま
で
の 

穀
®

格
を1

〇
〇
と
す
れ
ば
、

一四
七

一年
か
ら
一
四
七
五
年
ま
で
の 

穀
物
價
格
は
三
三
で
あ
り
、
第
十
六
世
紀
の
初
頭
に
よ
う
や
く
四
〇

に
！！

 

復
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
他
の
諸
國
に
っ
い
て
も
、
事
淸
は
ほ
と
ん
ど 

類
似
し
て
ぃ
た
。

•

し
か
し
こ
の
.よ
う
な
穀
^

格̂
の
下
落
は
、
豐
作
や
人
口
の
 

一•
時
的
減 

少
に
よ
っ
て
起
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
き
わ
め
て一股
的
で
、
且
つ
長
期

的

'^
も

の

で

あ

っ

た

と

い

う

意
味
に
お
い
て
、
売:^
に
新
し
い
現
象
で
あ 

っ
た
。，
か
っ
て
は
庭
好
な
天
候
に
惠
ま
れ
た
時
に
お
い
て
の
み
人
口
の
維

.
 

.持
に
必
要
众
食
櫬
が
生
産
さ
れ
、氣
候
の

.

不
«
か
ら
肌
霞
が
發
生
し
た
が
、 

今
や
極
度
の
不
作
に
見
舞
わ
れ
な
い
限
り
、
生
產
は
必
要
量
を
凌
駕
し
、 

價
格
が
下
落
し
た
の
で
あ
る
。
農
民
は
收
益
の
減
少
か
ら
農
業
を
.放
棄 

し
、
農
業
生
產
額.の
絕
對
量
も
亦
'減
少
し
た
。
,

:

五
、
都
帘
に
お
け
る
人
口
の
減
少
は
、
農
村
に
お
け
る
よ
り
も
顯
著
で 

あ
っ
た
。
都
市
は
、
農
村
か
ら
の
移
住
者
に
よ
つ
て
、
'往
民
を
維
特
し
得.
 

た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
都
市
に
お
い
て
は
、
農
村
に
.お
け
る
と
全
く
違 

•っ
た
經
濟
狀
態
が
現
わ
れ
た
。4
や
■
市
で
ば
、
生
存
市
民
の
富
の
^
犬 

と
、
手
工
業
生
產
物
の
價
格
の
騰
貴
と
が
目
立
っ
て
將
徵
的
と
な
っ
た
の 

で
あ
る
。
 

.

-

.

-

,

•

.

.  

'最
初
に
、
-生
存
市
民
の
間
に
お
け
る
富
の'增
大
に
っ
.い
て
い
え
ば
、
實 

に
こ
れ
は
、
疫
病
に
よ-る
人
口
の
減
少
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
さ
る
べ 

き
多
大
の
財
が
殘
り
、
し
か
も
そ
れ
が
多
く
の
場
合
、
法
定
の
相
■
入
に 

.よ
っ
て
で
は
な
く
、.血
緣
關
係
の
な
い
生
存
市
民
に
よ
っ
て
,
承
さ
れ
た 

と
い
う
®
實
'に
.起
因
し
た
の
で
あ
っ
た
。
事̂
、
多
く
の
財
が
相
續
人
も.
 

な
く
放
置
さ
れ
て
い
て
、
そ
し
て
疋
に
、
こ
の
時
代
に
無
主
と
な
つ
た
財 

產
の
完
全
に
勝
手
な
占
取
が
、
大
規
模
に
お
と
な
わ
れ
だ
.の
で
あ
っ
た
。

'

次
'に
、
手
エ
業
坐
產
物
の
價
格
の
騰
貴
に
っ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、 

f

熱
狂
的」

..とも
表
現
し
得
る
程
の
物
質
的
享
樂
欲
の
增
大
と
、
勸
勞
意 

:欲
の
滅
退
に
，よ
る
生
產
の
滅
少
と
に
よ.っ
て
、
消
費
が
生
產
を
上
：廻
つ
た 

'と
い
う
事
實
に
起
因
し
た
。
同
時
にV
流
通
貨
幣
の
.增
加
も
亦
價
格
騰
貴

*
ュ
ト
ゲ
著「

社
會
經
.濟
史
に
お
け

第̂
十
四
.五
世

紀

」

の
一
因
で
あ
っ
た
。
生
存
市
民
の
手
中
に
歸
し
た
貯
藏
貴
金
屬
が
流
通
面 

に
投
ぜ
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
價
糌
水
準
が
引
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
か
か
る
財
產
移
轉
の
過
程
に.お
い
て
、-
こ
の
財
窟
を
使
用
す
る 

方
法
に
變
化
が
起
っ
だ
。
か
っ
て
財
產
は
貯
藏
さ
れ
る
か
も
し
く
は
消
费 

.

さ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
が
、
今
や
財
產
は
し
ば
し
ば
資
本
に
轉 

;

,

化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
亡
と
が
、
心
理
狀
態
の
變
化
を
惹
き 

■■:

起
し
た
の
で
あ
っ
た
。
第
十
四
，
五
世
紀
人
は
、
.無
主
と
な
っ
た
財
產
を 

.
大
最
に
瘦
得
し
、
こ
れ
を
で
き
る
だ
げ
短
期
日
の
う
.ち
に
增
加
さ
せ
よ
う 

.
と
いう

I
g
pの
持
主
で
あ
、つ
た
こ
と
に
お
い
て
、
正
に
從
來
の
人
間
と
は 

相
違
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
，新
し
い
人
間
の_生
で
あ
っ
た
。

:

-近
代
資
本
主
羲
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
、
'從
來
、
資
本
形
成
の
決
定
的
原 

因
が
、
地
代
，•商
業
.や
鑛
山
業
か
ら
獲
得
さ
れ
る
利
潤

.

金
融
双
5[
.

銀
 

.

行
榮
に
求
め
ら
れ
て
來
た
。
し.か
し
こ
の
..一股
的
な
見
解
に
お
い
て
も
、

•

重
要
な
要
素
が
看
過
さ
れ
、
無
主
と
な
っ
た
財
藍
の
占
取
が
、
こ
の
時
代

.

.
の
資
本
形
成
の
稀
な
ら
な
い
.一
っ
の
滅
會
で
あ
つ
た
と
い
う
事
實
が
無
視 

パ
さ
れ
て
い
.た
の
.で
あ
る
。
手
エ
業
生
產
物
の
働
格
が
騰
貴
し
气
い
た
こ
の
.

.

.時
代
に
お
い
て
、
無
主
と
な
っ
た
財
產
を
占
取
じ
た
渚
が
、
'浪
费
す
る
場 

.

合
が
多
'か
っ
た
と
し
て
も
、、
と
に
か
く
營
利
目
的
の
た
め
に
そ
の
獲
得
財 

產
の
使
用
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
ヽ
當
然
で
あ
る
。

V

し
か
し
手
工
業
者
に
よ
る
大
資
本
の
蓄
積
が
、
寶
際
に
可
满
で
あ
づ
た
.
 

ろ
う
か
,0

:ゾ

ン
.バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
：宇'エ
業
者
_の
間
に
お
け
る
資
本
の
蓄 

樹
'は
''
.例

:̂的
な
場
合
に
'お
い
て
だ
け
、
例
え
ば
、.獨
占
狀
態
：が
形
成
さ 

',
れ
た
場
合
->
か
、
特
別
な
僥
滓
が
起
：っ
た
場
合
と
か
、
'又
手
工
業
者
が
投
一 

:
■
:
■.
.
:
V

 

,
'■
'.ニ
.五
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(

西
四
五)

.
;
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' 

一

一

六(

四
四
六)

機
や
金
融
取
91
を
同
時
に
營
ん
だ
場
合
と.か
.に
お
い
て
の
み
«1
能

.で
；
つ
ば
、

.

.何
等
異
と
す
る
.に
足
ら
な
い
だ
ろ
う
。
實.に
、
生
產
手
段
と
勞
働
カ 

'た
の
で
レ
り
、
.，「

中
世
.の
大
抵
の
手H

業
f

は
宇
エ
業
の
.谭
な
る
#
 ̂

:

.;
と
の
間
に
起
っ
た
不
均
衡.に
こ
そ
、
.t
の
峙
期
の
賃
銀
勞
働
者
を
し
て
利 

_̂

以
.上
の
何
^
で
...
も
な
く
、
■.そ
の
職
人
'と
.ほ
と
ん
ど
違
^.
..なか
づ■ た

」
....

の
.
.
.
.
'
 

.

.

.

. 

'

益j

孕
受
裔
た
.ら
し
め
た
理
ll
-rが
存
し
た
の
.で
あ
る
。
'賃
銀
勞
働
卷
に
と
っ 

で
.あ
っ
た
。
：
し
が
し
ゾ
ゾ
バ
ル
卜
の
こ
の
說
は
、：
第
十
四
世
紀
‘の

中

.:
'

■:

ズ
も
こ
の
.
期
は
黄
金
時
代
で
あ
り
、
賃
銀
の
騰
赀
は.、.敎
會
め
建
設
， 

來
、
f

の
f

m
に
變
化
が
現
わ
れ
た
こ
と
、
，
當
時
は
都
沛
や
手
エ
業
者
.：

;

:
城
塞
の
强
化
，
遛|
の
建
設
等
の
た
：め
に
勞
働
カ
が
大:1
;
に
耍
求
さ
れ
だ 

に」

と
つ
て
黄
金
時
代
で
あ.つ
が
こ
と
を
看
■過
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ばV

こ
：と
に
よ
つ
て
、.觅
に
.
.1段
と
促
進
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た。

,
.
.
.
. 

'な
ら
な
い
。

'

:  

. 

. 

:
■
'

賃
銀
の
.か
か
：る
騰
貴
に
對
し
て
、
：貨
銀
の
統
制
が
考
え
ら
れ
、
又
强
制 

.ノ
こ
の
こ
と
は
、
市
民
生
活
が
充
實
し
て
來
た
と
い
う
事
實
忙
上
っ
て
、

，
勞
働
を
政
策
と
し
て
採
用
し
た
地
方
も
あ
っ
た

;0
し
か
し
か
か
る
措
置
を 

證
明
さ
れ
る
。
衣
炱
の
面
に
っ
い
て
、
顯
著
な
改
善
が
み
ら
れ
た
ば
か
り
：

:

_
:
賃
銀
勞
働
者
に
對
す
：る
單
な.る
壓
迫
と
看
做
す
な
ら
ば
、
そCo
.本
質
を
見 

で
は
な
い
。
市
民
は
、.敎
會
の
建
設
に
、.城塞の强化に、へ美
術
の
育
成
逃
す

-%
'
の
と
い
う
べ
き
で
、
そ
の
起
源
は
實
に
勞_カ
の
不
见
や
齊
物4
思 

.に
重
大
な
關
心
を
寄
せ
、
事
實
法
目
す
べ
，き
多*<
の
業
績
を
幾
.し
て

い

...',:

■欲
.の
缺
如
に
存
V
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
づ
な
措
置
を
通
じ
て
、

.

る
。
ヮ
ル
タ
I 

v、、n
エ
ッ
の
指
摘
に
よ
る
ま
で
も
な
く
へ
拍
に

「

第
十
四
.

■
國
家
は
單
に
舊
秩
序
を
維
持
し
よ
う.と
し
た
の
で
は
な
く
、
政
治
力
を
發 

.

.'•I
I
I:紀
の
..中期
は
、
特
に
ド
ィ
ッ
に
お
い.て
新
し
い
生
.活
が
.始
.ま
づ
.た
時
點
' 

動
し
て
生
產
.の
堆
大
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
づ.•た
。
經
濟
が
國
家
の
韻
泡 

で
あ
っ
た」

の
で
あ
る
。
：
そ
し
て
こ
の
繁
榮
を
維
指
す
る
た
：め
に
、
,强
力
'

卞
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
重
商
主
義
の
起
源
が
こ 

な
都
市
^*
策
が
計
醫
さ
れ
、
實
符
さ
れ
る
よ
う
に
な_っ.た
の
で
あ
つ
た
。

、
.

.

：
の
時
期
に
求
.め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
か
な
ら
ず
し
も
異
と
す
べ
き
で
は
な 

へ

六
、
都
市
の
こ
の
よ
う
な
繁
榮
に
よ
っ
て
、
手

H

業
者
や
商
人
が
利
益
い
で
あ
ろ
う

.0

.

.

.を
享
受
し
た
ば
か
り
で
は
な
い0.
賃
銀
勞
働
者
も
亦
か
が
：る
擠
造
的
變
化

■

.

他
方
、
こ
の
賃
銀
統
制
策
权
、
賃
銀
を
市
場
價
格
よ
り
も
低
位
に
固
定 

の
利
益
享
受
岩
と®
做
し
得
る
。
事
實
、.賃
銀
勞
働
者
は
そ
の
經
濟
的
地
，.
、
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
常
然
そ
の
對
象
と
な
っ
た
人
々
の 

位
を
急
速
に
改
善
し
、
第
十
五
世
紀
と
も
な
れ
ば
、
早

く

も

そ

の

發

言

が

反

對

す

る

と

，

こ
ろ
と
な
り
、
反
抗
が起
っ
.

た
。
.例
え
ば
、
同
職
組
合
內
部 

無
視
し
得
な
い
ま
で
に
强
カ
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
黑

死

病
.

の
職
人
が
共
通
の
利
益*0
た
め
に
團
結
し
た
と
い
う
事
實.に
、
又
給
料
制 

に
よ
っ
て
都
市
の
下
層
階
級
ひ
間
に
高
率
の_牲
象
：か
現
わ
れ
、
こ

の

た

か

ら

出

來

高■
に
變
免
る
こ
と
に
よ
っ
て
賃
銀
の
固
定
を
.免
か
れ
よ
う
と 

.
め
勞
働
者
の
數
が
滅
少
し
た
と
い
う
事
情
と
、
生
產
手
段
が
、
勞
働
カ
と
：

す
る
試

'み
に
、
勞
働
者
紅
よ‘る
反
抗
の
1端
を
知
.る
こ
と
が
で
き
る
の
で 

比
較
す
れ
ば
、
む
し
ろ
過
剩
で
あ
づ
た
と
い
う
事
實
と
，を
考
.え
る

な

ら

：

.
あ
る
。

七
、：
都
市
に
お
け
る
か
が
る
變
化
に
對
し
、
農
村
で
は

1 "

蹬
ど
う
な
っ 

た
か
。：
農
村
の
受
け
た
影
響
は
、
■都
市
に
お
げ
る
よ
り
も
..顯
著
で
あ
つ 

た
。
し
か
も
き
わ
め
て
祺
雜
な
も
の
で
あ
り
、
又
矛
盾
に
滿
%
た
も
の
で 

も
あ
っ
た
。

一
股
的
な
結
果..とし
て
ft
、
穀
物
憤
格
が
下
落
し
、
こ
の
た 

め
仙
辰
民
の
純
益
が
補
少
し
た
點
を
擧
げ
得
る
が
、
し
か
し
r
i時
に
、
^
目 

す
べ
き
他
の
事
態
の
出
現
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
.い
で
あ
ろ
う
0
 

■
.
.
最
初
に
#
魔
さ
る
べ
き
は
、.農
.民
も
亦
"
都
市
‘に
お
け
る
賃
銀
勞
働
者 

と
同
じ
く
、
そ
の
人
ロ
の
減
少
を
利
用
七
て
、
多
大
の
利
益
を
享
受
し
得 

た
階
層
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
-例
え
ば
、
、他
の
領
主
か
ら
よ
り 

肴
利
な
條
件
を
提
示
さ
れ
た
に
も
か
か.わ
ら
ず
、
舊
來
.の
土
地
に
定
往
す 

る
場
合
、.農
民
は
、
そ
の
代
償
と
し
て
自
己
の
耍
求
を
賞
徹
す
る
た
め

に
、

、勞
働
力
の
不
足
と
い
う
第
十
四
•
五
世
紀
に
お

 

'
い
て
特
に
顯
著
な
こ
の
事 

賢
を
利
用
し
て
、

.

そ
の
地
位
を
向
上
し.て
行
.っ
.た
。
文
最
良
の
條
件
す
ら 

意
に
滿
た
な
-い
場
合
に
は
、
都
市
に
漱
住
し.た
。
農
民
は
又
そ
の
保
有
地 

を
顧
大
す
ゐ
惠
性
に
も
親
ま
れ
て
い
た
。
.
#
っ
て
、
農
業
危
機
の
進
行 

，に
よ
っ
て
農
民
の
狀
態
が
惡
化
し
て
い
た
と
い
う
見
解
は
、
事
實
を
過
度 

に
單
純
化
し
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な.い。‘
.農
.業
危
機
が
農
.民
に
.
 

.

對
し
て
興
え
た
歡
響
は
、
決
し
て
一
撤
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

特
に
下
層
農
民
に
厨
す
る
隸
農
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
地
位
の
^:
#
が
 ̂

し
か
っ
た
。
_
實

、
、
隸

農

，
は

、

£
2
_な
農
民
に
上
昇
す
る
か
、
市
民
に
轉 

化
す
る
か
によ
っ

.
て

、

そ

の

數

を

狨

少

し

て

行

っ

た

。

し

か

%:
罾

し

く

双 

少
し
、
こ
の
時
期
に、
' 農
民
解
放
が
事
實i

成
さ
れ
た
か
の
觀
が
あ

：

っ
：
 

た
,0
-

し

が

し

こ

れ

と

は

金

く

逆

に

特

に

う

分

割

相

續

が

.¥
■」

丸

わ

れ

て

い

■

;.
\.
ル
‘
：
ト
ゲ.著

-1
社
會
經
濟
史
に
扣
け
各
第
十
四
へ
：，
面
世
紀；::
':

た
他
域
に
お
い
.て
は
、
下
層
農
が
目
立
つ
て
敗
.加
し
て
い
た

。

こ
の
よ
う
に
、，
農
業
危
機
に.よ
り
農
民
が
受
け
た
影#
は
、
.
區
々
と
し 

て
概
說
し
難
い
。
し
か
し
多
く
の
農
民
が
農
業
瓱
機
の
影
嚮
を
免
か
れ
、
 

そ
の
地
位
を
间
上
し
た
と
いう
こ
と
だ
け
は
事
實
で
あ
る
。

八
、+農
民
の
間
に
お
け
を
が
か
る
變
化
に
對
し
、
領
主
.の
侧
に
お
け
る 

-

•事
情
は
ど
う
か
。.農
民
の
場
合
と
は
違
い
、
農
業
危
機
の
領
主
に
對
す
る 

j影
響
は
、
.
き
わ
め
て
單
純
で
あつ
た
。
す
な
わ
ち
、
領
主
は
、
農
業
危
機 

.の
進
行
に
と
も
な
い
經
濟
的
基
礎
を
剝
薄
さ
れ
て
、
f

に
衰
退
し
て
行 

つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
衰
退
原
因
は
敬
雜
で
、
か
な
ら
ず
し
も
地 

代
の
減
少
に
の
み
歸
せ
ら
れ
な
い
。

.
衰
退
原
因
の
.第
一
，に
擧
げ
ら
る
べ
き
は
、
貨
幣
地
代
の
購
買
力
が
低
下 

し
'た
こ
と
で
あ
.̂
貨
幣
の
.不
足
か
ら
、
領
主
は
、
重
税
の
徵
收
に
よ
つ 

て
必
要
な
貨
幣
を
獲
得
し
夂
う
と
し
た
が
、
し
か
し
か
く
し
て
徵
收
さ
れ 

た
税
金
もr

時
し
の
ぎ
の
助
け
と
な
つ
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
程
で
あ
つ 

た
。
'

か
か
る
齡
因
の
第
ー
ー
の
も
の
义
し
て
は
、
货
幣
の
_
賈

カ

低

下

に

.
對

處 

し

て

、
，
領

主

は

現

1

代
の
徵
收
を
考
え
た
が
、
し
か
し
農
產i

格
の 

卞
落
か
ら
、

，

收
入
の
增
加
は
菌
み
薄
で
あ
つ
た
點
抓
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。し
か

も

.

ナ
分
の
一
.税
の
取
得
者
で
あ
る
敎
會
や
僧
侶
に
.お
い 

.x
、v農
產
|

格
の
卞
落
に
よ
る
影
響
が
、
：特
に
袪
だ
し
か
つ
た
。

第
三
の
原
卧
は
、
多
く
の
農
地
が
故
置
さ
れ
、
'し
か
も
長
期
間
に
わ
た 

'つ
て
放
置
さ
れ
て.い
.た
こ
と
で
あ
る
。
從
つ
て
、
地
代
の
徵
收
も
物
納
税 

::の取
立
も
、-.
-領
主
に
>:
'
つ
そ
完
金
に
不
可
能
で.あ
り
、
領
生
の
收
入
減
に 

.-
つ
：
、
.

.

.

: 

.

.

く

,.
.1:1七
:
:'
'(

四
.四
七)
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'
三
田
學
會
雜
誌
.第
四

十

七

卷

第

四

號

•

影
，響
す
る
と
こ
ろ
き
わ
め
て
犬
な
る
も
の
が
あ
つ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。
.

.

.

:
 

.

、最
後
に
、
領
主
が
自
己
經
營
を
お
こ
な
っ
て
い
た
場
合
に
お
い
て
も
、
■: 

勞
働
渚
の
使
用
は
不
可
避
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
勞
働
者
に
支
拂
う
賃
銀 

は
騰
貴
し
っ
っ
あ
っ
た
か
ら
、
從
っ
て
領
主
の
獲
得
す
る
收
入
は
減
少
を 

免
か
れ
な
か
っ
た
の'で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
種
々
な
原
因
に
よ
っ
，て
、
:
と
に
か
く
領
主
は
衰
退
し
て
行 

づ
た
。
し
か
し
領
主
は
、
そ
の
地
位
め
維
持
を
妨
碍
す
る
複
雜
な
か
か
る
：
 

事
態
に
直
面
し
て
、
漫
然
と
沒落
し
て

.

好
っ
た
わ
け
で
ぼ
な
い
。
：'
 

一
體
、
 

領
主
は
、
こ
の
よ
う
な
狀
態
に.い
が

，に

對

應

し

た

の

で

あ

ろ

う

か

。
，
し

か

：

-

し
、
も
ち
ろ
ん
、
小
領
主
と
大
領
主
と
で
は
、
そ
の
對
應
の
仕
方
に
お
い 

て
、
顯
著
な
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

例
え
ば
小
領
主
の
場
合
に
あっ
て
は

、

It
f
l

s

/E
■
に
よ
る
影
響
が
意
外 

に
犬
で
あ
り
、，
比
較
的
簡
單
に
沒
落
し
去
っ.た
が
、
し
.か
し
大
領
主
の
方
： 

は
、
か
な
り
切
り
っ
め
て
で
は
あ
る
が
、
.な
お
從
來
の
生
活
を
維
持
す
る 

■こ
と
が
で
き
た
。
し
か%'
そ
..の
間
に
..お
い
.て
、
大
領
主
.̂

い
え
ど
%'
、
さ 

き
.

の
妨
碍
條
件
の
苋
服
の
た
め
に
は
、苦
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

か
く
し
て
、.
最
初
は
ユダ
ャ
人
に
借
金
し
、
こ
の
刹
子
に
よ
る
壓
迫
を
國 

王
め
.德
政
令
も
救
い
得
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
.そ
の
對
策
と
し
て
、
領
主.

は
、
追
剝
に
な
る
か
、
市
民
も
し
く
は
農
民
に
な
る
办
、
宵
廷
や
領
國
の 

下
級
行
政
官
と
な
る
か’ハ
諸
侯
や
都
市
の.眾
職

に

っ

く

か

い

ず

れ

か

、
の

途 

を
選
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
對
し
、
領
主
の
地
位
を
改
善
す

)  

る
た
め
に
効
果
的
で
あ
っ
た
對
策
は
、
農
民
に
對
す
る
强
制
權
を
發
動

-L
..

-

.

■
 

I
M

A

(

四
四
八)

»

た
場
合
で
あ
り
、
事
實
、
，エ
ル•ベ
河
の
東
に
お
い
て
は
、.早
く
も)

'

J

の
時 

期
に
、
農
民
を
土
地
に
緊
縛
す
る
こ
と
に
よ
っ.て
.'
,
領

主

が

多

大

の

利

益 

.を
收
め
て
い
た
。
從
っ
て
、

エ
ル
ベ
河
の
東
に
お
け
る
强
制
勞
働
の
起
源 

を
第
十
五
.•
.六
世
紀
の
末
期
に
置
き
、
穀
物
輸
出
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
が 

騎
士
を
戰
士
か
ら
農
業
經
營
者
に
轉
換
せ
し
め
た
と
す
る
支
配
的
な
見
解 

は
、
，誤
つ
て
い
る
の
で
あ
り
、
.實
に
、
エ
ル
べ
河‘の
東
に
お
け
る
農
民
の.
 

土
地
へ
の
緊
縛
は
、
第
十
四
•
五
世
紀
に
ま
で
も
さ
ふ
の
ぽ
る
こ
と
が
で 

き
、
そ
れ
は
結
局
に
お
い
て
、
.領
主
が
そ
の
地
位
の
維
持
の
た
め
に
考
え 

た1:

っ
の
自
己
防
衞
の
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

■

 
'
と
に
か
く
農
業
飭
機
に
よ
っ
て
領
主
は
衰
退
を
免
か
れ
な
か
っ
た
。
そ 

，
し
て
、
こ
の
危
機
に
瀕
し
た
領
主
が
、
經
濟
的
に
も
社
會
的
に
も
そ
の
地 

位
を
囘
復
し
た
の
は
、'
第
十
五
世
紀
の
後
半
に
入
っ
て
で
あ
り
、
實
に
農 

業
危
機
が
克
服
さ
れ
た
後
の
こ
と
に
屬
し
た
の
で
あ
っ
た
。

.
九
、
こ
れ
に
對
し
、
■

は
—*

^
ど
ん
な
影
響
を
受
け
た
か
。
國
王
も 

亦
、
領
主
的
收
入
に
依
存
し
て
い
た
限
り
、
上
述
の
狀
勢
の
な
か
に
あ
っ 

て
、.領
主
と
同
機
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
國
王
は
、 

そ
の
窮
境
を
脫
す
べ
き
他
の
可
能
性
を
持
づ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の 

時
期
に
.、
國
王
は
、
非
領
主
的
基
礎
に
も
と
づ
く
新
た
な
收
入
の
源
枭
と 

し
て
、
租
税
制
度
を
强
カ
に
議
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
實
に
、
經
濟 

上
の
强
い
要
請
が
、
か
え
っ
て
國
王
權
カ
の
擴
犬
を
導
い
た
の
で
あ
っ 

た
。
 

.

•4
,や
市
民
は
、
國
王
■の
助
言
者
と
し
て
國
政
に
參
畫
す
る
よ
ぅ
に
な
っ 

.

た
。
し
か
も
市
民
の
と
の
よ
ぅ
な
上
昇
は
、
實
.に
こ
の
時
期
に
顯
著
な
资

... 

• 

• 

• 

- 

• 

• 

'

退
を
1
7K
し
た
#
族
勢
力
の
間
隙
を
ぬ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

結

語
以
上
の
考
察
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
も
は
や
こ
の
時
代
は
、
他
の
諸
時
代 

と
同
じ
く
、
前
の
時
代
の
終
音
で
も
な
け
れ
ば
、
又
次
の
時
代
の
準
備
期 

で
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
時
代
が
、
突
然
の
大
事
件
に
よ
っ
て
中
世
盛
期 

の
傲
犬
な
時
代
を
終
結
せ
し
め
た
と
い
う
，こ
と
は
適
■切
で
あ
る
。
そ
し
て 

こ
の
決
定
的
な
衝
擊
は
、外
部
か
ら
與
え
ら
れ
た
。
正
に
黒
死
病
と
、
こ
れ 

に
續
く
大
流
行
病
と
が
直
接
の
原
因
と
な
っ
た'ので
あ
っ
た
。
影
響
は
經 

濟
生
活
の
金
體
に
ま
で
も
及
び
、未
蓄
有
の
變
苹
期
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
.

.

從
來
ま
で
、
第
十
六
世
紀
が
決
定
的
な
變
軍
期
と
看
做
さ
れ
て
い
た
。 

こ
の
時
代
は
、
宗
教
改
革
の
時
代
、
海
外
發‘見
の
時
代
と
い
わ
れ
、
中
世 

，的
束
縛
が
こ
の
時
期
に
入
っ
て
決
定
的
に
粉
碎
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
來
，
 

た
。
し
か
し
一
五
〇
〇
年
を
轉
期
と
み
て
、
中
佌
と
近
世
と
の
時
代
區
分 

を
一
應
ご
.の
時
^
に
求
め
よ
う
と
す
る
か
か
る
通
說
に
お
い
て
は
、
第
十
.
 

四

.
五
世
紀
に
起
っ
た
諸
事
資
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。
黑
死
病
に
よ
る
經
濟
狀
態
の
變
化
が
、
第
十
六
-1
11:紀
に
起
っ
た 

變
革
よ
り
も
；吏
に
深
刻
で
あ
っ
た
こ
と
を̂え
る
な
ら
ば
、
こ
の
通
說
ば 

..承服
し
難
い
。
そ
し
て
も
し
中
世
と
近
世
と
を
區
分
す
る
正
確
な
時
點
が 

求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、

一
三
五
〇
年
に
中
世
が
終
つ 

た
と
斷
言
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
事
實
こ
の
時
期
に
、
遠
く
力
ロ
リ
ン 

ダ
時
代
に
起
源
を
持
っ
精
神
的
社
會
的•.經
濟
的
生
活
嫌
式
が
、

.

黑
死 

病
を
契
機
と
し
て
決
定
的
に
破
壊
さ
れ
、
同
時
に
こ
の
時
期
に
、
.そ
の
後

ル
'ュ
ト
ゲ
著
.

「

社
畲
經
濟
史
に
お
け
る
第
十
四
：
•
五
世
紀」

.

に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
經
濟
史
を
特
微
づ
け
る
發
展
が
開
始
し
た
の
で
あ 

つ
た
。
 

•

近
.世
の
始
點
は
何
時
か
。
こ
の.問
題
は
著
く
し
て
新
し
く
、
か
っ
て
歷 

史
家
に
し
て
こ
の
問
題
を
取
上
げ
な
か
っ*:
-者
は
な
い
。
實
に
リ
ュ
ト
ゲ 

敎
授
も
そ
.の
獨
自
の
見
解
を
、
こ
の
論
文
を
通a
て
展
開
し
て
い
た
。
そ 

，の
大
要
は
旣
に
紹
介
さ
れ
た
通
り
で
、
時
代
區
分
.の
際
の
新
し
い
一
っ
の 

立
場
を
示
し
てい
る

と

い

ぅ意
味
.に
お
い
て
、
正
に
法
目
す
べ
き
業
績
で 

.あ
っ
た
。
敎
授
に
ょ
れ
ば
、

'

第
十
四
•
五
世
紀
こ
そ
迸
世
の
始
點
で
あ 

り
ノ
そ
の
原
因
と^
ゲ
敎
授
は
、
黑
死
腐
の
流
行
がョ
ー
ロ

ッ
ぷ
經
濟 

.に
も
た
ら
し
た
急
激
な
變
化
を
擧
げ
る
の
で
あ
る
。
時
代
區
分
に
お
け
る

.  

か
か
る
態
度
は
、
交
通
史
的
觀
點
、
宗
敎
史
的
觀
點
、
科
學
史
的
觀
點
か
ノ 

ら
こ
の
_
員
を
扱
っ
た
他
の
多
く
の
論
者
の
態
度
と
違
い
、
社
會
罾
胄
史 

的
立
場
ょ
り
ず
る
時
代
區
分
の
態
度
と
も
い
ぅ
べ
き
で
、
リ
ュ
ト
ゲ
敎
授 

の
こ
の
研
究
が
注
目
す
ベ
き
業
績
と
い
わ
れ
る
の
も
、
正
に
か
か
る
意
味 

广
に
お
い
て
で
あ
っ
た
の
で
あ
る-0
.:H

.

九

.(

四
四
九)


