
モ
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ト
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･
ペ
イ
グ

リ

ン

｢
マ
ル
サ
ス
と

ロ
ー
ダ

ー
デ
ィ

ル
､

反

-
カ

ー
ド
的
伝
統
｣

M
o
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e
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Y
o
r

k
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リ
カ
ー
ド
全
集
と

｢経
済
分
析
の
歴
史
｣
に
よ
っ
て
一
九
五

〇
年
代

に
新
た
な
刺
激
を
得
た
イ
ギ
リ
ス
､
ア
メ
リ
カ
の
学
史
研
究
は

'
主
と

し
て
反
リ
カ
ー
ド
的
潮
流
の
肯
定
的
再
枚
討
と
い
う
方
向
で
､
次
々
と

十
九
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
経
済
学
に
関
す
る
研
究
書
を
生
み
出
し
て

い
聖

本
書
は
そ
の
中
で
も
論
旨
の
明
快
さ
と
問
題
設
定
の
面
白
さ
の

点
で
出
色
の
も
の
で
あ
る
｡

3
拙
稿
'
書
評

｢
サ
,"
ユ
ニ
ル
･
ベ
イ
リ
ー
と
古
典
駈
価
値
論
｣

成
城
大
学
経
済
研
究
第
十
七
号

一
九
七
-
八
頁
参
照

本
書
に
お
い
て
ペ
イ
グ
リ
ン
が
明
ら
か
に
し
よ
-
と
試
み
て
い
る
の

は
'

｢初
期

マ
ル
サ
ス
と
後
期

マ
ル
サ
ス
の
対
立
｣
(p
.2))
'
即
ち
､

初
版
人
口
論
及
び
地
代
論
の
マ
ル
サ
ス
と
経
済
学
原
理
及
び
人
口
論
綱

要
の
マ
ル
サ
ス
の
理
論
的
差
異
の
検
出
で
あ
る
｡
当
時
の
経
済
理
論
及
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び
政
策
の
潮
流
の
中
で
こ
の
対
立
を
把
え
る
な
ら
、
初
期
マ
ル
サ
ス
は

リ
カ
ー
ド
段
階
で
の
古
典
経
済
学
の
理
論
的
育
成
者
=
人
ロ
論
と
差
額

地
代
論
に
お
け
る
リ
カ
ー
ド
の
先
駆
者
で
あ
り
、
後
期
マ
ル
サ
ス
は
か

か
る
古
典
経
済
学
の
批
判
者
＝
就
中
有
効
需
要
論
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ

の
先
駆
者
で
あ
る
。
ペ
イ
グ
リ
ン
は
マ
ル
サ
ス
を
か
よ
う
に
二
分
し
て

把
え
、
後
期
マ
ル
サ
ス
の
理
論
的
先
駆
を
ロ
ー
ダ
ー
デ
イ
ル
に
求
め
、

両
者
の
政
策
的
立
場
を
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
の
保
守
的
伝
統
主
義
に

　
　
　
圓

見
出
し
て
、
マ
ル
サ
ス
変
貌
の
経
緯
を
跡
ず
け
る
。
本
書
の
題
名
に
マ

ル
サ
ス
と
並
ん
で
ロ
ー
ダ
ー
デ
イ
ル
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ペ
イ

グ
リ
ン
の
か
か
る
問
題
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
本
書
に
お

け
る
ロ
ー
ダ
ー
デ
イ
ル
の
扱
い
は
、
か
か
る
問
題
意
識
か
ら
想
像
さ
れ

る
よ
り
は
遥
か
に
大
き
な
比
率
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
価
値
論
、
有
効

需
要
論
は
も
と
よ
り
、
上
院
に
お
け
る
諸
活
動
ｌ
通
貨
問
題
、
穀
物
法

問
題
な
ど
ｌ
の
紹
介
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
ご
と
く
に
後
期

マ
ル
サ
ス
と
の
非
常
な
類
似
が
見
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
れ
は

本
書
に
お
い
て
不
可
欠
の
叙
述
な
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
、

最
近
の
学
史
研
究
に
共
通
の
n
e
g
l
e
c
t
e
d

e
c
o
n
o
ﾖ
i
s
t
s
再
評
価
と
い

う
・
シ
ュ
ム
ぺ
ー
タ
ー
に
よ
る
セ
リ
グ
マ
ン
復
活
の
傾
向
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
更
に
、
「
経
済
分
析
の
歴
史
」
が
ロ
ー
ダ
ー
デ
イ
ル
に
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

た
非
常
に
高
い
評
価
を
も
な
お
低
し
と
す
る
ベ
イ
グ
リ
ン
の
義
民
顕
賞

意
欲
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る
。

-202一一



　
マ
ル
サ
ス
の
変
貌
を
彼
の
社
会
哲
学
的
立
場
と
理
論
の
継
承
関
係
か

ら
解
く
と
い
う
ペ
イ
グ
リ
ン
の
接
近
方
法
は
、
わ
れ
わ
れ
に
マ
ン
ハ
イ

ム
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
。
何
故
な
ら
、
か
か
る
接
近
方
法
は
、
思
想
的

立
場
を
経
済
理
論
を
規
定
す
る
重
要
な
要
因
の
一
つ
と
し
て
取
扱
う
と

い
う
方
法
論
的
態
度
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
思
想
を
、
一
面

で
は
、
継
承
に
よ
る
発
展
で
押
え
、
他
面
で
は
、
そ
の
荷
い
手
た
る
社

会
諸
階
級
の
変
遷
に
照
応
さ
せ
て
把
え
る
と
い
う
手
法
は
、
ま
さ
に
、

マ
ン
ハ
イ
ム
の
立
場
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
ペ
イ
グ
リ
ン
も
マ

ン
ハ
イ
ム
を
高
く
評
価
す
る
（
？
ぶ
）
、
し
か
し
、
研
究
対
象
が
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
論
理
と
内
的
動
因
を
も
つ
問
題

解
決
の
科
学
た
る
経
済
理
論
で
あ
る
た
め
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
有
効
性
は

か
な
り
の
限
定
を
う
け
ざ
る
を
え
な
い
（
?
応
）
。
マ
ン
ハ
イ
ム
的
接

近
の
対
極
に
あ
る
の
は
、
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
及
び
ロ
ビ
ン
ズ
卿
の
立
場

で
あ
る
。
社
会
的
バ
イ
ア
ス
が
経
済
理
論
に
与
え
る
影
響
は
論
理
的

分
析
に
よ
っ
て
そ
の
理
論
体
系
か
ら
自
ず
と
排
除
さ
れ
る
と
シ
ュ
ム
ペ

　
　
㈲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
　
ｓ
　
Ｉ

ー
タ
ー
は
理
解
し
、
古
典
派
的
政
策
は
古
典
理
論
の
論
理
的
帰
結
で
あ

り
、
古
典
経
済
学
者
達
は
、
階
級
的
バ
イ
ア
ス
か
ら
自
由
な
、
善
意
に

み
ち
た
公
平
な
人
士
で
あ
っ
た
と
ロ
ビ
ン
ズ
卿
は
主
張
す
る
。
ベ
イ
グ

リ
ン
は
、
か
か
る
立
場
に
も
あ
る
程
度
の
価
値
を
認
め
る
が
、
し
か

し
、
社
会
哲
学
の
影
響
を
彼
ら
は
軽
視
し
す
ぎ
て
お
り
、
如
何
に
善
意

の
人
士
と
い
え
ど
も
階
級
的
文
化
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
忘
れ

て
い
る
と
批
判
す
る
。
ペ
イ
グ
リ
ン
は
か
よ
う
な
検
討
を
行
な
っ
た
後

に
、
社
会
科
学
に
お
け
る
理
論
化
の
努
力
が
、
客
観
性
の
追
求
と
あ
る

特
定
の
価
値
観
に
よ
り
理
論
を
正
当
化
の
手
段
と
せ
ん
と
す
る
圧
力
と

の
相
克
の
下
に
行
な
わ
れ
る
と
把
え
、
ま
た
、
理
論
と
社
会
哲
学
の
相

互
関
係
の
考
察
を
、
理
論
懐
胎
の
事
情
と
そ
の
特
性
と
へ
の
洞
察
を
与

え
る
と
い
う
説
明
的
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
重
視
す
る
。
何
故
に
特

定
の
変
数
が
強
調
さ
れ
た
か
、
何
故
に
長
期
分
析
が
行
な
わ
れ
た
か
と

い
っ
た
類
の
問
題
は
、
か
か
る
考
察
な
し
に
は
解
き
得
ぬ
と
彼
は
主
張

す
る
の
で
あ
る
（
?
誌
）
。
ぺ
イ
グ
リ
ン
の
か
か
る
方
法
論
的
反
省
は
、

わ
が
国
で
の
学
史
研
究
の
水
準
か
ら
見
れ
ば
、
取
立
て
て
問
題
に
す
る

必
要
も
な
い
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
彼
の
意
味
で
の
シ
ュ
ム
ペ

ー
タ
ー
、
ロ
ビ
ン
ズ
擲
的
方
法
の
目
立
つ
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
の
学

－一一203-



史
研
究
の
中
で
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
本
書
の
特
色
の
一
つ
を
な
す
と

評
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
ペ
イ
グ
リ
ン
の
描
く
マ
ル
サ
ス
の
変
貌
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
初
版

人
口
論
は
マ
ル
サ
ス
の
現
状
認
識
を
示
す
も
の
、
即
ち
短
期
分
析
に
基

く
も
の
で
あ
っ
て
、
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
如
き
長
期
理
論
と
し
て
の

み
提
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
人
口
は
既
に
飽
和
状
態
に
達
し
て
お

り
、
有
効
需
要
の
不
足
は
存
在
し
て
い
な
い
。
収
穫
逓
減
が
前
提
さ

れ
、
貧
困
は
土
地
の
自
然
力
の
不
足
の
結
果
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
″
食
料
は
そ
れ
自
身
の
需
要
を
生
み
出
す
″
と
い
う
マ
ル
サ

ス
自
身
の
言
葉
が
い
み
じ
く
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
い
ね
ば
後

の
セ
ｌ
法
則
を
部
分
的
に
は
前
提
し
た
形
で
人
ロ
論
を
作
り
あ
げ
て
い

た
の
で
あ
る
。
か
か
る
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
救
貧
法
、
救
貧
院
、
公
共
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事
業
に
よ
る
失
業
救
済
な
ど
の
政
策
は
い
ず
れ
も
人
ロ
増
加
を
助
け
貧

困
の
度
を
深
め
る
の
み
で
あ
っ
て
、
何
ら
救
済
に
な
ら
な
い
。
従
っ

て
、
真
の
救
済
策
は
、
労
働
者
に
節
欲
、
深
慮
、
先
見
の
明
を
授
け
、

彼
ら
自
身
が
人
口
を
労
働
需
要
に
適
合
さ
せ
る
能
力
を
持
つ
よ
う
に
仕

向
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
効
果
を
も
つ
唯
一
の
経

済
政
策
は
、
貯
蓄
銀
行
で
あ
る
。

　
人
ロ
論
に
お
け
る
か
か
る
マ
ル
サ
ス
と
経
済
学
原
理
に
お
け
る
マ
ル

サ
ス
が
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
こ
と
は
、
自
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
原

理
に
お
い
て
は
、
現
状
が
、
人
口
は
未
だ
自
然
的
資
源
に
比
し
て
著
し

く
稀
少
で
あ
り
、
収
穫
逓
増
を
前
提
と
す
べ
き
社
会
と
し
て
把
え
ら
れ

て
お
り
、
人
口
増
那
を
現
実
に
制
限
し
て
い
る
の
は
自
然
力
で
は
な
く

制
度
＝
人
為
で
あ
り
、
現
実
の
貧
困
は
総
需
要
の
不
足
に
基
く
も
の
で

あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
セ
ー
法
則
は
否
定
さ
れ
、
貯
蓄
銀
行
政
策
は
皮

肉
ら
れ
、
代
っ
て
有
効
需
要
論
＝
不
生
産
的
消
費
の
理
論
が
軸
に
据
え

ら
れ
、
公
共
事
業
に
よ
る
完
全
雇
用
政
策
が
短
期
分
析
の
政
策
的
提
案

と
な
る
。
か
つ
て
、
人
口
論
が
激
し
い
社
会
的
論
議
を
巻
き
お
こ
し
た

の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
短
期
分
析
と
し
て
提
示
さ
れ
た
が
故
で
あ
っ
た

が
、
今
で
は
単
に
長
期
の
不
可
避
的
傾
向
と
し
て
有
効
需
要
論
の
背
後

に
飾
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
八
二
四
年
の
「
人
ロ
論
綱
要
」
に

お
い
て
、
マ
ル
サ
ス
は
、
人
口
論
を
長
期
理
論
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
原
理
の
立
場
と
融
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
先
に
の
べ
た

如
き
全
く
相
反
す
る
政
策
的
提
案
を
有
効
需
要
論
で
統
一
せ
ん
と
す
る

の
は
、
元
来
、
成
功
す
る
筈
の
な
い
試
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
何
故
マ
ル
サ
ス
は
人
口
論
と
有
効
需
要
論
を
分
離
し
、
後
者

の
み
を
理
論
の
軸
に
据
え
る
に
至
っ
た
の
か
。
ペ
イ
グ
リ
ン
は
、
対
仏

戦
争
に
よ
り
換
起
さ
れ
た
経
済
の
活
況
と
戦
争
終
結
に
続
く
停
滞
と
を

マ
ル
サ
ス
が
比
較
検
討
し
た
結
果
だ
と
推
測
し
、
こ
の
場
合
、
ロ
ー
ダ

ー
デ
イ
ル
の
消
費
者
選
択
と
需
要
と
に
よ
る
交
換
価
値
分
析
（
マ
ル
サ

ス
は
こ
れ
に
生
産
費
分
析
を
加
え
た
）
、
有
効
需
要
論
、
過
剰
貯
蓄
批

判
な
ど
が
、
理
論
的
先
駆
と
し
て
大
き
な
影
響
を
も
っ
た
と
す
る
。
両

者
の
か
か
る
理
論
的
結
合
を
可
能
に
し
た
も
の
が
、
バ
ー
ク
的
伝
統
主

義
で
あ
り
、
穀
物
法
問
題
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
た
（
ロ
ー
ダ
ー
デ
イ

ル
は
十
四
年
に
自
由
貿
易
主
義
か
ら
保
護
主
義
に
移
っ
た
）
と
こ
ろ
の

　
「
農
業
社
会
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
政
治
経
済
上
の
諸
制
度
を
一
切
合

財
擁
護
す
る
」
（
p
.
1
1
2
）
心
的
態
度
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
思
想
的
立

場
の
故
に
、
マ
ル
サ
ス
は
、
例
え
ば
、
大
土
地
所
有
制
を
分
割
相
続
に

よ
り
小
地
主
割
に
変
え
る
こ
と
が
有
効
需
要
を
高
め
安
定
さ
せ
る
上
に

効
果
的
で
あ
る
と
理
論
上
は
認
め
な
が
ら
、
な
お
、
衆
愚
の
独
裁
を
防

ぐ
た
め
に
長
子
相
続
法
を
支
持
し
た
の
で
あ
っ
た
（
（
？
）
回
）
。

　
ぺ
イ
グ
リ
ン
の
か
か
る
変
貌
描
出
は
、
た
し
か
に
問
題
提
起
的
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

っ
て
、
ド
ッ
ブ
が
回
り
g
s
r
}
と
評
し
て
い
る
の
も
う
な
ず
け
る
。

し
か
し
、
初
期
と
後
期
と
を
あ
ま
り
に
も
栽
然
と
分
ち
す
ぎ
て
い
る
た

め
、
か
え
っ
て
説
得
力
を
欠
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
筆
者
に
は
思
え

る
。
例
え
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
が
有
効
需
要
論
の
先
駆
を
見
出
し
、
「
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

に
体
系
的
な
経
済
的
思
考
の
は
じ
ま
り
が
あ
る
」
と
評
し
た
一
八
○
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
哨

年
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
ペ
イ
グ
リ
ン
的
図
式
か
ら
完
全
に
は
み
出
し
て
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㈲

い
る
（
ち
な
み
に
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
ロ
ー
ダ
ー
デ
イ
ル
の
著
書

よ
り
四
年
早
い
）
。
ま
た
、
古
典
派
育
成
者
マ
ル
サ
ス
の
主
た
る
業
績

と
さ
れ
る
差
額
地
代
論
に
し
て
も
、
立
論
の
典
拠
を
な
す
一
ハ
一
五
年

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
ケ
ネ
ー

＝
ス
ミ
ス
的
な
土
地
生
産
力
説
が
主
で
あ
っ
て
、
リ
カ
ー
ド
は
マ
ル
サ

ス
の
一
部
を
価
値
移
転
説
に
鍛
え
あ
げ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ぺ

イ
グ
リ
ン
は
、
逆
に
、
後
者
を
マ
ル
サ
ス
地
代
論
の
主
要
因
と
押
え
た

た
め
、
マ
ル
サ
ス
地
代
論
と
収
穫
逓
増
の
結
合
を
理
論
外
の
条
件
か
ら

説
明
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ダ
ー
デ
イ
ル
と
異
り
マ

ル
サ
ス
は
、
い
わ
ば
、
思
想
的
立
場
に
お
い
て
首
尾
一
貫
し
て
い
た
と

理
解
し
え
よ
う
。
従
っ
て
、
彼
の
二
面
性
は
単
に
時
間
的
に
二
分
し
て

把
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
理
論
活
動
の
全
期
間
を
通
し
て
並
存
し

て
い
た
と
把
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
本
書
に
は
、
以
上
の
如
き
内
容
の
ほ
か
、
リ
カ
ー
ド
、
マ
ル
サ
ス
の

価
値
論
を
扱
っ
た
部
分
（
第
一
章
と
付
録
）
、
反
り
カ
ー
ド
的
伝
統
の

衰
退
を
扱
っ
た
第
六
章
な
ど
が
あ
る
。
後
者
は
、
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
批

判
で
あ
っ
て
、
リ
カ
ー
ド
派
が
当
時
理
論
的
社
会
的
に
大
き
な
影
響
力

を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
、
理
論
の
性
格
と
マ
カ
ロ
ッ
ク
を
主
と
す
る
諸

理
論
家
の
活
躍
の
ス
ケ
ッ
チ
で
論
証
し
て
い
る
。
前
者
に
は
、
残
念
な

が
ら
、
特
に
リ
カ
ー
ド
価
値
論
に
つ
い
て
誤
解
が
目
立
つ
。
中
で
も
、

リ
カ
ー
ド
の
金
の
価
値
に
つ
い
て
の
考
察
を
マ
ー
シ
ャ
ル
の
代
表
的
企

業
の
概
念
と
同
一
視
し
た
り
、
絶
対
的
価
値
尺
度
に
関
す
る
マ
ル
サ

ス
、
リ
カ
ー
ド
の
考
察
を
、
鬼
火
を
追
い
求
め
る
も
の
と
評
し
た
り
す

る
部
分
は
若
干
気
の
毒
で
さ
え
あ
る
。
気
の
毒
だ
と
評
す
る
の
は
、
価

値
論
の
分
析
に
失
敗
し
た
こ
と
に
、
ペ
イ
リ
ン
グ
が
、
マ
ル
サ
ス
の
二

面
性
を
縦
に
探
れ
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
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