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一
九
八
六
年
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
マ
ザ
ン
キ
と
い
う
楽
器
が
み
ん
ぱ
く
に
や
っ
て
き

た
。
収
集
デ
ー
タ
に
は
、
一
九
世
紀
に
つ
く
ら
れ
、
ヴ
ィ
エ
ル
コ
ポ
ー
ル
ス
カ
地
方
で
あ

る
楽
隊
が
使
用
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
マ
ザ
ン
キ
と
は
簡
単
に
い
う
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
衆
の
あ
い
だ
で
つ
く
ら
れ
用
い
ら
れ
て
い
た
バ
イ
オ
リ
ン
の
原
型
の
よ

う
な
も
の
で
、
ギ
コ
ギ
コ
荒
っ
ぽ
く
演
奏
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
殴
り
書
き
を
意
味
す
る
「
マ

ザ
チ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
ち
な
ん
で
、
そ
の
名
が
つ
い
た
ら
し
い
。
そ
ん
な
マ
ザ
ン
キ
は
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
文
化
的
に
重
要
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
過
言
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

　

一
〇
〇
年
あ
ま
り
前
に
、
シ
ェ
ン
キ
ェ
ヴ
ィ
チ
と
い
う
作
家
が
活
躍
し
て
い
た
。
彼
の

文
学
作
品
の
な
か
に
、「
ヤ
ン
コ
君
」
と
い
う
短
編
小
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
農
村
の
貧

し
い
生
活
を
描
い
た
も
の
で
、
田
舎
の
住
民
へ
の
教
育
の
必
要
性
を
訴
え
る
な
ど
、
当
時

の
世
相
を
反
映
し
た
社
会
的
作
品
で
あ
っ
た
。
主
人
公
の
ヤ
ン
コ
君
は
一
〇
歳
ぐ
ら
い
の

少
年
で
、
生
ま
れ
つ
き
か
ら
だ
が
弱
く
、
農
業
の
手
伝
い
な
ど
は
一
切
で
き
な
か
っ
た
が
、

あ
る
ひ
と
つ
の
こ
と
に
熱
意
を
も
っ
て
い
た
。
ど
う
し
て
も
本
物
の
バ
イ
オ
リ
ン
を
弾
き

た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
バ
イ
オ
リ
ン
を
手
に
入
れ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
彼
は
、
木
の
塊
を

彫
り
、
三
本
の
弦
を
張
っ
て
、
自
分
な
り
の
バ
イ
オ
リ
ン
を
つ
く
っ
た
が
、
そ
の
出
来
栄

え
は
み
す
ぼ
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
音
楽
に
か
け
る
か
た
く
な
な
情
熱
は
か
え

っ
て
ヤ
ン
コ
君
に
悲
劇
を
招
い
て
し
ま
う
の
だ
が
、読
み
手
を
感
動
さ
せ
る
物
語
で
あ
っ
た
。

シ
ェ
ン
キ
ェ
ヴ
ィ
チ
は
一
九
〇
五
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
、
今
日
彼
の
文
学

作
品
は
後
世
の
母
語
教
育
の
教
材
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
義
務
教
育

を
受
け
た
人
は
、
ヤ
ン
コ
君
が
彼
の
自
作
の
「
バ
イ
オ
リ
ン
」
を
弾
い
て
い
る
場
面
が
記

憶
の
ど
こ
か
に
残
っ
て
い
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
あ
れ
ば
、
み
ん
ぱ
く

に
や
っ
て
き
た
こ
の
マ
ザ
ン
キ
を
見
て
、
き
っ
と
ヤ
ン
コ
君
の
楽
器
を
連
想
す
る
に
ち
が

い
な
い
。
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王
朝
時
代
の
玉
座

今
、
ビ
ル
マ
（
現
国
名
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
は
、
急
激
な
動
き
と
変

化
の
な
か
に
あ
る
。
そ
の
大
き
な
契
機
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の
は
、

昨
年
の
米
国
の
ク
リ
ン
ト
ン
国
務
長
官
の
訪
問
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
彼
女
の
よ
う
な
賓
客
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
大
統
領
と
が
会
談
し

て
い
る
後
ろ
に
は
、
か
つ
て
の
王
朝
時
代
の
「
玉
座
」
が
控
え
て

い
た
こ
と
に
気
づ
か
れ
た
だ
ろ

う
か
。
玉
座
は
「
獅
子
の
玉
座
」

と
よ
ば
れ
、
王
と
王
権
を
象
徴

し
て
い
る
。
玉
座
は
か
つ
て
マ
ン

ダ
レ
ー
の
王
宮
に
あ
っ
て
、
四

方
の
倍
数
の
八
基
（
実
際
に
は

九
基
）
あ
っ
た
と
い
う
。
一
九
世

紀
半
ば
に
英
国
の
支
配
下
に
な

る
と
、
王
宮
の
宝
物
の
幾
つ
か

が
英
国
等
に
も
ち
去
ら
れ
る
が
、

こ
の
玉
座
も
一
基
が
当
時
英
領

イ
ン
ド
の
カ
ル
カ
ッ
タ
の
博
物
館

に
移
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ

が
結
果
的
に
幸
い
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
後
、
第
二
次
世
界

大
戦
の
戦
火
の
な
か
で
玉
座
は

王
宮
と
と
も
に
焼
失
す
る
が
、
も
ち
出
さ
れ
て
い
た
一
基
が
残
り
、

一
九
五
四
年
に
返
還
さ
れ
た
。
今
ヤ
ン
ゴ
ン
の
国
立
博
物
館
に
て

展
示
さ
れ
て
お
り
、
上
述
の
会
談
の
後
ろ
の
も
の
は
、
二
〇
〇
六

年
に
新
し
く
首
都
と
な
っ
た
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
に
あ
る
レ
プ
リ
カ
で

あ
る
。

新
首
都
・
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー

ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
は
一
般
に
「
都
・
王
都
」
を
意
味
す
る
語
で
、

先
の
マ
ン
ダ
レ
ー
は
「
ヤ
ダ
ナ
ボ
ゥ
ン
・
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
」、
す
な

わ
ち
「
宝
石
の
よ
う
な
都
」
と
い
う
優
雅
な
呼
び
方
が
つ
け
ら
れ

て
い
た
。
そ
し
て
、
現
在
の
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
が
広
大
な
土
地
を
切

り
開
き
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、マ
ン
ダ
レ
ー
も
、エ
ー
ヤ
ー

ワ
デ
ィ
ー
川
中
流
の
左
岸
に
、
碁
盤
目

状
の
街
づ
く
り
を
し
た
計
画
都
市
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
現
在
の
政
権
は
、

植
民
地
化
の
危
機
に
あ
っ
て
外
国
勢
力

と
対た

い

峙じ

し
た
時
代
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る

と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
王
朝
時
代

の
栄
光
の
回
復
、
伝
統
的
な
王
権
の

再
生
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
ヤ
ン
ゴ

ン
（
ラ
ン
グ
ー
ン
）
が
植
民
地
化
の
過

程
で
築
か
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

新
し
い
都
は
、
英
領
時
代
か
ら
続
い
て

き
た
西
欧
に
な
ら
う
近
代
化
の
流
れ
を

断
ち
き
り
、
克
服
す
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、「
玉
座
」
を
新
首
都
に

も
っ
て
行
こ
う
と
し
た
と
き
に
、
守

護
霊
が
い
る
の
で
ヤ
ン
ゴ
ン
か
ら
離
す
と
良
く
な
い
と
占
い
師
が

言
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
物
は
元
の
場
に
と

ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
話
が
人
び
と
に
ま

こ
と
し
や
か
に
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
岐
路
に
立
つ
こ
の
国

の
今
の
あ
り
よ
う
が
う
か
が
え
る
。
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王朝時代の「獅子の玉座」。王と王権を象徴する


