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S
P
・
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ン
ト
法
に
次
の
条
項
が
あ
る
。

告とL
H問

二
・
四
四
・
一

い
ず
れ
か
の
所
領
に
つ
い
て
あ
る
者
が
、
一
年
と
一
目
、
(
法
廷
に
お
け
る
)
正
式
な
異
議
(
申
立
を
受
け
る
こ
と
)

な
し
に
(
即
日

5
n
Z席
者
色
。
『
名
門
陸
宮
)
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
の
中
に
も
っ
て
い
る
(
吉
明
者
m
B
Z
g門)
(
H
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
場
合
、
そ

の
者
は
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

i
レ

(
m
g
B
n
zお
さ
m
R
)
(
と
呼
ば
れ
る
権
利
)
を
も
っ
(
な
い
し
、
取
得
す

る
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
人

(
H
他
の
者
、
所
領
の
占
有
権
者
)
が
あ
る
者
の
(
占
有
・
支
配
の
)
下
に
あ
る
所
領
を
訴
求
し
て
い
る
聞
は
、

彼

(
H
あ
る
者
、
所
領
の
占
有
者
)
が
い
か
に
長
く
そ
れ

(
H
一
年
と
一
日
の
期
間
)
を
こ
え
て
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
実
力
を
も
っ
て

(2) 

(
呂
門
官
毛
色
円
)
(
H
不
法
に
、
正
当
な
権
原
な
し
に
)
保
持
し
て
い
よ
う
と
も
、
彼

(
H
そ
の
者
、
所
領
の
占
有
者
)
が
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)

に
つ
い
て
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(5nv円
何
者
刊
お
)
(
の
権
利
)
を
獲
得
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
、
人

(
H
他
の
者
、
所
領
の
占
有
権
者
)

が
そ
の
(
法
廷
に
お
け
る
)
正
規
の
訴
え

(
B
n
v
g
E占
師
)
(
を
も
っ
て
所
領
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
)
を
証
人
に
よ
り
立
証
し
う
る
限
り
。

こ
の
条
項
に
よ
っ
て
次
の
二
つ
の
こ
と
が
分
か
る
。
①
誰
か
が
あ
る
所
領
を
適
法
に
取
得
し
た
場
合
、
彼
が
「
一
年
と
一
日
」
そ
の
所
領

を
(
誰
か
ら
も
)
法
廷
で
正
式
な
異
議
申
立
を
受
け
ず
に
占
有
・
支
配
し
て
い
れ
ば
、
彼
は
そ
の
所
領
に
つ
い
て
「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
と

呼
ば
れ
る
権
利
を
取
得
す
る
。
②
し
か
し
、
あ
る
者
が
他
の
者
か
ら
「
実
力
を
も
っ
て
」

(
H
不
法
に
)
所
領
を
奪
っ
た
場
合
は
、
そ
の
者
が

所
領
を
い
か
に
長
く
占
有
・
支
配
し
て
い
て
も
、
そ
の
者
が
所
領
に
つ
い
て
「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
(
の
権
利
)
を
取
得
す
る
こ
と
は
決
し

て
な
い
。
た
だ
し
こ
の
②
に
つ
い
て
は
、
所
領
を
奪
わ
れ
た
者
(
日
占
有
権
者
)
が
(
一
年
と
一
日
以
内
に
)
「
正
規
の
訴
え
」

(Bnvお
宣
晶
刊
)

を
起
こ
し
て
そ
の
所
領
を
訴
求
し
、
か
っ
そ
の
こ
と
を
証
人
に
よ
っ
て
立
証
で
さ
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
こ
の
条
項
で
は
、
「
正
規
の
訴
え
」
は
、
所
領
の
占
有
権
者
が
そ
の
所
領
(
の
占
有
・
支
配
)
を
「
実
力
を
も
っ
て
」
(
な
い
し
、
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不
法
に
)
奪
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
を
取
り
戻
す
た
め
に
(
そ
し
て
、
相
手
方
に
事
実
上
「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
の
権
利
が
成
立
す
る
の
を
阻
止
す

(3) 

る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
)
「
一
年
と
一
日
」
以
内
に
取
る
べ
き
法
的
手
段
、
と
し
て
現
れ
る
。

(4) 

(
ニ
)
す
で
に
別
稿
で
論
じ
て
お
い
た
よ
う
に
、

s
s
p
(の
テ
キ
ス
ト
)
は
、
著
者
・
ア
イ
ケ
が
「
序
詩
1

1
対
韻
句
形
の

l
l
I」
の
中

は
じ
め
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
後
に
(
主
君
の
要
望
も
だ
し
難
く
)
ド
イ
ツ
語
に
移
さ
れ
た
も
の
、
と
推
定
す
る

で
自
ら
述
べ
て
い
る
通
り
、

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ラ
テ
ン
語
版
原
本
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
に
つ
い
て
は
(
今

日

一
般
に
)
〉
ロ
2
2
5
E∞
母
σ
g
m
m
2
2
と
呼
ば
れ
て
い
る
書
物
が
(
ほ
ぼ
)
そ
の
原
型
を
伝
え
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ラ
ン
ト
法
」

ラ
テ
ン
語
版
原
本
の
姿
を
伝
え
る
も
の
は
(
今
ま
で
の
と
こ
ろ
)
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、

s
s
p
・
ラ
テ
ン
語
版
原
本

の
部
に
つ
い
て
は
、

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(1) 

は
(
今
日
わ
れ
わ
れ
が
見
る
の
と
は
逆
に
)
「
レ
!
ン
法
」

(
H
A
V
)
↓
「
ラ
ン
ト
法
」
の
順
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
語
に
移
さ
れ
る

際
に
、
(
「
序
詩
」
・
「
序
言
」
・
「
序
文
」
な
ど
の
)
巻
頭
部
を
加
え
た
上
で
、
「
ラ
ン
ト
法
」
↓
「
レ

l
ン
法
」
の
順
に
改
め
ら
れ
た
、
と
見
て
(
ま

ず
)
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た

S
S
P
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
に
関
す
る
私
見
を
前
提
に
し
て
テ
キ
ス
ト
の
成
立
順
に
見
て
い
く
と
、
ま
ず

(
S
S
P
・「レ
l
ン

法
」
の
ラ
テ
ン
語
版
に
き
わ
め
て
近
似
す
る
)
A
V
に
は
、
(
言
葉
と
し
て
は
お
円
E
S
T
-
白
田
町
に
当
た
る
)
百
三
E
A
C
(
S
E
E
S
-
岱
の
語
が
四
条
項
の
各

一
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
次
い
で
、
(
ド
イ
ツ
語
版
)
S
S
P
に
は
お
n
F
8
r
g唱
の
語
が
(
右
に
引
用
し
た
こ
・
四
回
・
一
を
含
む
)
「
ラ
ン

ト
法
」
の
三
条
項
の
各
一
箇
所
お
よ
び
「
レ

1
ン
法
」
の
五
条
項
の
六
箇
所
に
姿
を
見
せ
る
。
し
か
し
、

A
V
の

Z
E官官)開『
5
3
5
の
用

例
の
う
ち
、
「
レ

l
ン
法
」
の
対
応
条
項
で
(
そ
の
ま
ま
)
お
岳
お
玄
印
刷
白
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
二
例
だ
け
で
あ
り
、
他
の
二
例
に
つ
い
て
は

jヒi:tS5(6・5)2225

「レ

l
ン
法
」
の
対
応
条
項
に
お
n
Z白
骨
宮
明
白
の
語
は
見
当
た
ら
な
い
(
つ
ま
り
、
「
レ
l
ン
法
」
で
は
対
応
箇
所
が
改
訂
な
い
し
削
除
さ
れ
て
い
る
)
。

ま
た
、
「
レ
l
ン
法
」
の
方
か
ら
見
る
と
、
『
m
n
z
s
E
日
明
白
の
六
つ
の
用
例
中
、
す
で
に

A
V
の
対
応
個
所
で

E
C官
官
)
何
ユ
ヨ

S
S
の
語
が
用

い
ら
れ
て
い
た
の
は
(
右
に
指
摘
し
た
)
二
例
に
す
ぎ
ず
、
他
の
四
例
は
、

A
V
の
対
応
条
項
に
対
応
す
る
丈
の
な
い
箇
所
、
あ
る
い
は
、
(
そ



説

れ
が
あ
っ
て
も
)
対
応
す
る

(
F
E
S
官
官

)Egg-白
の
)
語
が
用
い
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
箇
所
で
、
(
つ
ま
り
、
「
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る

A
V

の
テ
キ
ス
ト
へ
の
補
足
あ
る
い
は
そ
の
改
訂
の
結
果
、
そ
こ
で
新
た
に
)
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

吾ム
長岡

こ
の
よ
う
に
史
料
的
所
見
を
概
観
し
た
だ
け
で
も
、

(
A
V
の
)
呂
田
S
官
官

)Egg-E
と
(
ド
イ
ツ
語
版
・

S
S
P
の)円。
n
y
g
r
g明
白
の
語
は
、

言
葉
と
し
て
は
同
じ
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
の
用
法
な
い
し
概
念
に
は
か
な
り
大
き
な
相
違
が
あ
(
り
う
)
る
、
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
本
稿
は
、
直
接
に
は
、
こ
れ
ら
の
語
の
用
例
を
そ
れ
が
現
れ
る
テ
キ
ス
ト
の
成
立
順
に
網
羅
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の

聞
の
相
違
、
特
に

S
S
P
に
お
け
る
お
n
z
n
r
g唱
の
概
念
な
い
し
そ
れ
に
帰
さ
れ
て
い
る
(
法
的
)
機
能
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

(
5
)
 

(
三
)
私
は

S
S
P
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
の
問
題
に
関
心
を
も
っ
て
以
来
、
そ
れ
と
関
連
す
る
仕
事
と
取
り
組
む
傍
ら
、
旧
稿
「
ゲ
ヴ
エ

ー
レ
」
で
述
べ
た
私
見
を

S
S
P
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
の
視
点
か
ら
再
検
討
し
補
正
す
る
た
め
の
作
業
を
少
し
づ
っ
進
め
て
き
た
。
そ
の
結

果
を
ま
と
め
る
に
は
も
う
少
し
時
間
を
要
す
る
が
、
本
稿
が
、
副
題
に
掲
げ
た
よ
う
に
、

s
s
pに
お
け
る
お
n
z
n
O白
老
町
お
概
念
の
成
立

過
程
を

(
S
S
P
の
テ
キ
ス
ト
成
立
史
に
即
し
て
)
解
明
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
一
準
備
作
業
で
も
あ
る
こ
と
は
、
右
に
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法

一7
四
四
・
一
に
よ
っ
て
も
(
少
な
く
と
も
、
あ
る
程
度
は
)
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
以
下
に
本
文
で
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て

(
6
)
 

さ
ら
に
確
認
し
て
い
た
だ
け
る
は
ず
で
あ
る
。

(
A
V
に
お
け
る
用
例
)

(一

)
A
V
に
お
い
て
は
、
宮
肺
門
mw
心
C
(
白)
O

ユB
8
5
の
語
が
、

-
三
三
、
二
・
四
九
、
二
・
五
一
、
三
・
二
二
の
四
条
項
の
各
一
箇
所
に

北法55(6・6)2226



姿
を
見
せ
る
。

s
s
p
・
「
レ

l
ン
法
」
の
対
応
条
項
を
見
て
い
く
と
、
そ
の
う
ち

(
A
V
一

三
三
に
対
応
す
る
)
レ

l
ン
法

(
A
V
二
・
四
九
に
対
応
す
る
)
レ

l
ン
法
六
八
・
二
で
は
、
こ
の
語
に
対
応
し
て
お
n
F
8
5占
師
(
な
い
し
、
ヨ
ご
2
Z
R
E
a白
)
の
語
が
用
い

ら
れ
て
い
る
が
、

(
A
V
二
・
五
一
に
対
応
す
る
)
レ

l
ン
法
六
八
・
四
と

(
A
V
三
・
二
一
一
に
対
応
す
る
)
レ

i
ン
法
七
六
・
一
に
は
、
こ
れ
に

当
た
る
お
n
z
g
r
z唱
(
な
い
し
、
ヨ
ご
2
7
5
E由
加
開
)
語
は
見
当
た
ら
な
い
(
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
当
た
る
語
、
な
い
し
、
そ
れ
を
含
む
丈
が
削
除

さ
れ
て
い
る
)
。
以
下
に
お
い
て
は
、
順
次
、
ま
ず
A
V
の
関
連
条
項
、
次
い
で
そ
れ
に
対
応
す
る
「
レ

l
ン
法
」
の
テ
キ
ス
ト
の
邦
訳
を
掲

げ
て
、
両
者
を
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(l) 

(
ニ
)
ま
ず
A
V
一
三
三
に
つ
い
て

A

V
一
・
三
三

家
臣
が
(
ま
だ
)
彼
の
占
有
の
中
に
も
っ
て
い
な
い
(
ロ

g
E宮
同
宣
言
問
田
町
告
。
吉
田

E
)
(所
領
)
、
お
よ
び
、
(
ま

だ
)
彼
に
(
そ
れ
を
占
有
す
る
よ
う
)
指
定
(
な
い
し
、
特
定
・
明
示
)
さ
れ
て
い
な
い

(
5
2
Z
E
閉
ま
今

5
2寄
民
自
)
所
領
、
こ
れ
ら

(
の
所
領
)
を
(
家
臣
は
)
(
自
分
が
死
亡
し
た
場
合
)
息
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
(
主
君
に
異
動
が
生
じ
た
場
合
)
別
の

(
H
新

し
い
、
ま
た
は
、
上
級
)
主
君
に
そ
の
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
も
な
い
。
家
臣
は
、
し
か
し
、
(
彼
が
)
舌

g
s
s
g
呂
田
窓
(
血
豆
)
に

よ
っ
て
追
求
し
て
い
る
レ

l
ン
(
に
つ
い
て
)
は
、
そ
の
授
封
更
新
を
別
の

(
H
新
し
い
、
ま
た
は
、
上
級
)
主
君
に
求
め
(
る
こ
と
が

で
き
て
ま
た
(
そ
れ
を
)
息
に
相
続
さ
せ
る
(
こ
と
が
で
き
る
)
。

こ
れ
に
対
応
す
る
レ

l
ン
法
一
一
・
一
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

と

北法55(6・7)2227



説

レ
ー
ン
法
一
一
・
一

い
ず
れ
の
所
領
で
あ
れ
あ
る
家
臣
が
、
(
ま
だ
)
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
の
状
態
)
に
お
い
て
も
っ
て
い
な
い

(
B
E
M
g
加何者何『
2
2
n
Z
5『

5
5円)
(
H
占
有
・
支
配
し
て
い
な
い
)
も
の
、
お
よ
び
、
(
ま
だ
)
彼
に
(
主
君
か
ら
そ
れ
を
占
有
・
支
配

論

す
る
よ
う
)
指
定
(
な
い
し
、
特
定
・
明
示
)
さ
れ
て
い
な
い
(
刊
ヨ
2
d
k
g
g
g
Z
2
ロ
ぷ
回
)
も
の
(
に
つ
い
て
)
は
、
彼

(
H
家
臣
)
は
(
主

君
に
異
動
が
生
じ
た
場
合
)
そ
の
授
封
更
新
を
別
の

(
H
新
し
い
、
ま
た
は
、
上
級
)
主
君
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
(
自
分
が
死

(a) 

亡
し
た
場
合
)
(
そ
れ
を
)
彼
の
息
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
所
領
で
あ
れ
人
(
日
誰
か
他
の
者
)
が
そ

(
7
)
(
a
)
 

れ
を
(
そ
の
)
家
臣
か
ら
実
力
を
も
っ
て
(
邑
門
官
毛
色
円
)
(
H
不
法
に
)
奪
い
(
包
星
)
彼

(
H
家
臣
)
が
そ
れ
を
お

nzszp加
切
に
よ
っ
て

(b) 

(Eご町
n
z
q
E白
mm)
追
求
し
て
い
る
も
の

(
H
所
領
)
に
つ
い
て
は
、
彼

(
H
家
臣
)
が
(
そ
の
所
領
に
つ
い
て
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
欠
い

(
b
)
 

て
い
る

(
H
そ
れ
を
現
に
占
有
・
支
配
し
て
い
な
い
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

(
H
家
臣
)
は
そ
の
所
領
を
息
に
相
続
さ
せ
(
る
こ
と
が
で

(c) 

き
て
ま
た
彼

(
H
家
臣
)
自
身
、
そ
の
授
封
更
新
を
別
の

(
H
新
し
い
、
ま
た
は
、
上
級
)
主
君
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
彼

(
H
家

(
C
)
 

臣
)
が
そ
の
お
n
z
g
r
g
m
m
に
つ
い
て
証
人
を
も
っ
て
い
る
限
り
」
。

こ
の
両
条
項

l
l
特
に
そ
の
冒
頭
の

(
A
V
の
テ
キ
ス
ト
で
言
え
ば
)
「
家
臣
が
彼
の
占
有
の
中
に
も
っ
て
い
な
い
(
所
領
)
、

お
よ
び
、
彼

に
指
定
(
な
い
し
、
特
定
・
明
示
)
さ
れ
て
い
な
い
所
領
」
と
い
う
件

1

1
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
若
干
の
予
備
知
識
が
必
要
で
あ

る

一
般
に
、
家
臣
が
主
君
に
臣
従
札
(
な
い
し
、
忠
誠
宣
誓
)
を
捧
げ
て
所
領
を
封
与
さ
れ
る
と
、
家
臣
は
直
ち
に
そ
の
所
領
(
に
つ
い
て
占

有
権
を
取
得
し
、
そ
れ
)
を
(
レ
l
ン
と
し
て
)
占
有
・
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
彼
は
さ
ら
に
、
(
自
分
が
死
亡
し
た
場
合
)
そ
の

所
領
を
息

(
H
封
相
続
人
)
に
相
続
さ
せ
る
権
利
、
お
よ
び
、
(
主
君
に
異
動
が
生
じ
た
場
合
)
(
彼
自
身
が
)
新
し
い
主
君
ま
た
は
上
級
主
君
に
対

(
8
)
 

し
て
そ
の
所
領
の
授
封
更
新
を
請
求
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
例
外
的
に
、
家
臣
が
臣
従
札
(
な
い
し
、
忠
誠
宣
誓
)
を
捧
げ
て

北i去55(6・8)2228



封
与
さ
れ
た
所
領
を
す
ぐ
に
は
占
有
・
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
二
疋
の
時
点
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
そ
れ
を
(
現
実
に
)
占
有
・
支
配
で

き
な
い
場
合
が
二
つ
あ
る
。

(
S
S
P
・「レ
l
ン
法
」
の
用
語
を
用
い
る
と
)
、
所
領
の
加

ag唱
が
封
与
さ
れ
た
場
合
、
お
よ
び
、
宅
恒
三

5
明。

(
9
)
 

が
封
与
さ
れ
た
場
合
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
右
の
両
条
項
の
直
前
に
位
置
す
る

(
A
V
で
は
一

二
五
か
ら
、
「
レ
l〆

ン
法
」
で
は
六
・
こ
か
ら
始
ま
る
)
一
連
の
先
行
諸
条
項
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
場
合
の
う
ち
、
ま
ず

moa-Dmm(
の
封
与
)
と
い
、
つ
の
は
、
主
君
か
ら
家
臣
に
対
し
て
、
現
に
(
特
定
の
)
他
の
家
臣
が
占
有
・
支

配
し
て
い
る
(
特
定
の
)
所
領
を
、
占
有
者
が
息
(
H
封
相
続
人
)
な
し
に
死
亡
し
た
時
に
占
有
・
支
配
さ
せ
る
、
と
い
う
条
件
で
封
与
す
る

こ
と
を
一
言
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
占
有
者
が
息
な
し
に
死
亡
す
れ
ば
、
所
領
の
占
有
権
は
(
法
的
に
は
)
直
ち
に
(
H
自
動
的
に
)
個
目
f

ザク七ンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(l) 

己

g
m刊
権
者
の
手
に
移
る
、
と
考
え
ら
れ
る
が
、
占
有
者
が
存
命
中
に
所
領
を
主
君
に
返
還
し
た
り
な
ど
し
て
そ
れ
を
手
放
し
た
場
合
や
、

占
有
者
の
存
命
中
に
主
君
ま
た
は
明
白
色
言
明
問
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
(
な
ど
)
に
は
、
開
問
。
g
m
n
(
の
権
利
)
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
を
母
音
ロ
唱
(
の
封
与
)
と
い
う
の
は
、
主
君
が
家
臣
に
対
し
て
、
現
に
他
の
家
臣
た
ち
に
よ
っ
て
占
有
・

支
配
さ
れ
て
い
る
所
領
(
を
あ
ら
か
じ
め
特
定
せ
ず
、
そ
)
の
う
ち
(
占
有
者
が
息
な
し
に
死
亡
し
た
場
合
に
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
占
有
者
に
よ
る
所

領
の
返
還
、
占
有
者
か
ら
の
所
領
の
剥
奪
な
ど
)
な
ん
ら
か
の
理
由
で
主
君
に
と
っ
て
ぽ
島
各
に
な
っ
た

(
H
主
君
の
手
に
一
戻
っ
た
)
も
の
を
、

(
そ
の
時
点
で
)
占
有
・
支
配
さ
せ
る
と
い
う
条
件
で
封
与
す
る
こ
と
を
言
う
。
こ
の
場
合
、

sas官
権
者
は
(
原
則
と
し
て
)
所
領
を
占

有
・
支
配
す
る
前
に
主
君
か
ら
所
領
の
(
占
有
)
指
定
(
な
い
し
、
特
定
・
明
示
)
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
(
い
っ
た
ん
主
君
の
手
に
戻
っ
て

い
た
)
所
領
の
占
有
権
は
、
家
臣
が
所
領
の
(
占
有
)
指
定
(
な
い
し
、
特
定
・
明
示
)
を
受
け
た
時
に
家
臣
の
手
に
移
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

北法55(6.9)2229

以
上
に
よ
っ
て
、
こ
の
両
条
項
の
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
「
家
臣
が
彼
の
占
有
の
中
に
も
っ
て
い
な
い
、
お
よ
び
、
彼
に
指
定
さ
れ
て
い
な

い
所
領
」
と
い
う
)
の
は
、
家
臣
に
加

as唱
お
よ
び
垣

R
E白
伺
何
(
の
権
利
)
が
封
与
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な

い
聞
の
こ
と
で
あ
り
、
両
条
項
の
前
段
は
、
そ
う
し
た
状
況
に
あ
る
家
臣
に
は
(
自
分
が
死
亡
し
た
場
合
の
)
所
領
の
「
相
続
」
権

(
H
所
領
を



説

息
に
相
続
さ
せ
る
権
利
)
お
よ
び
(
主
君
が
交
替
し
た
場
合
の
)
(
新
し
い
、
ま
た
は
、
上
級
主
君
に
対
す
る
)
授
封
更
新
請
求
権
が
な
い
と
い
う
原

則
を
述
べ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
は
ず
で
あ
る
。

竺ι
白岡

こ
れ
に
対
し
て
両
条
項
の
後
段
で
は
、
(
こ
う
し
た
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
、
家
臣
は

(
A
V
の
テ
キ
ス
ト
で
言
え
ば

)
Z
g
ュョ。ョ三
5
門担に

よ
っ
て
追
求
し
て
い
る
レ

l
ン
」
に
つ
い
て
は
(
主
君
交
替
の
場
合
の
)
授
封
更
新
請
求
権
お
よ
び
(
自
分
が
死
亡
し
た
場
合
の
)
「
相
続
」
権
を

も
つ
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

」の

A
V
・
後
段
の
記
述
に
は
、

「
レ
ー
ン
法
」
で

a
l
a
の
件
(
日
「
人
が
そ
れ
を
家
臣
か
ら
実
力
を
も
っ
て
奪
い
」
)
、

b
l
b
の
件

(
H

「
彼
が
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
欠
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
)
、
お
よ
び
、

c
l
c
の
件

(
H
「
彼
が
そ
の
お
n
F
S
E
お
刊
に
つ
い
て
証
人
を
も
っ
て
い
る
限

り
」
)
の
三
箇
所
で
補
足
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

A
V
・
後
段
の
記
述
は
、

い
さ
さ
か
舌
足
ら
ず
の
感
を
免
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
一
一
一

箇
所
の
補
足
の
う
ち

a
l
a
と
b
l
b
の
件
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
仮
に
そ
れ
が
な
く
て
も
、
(
前
段
を
右
に
述
べ
た
よ
う
に
理
解
で
き
れ
ば
)
、

「
家
臣
が
(
彼
の
)
レ

l
ン
を
舌
E
E
g
g
-
E
S
に
よ
っ
て
追
求
し
て
い
る
」
の
は
、
彼
が
(
適
法
に
)
占
有
・
支
配
し
て
い
た
所
領
を
「
不
法

に
」
奪
わ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
も
、
家
臣
は

l
l
(表
見
上

)
m
a
g常
や

さ

貸

与

E
m刊
の
権
利
を
封
与
さ
れ
た
だ
け
で
ま
だ
そ
れ

を
実
現
し
て
い
な
い
家
臣
と
同
じ
く

1

l
所
領
の
占
有
・
支
配
を
欠
い
て
い
る
、
と
い
う
理
解
に
達
す
る
の
は
そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
あ

る
ま
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し

c
l
c
の
件
の
補
足
に
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
補
足
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
す
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。

レ
1

l

J

A
V
の
テ
キ
ス
ト
(
だ
け
)
で
は
、
(
所
領
を
不
法
に
奪
わ
れ
た
)
家
臣
が
(
そ
の
)
所
領
に
つ
い
て
(
占
有
・
支
配
を
欠
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
)
授
封
更
新
請
求
権
お
よ
び
「
相
続
」
権
を
も
ち
う
る
た
め
の
要
件
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
文
言
上
、
(
彼
が
そ
れ
を
)
「
舌

E'

E
S
H
2
5
g
に
よ
っ
て
追
求
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
だ
け
で
あ
っ
て
、
家
臣
が
そ
の
こ
と
を
主
君
に
対
し
て
立
証
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
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(
も
と
よ
り
、
そ
の
必
要
に
つ
い
て
す
ら
、
直
接
に
は
)
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
「
レ

l
ン
法
」
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、

C
1
c
の

件
が
補
足
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
(
こ
う
し
た
場
合
)
、
家
臣
が
そ
の
所
領
を
「
円
R
y
s
r
g唱
に
よ
っ
て
追
求
し
て
い
る
」
だ
け
で
な
く
、
そ

の
こ
と
を
主
君
に
対
し
て
「
証
人
」
に
よ
っ
て
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
強
く
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

A

V
の
読
者
は
、
同
書
を
始
め
か
ら
通
読
し
て
き
て
も
、
こ
の
一

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

-
コ
一
三
で
は
じ
め
て

G
E
E
S
E
-
2
Z
2
E
の
語

に
出
会
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、

s
s
p
(を
始
め
か
ら
通
読
し
て
き
た
、
そ
)
の
読
者
は
、
す
で
に
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
に
お
い
て
、
(
「
は
じ
め

に
」
の
冒
頭
で
引
用
し
た
)
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
一
な
ど
(
次
の
二
で
扱
う
)
三
条
項
に
よ
っ
て
、
お
岳
写
丘
品
問
、
が
ラ
ン
ト
法
廷
で
起
こ
さ
れ

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(1) 

(
争
わ
れ
)
る
ケ

l
ス
が
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
一
(
末
尾
)
で
こ
の

c
l
c
の
件
と
同
旨
の
一

文
を
読
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

s
s
pの
読
者
は
、
こ
の
レ
!
ン
法
一
一
・
一
に
見
ら
れ
る
お
n
Z
8
5
a刊
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
(
も

し
か
す
る
と
)
ラ
ン
ト
法
廷
で
起
こ
さ
れ
(
争
わ
れ
)
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
を
も
つ
こ
と
も
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
、

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

A

V
の
読
者
が
こ
の
条
項
の
宮

3
5
S
E
E
S
の
語
、
だ
け
で
そ
う
し
た
問
題
を
意
識
す
る
可
能
性
は
ま
ず
な

ぃ
、
と
考
え
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
三
・
(
二
)
で
レ
l
ン
法
一
一
・
一
に
つ
い
て
補
足
的
に
述
べ
る
こ
と
を
も

参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
三
)
次
に
A
V
二
・
四
九
に
つ
い
て
。

A

V
ニ
・
四
九

も
し
誰
か
が
(
あ
る
)
家
臣
か
ら
彼
(
H
家
臣
)
の
主
君
の
所
領

(σS即
日
三
号
E
E
)
(
H
家
臣
が
彼
の
主
君
か
ら

封
与
さ
れ
た
所
領
)
を
奪
い

2
2室
内
)
、
そ
し
て
(
な
い
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
も
し
(
所
領
を
奪
わ
れ
た
家
臣
が
)
そ
の
(
所
領
を

奪
っ
た
)
者
を

E
己
申
告
白

3
5
8
5
2
σ
ご
に
よ
っ
て
追
求
し
な
い
(
な
い
し
、
し
な
か
っ
た
)
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
、
(
そ
の
こ
と
を
)
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i延

彼
の
主
君
に
知
ら
せ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

こ
の
事
案
は
罰
金
の

(
H
主
君
に
対
し
罰
金
を
支
払
う
べ
き
)
理
由
に
な
る
。

キA
耐可

こ
れ
に
対
応
す
る
レ

l
ン
法
六
八
・
二
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

人
(
H
誰
か
他
の
者
)
が
あ
る
家
臣
か
ら
、
彼

(
H
家
臣
)
が
彼
の
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
る
所
領
を
奪
い

(
2
2
)
、
そ
し
て
彼

(
H
家
臣
)
が
そ
の
こ
と
を
主
君
に
知
ら
せ
な
い
(
な
い
し
、
知
ら
せ
な
か
っ
た
)
場
合
、
お
よ
び
、
彼

(
H
家
臣
)

レ
ー
ン
法
六
八
・

が
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
『
R
F門向付
Z
明
白
に
よ
っ
て
(
呂
ご
R
Z
R
E指
向
)
追
求
し
な
い
(
な
い
し
、
し
な
か
っ
た
)
場
合
は
、
彼

(
H
家

臣
)
は
そ
の
ゆ
え
に
彼
の
主
君
に
罰
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
両
条
項
は
、
(
表
現
に
は
多
少
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
)
基
本
的
に
は
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
、
主
君
か
ら
(
レ
l
ン
法

廷
に
召
喚
さ
れ
て
)
問
責
さ
れ
た
家
臣
が
(
聖
置
物
に
か
け
て
の
雪
菟
宣
誓
に
よ
っ
て
そ
の
問
責
を
否
認
す
る
の
で
な
い
限
り
)
主
君
に
罰
金
を
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ケ
l
ス
を
列
挙
し
た

(
A
V
で
は
二
・
四
六
か
ら
、
「
レ

l
ン
法
」
で
は
六
八
・
一
か
ら
始
ま
る
)
一
連
の
条
項
群
の
冒

頭
近
く
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
家
臣
が
(
主
君
か
ら
封
与
さ
れ
た
)
所
領
を
(
誰
か
他
の
者
に
よ
っ
て
)
奪
わ
れ
た
場
合
に
は
、

彼
は
(
法
的
義
務
と
し
て

)
lー
そ
の
こ
と
を
主
君
に
知
ら
せ
る
だ
け
で
な
く
|
|
告
白
E
S
S
E
-
E
C
な
い
し
お
n
g
E由
明
白
(
を
起
こ
し
、

そ
れ
)
に
よ
っ
て
所
領
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

官

EEggs-z目

S
な
い
し

B
R
U
S
E担
問
刊
は
、
こ
こ
で
も
所
領
を
奪
わ
れ
た
家
臣
が
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
取
り
戻
す
た
め
の
法
的
手
段

と
し
て
現
わ
れ
る
が
、
こ
の
両
条
項
に
つ
い
て
も
、
(
右
の
(
二
)
で
述
べ
た
)
A
V
と

S
S
P
(全
体
)
の
中
で
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を

占
め
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、

A
V
の
読
者
が
こ
の
条
項
を
読
む
ま
で
に
官
官
)
問
ユ
ヨ
中
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三
三
E
E
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
の
は
、

(
A
Vを
始
め
か
ら
こ
こ
ま
で
通
読
し
て
き
で
も
)
、
僅
か
に
前
出
A
V
一
・
一
二
三
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
こ
の

A
V
二
・
四
九
が
扱
っ
て
い
る
の
は
、
直
接
に
は
、
家
臣
が
を
向
。
ュ
ヨ
2
5
Z
2白
を
起
こ
さ
な
い
場
合
の

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
に
は
、
(
少
な
く
と
も
次
に
(
四
)
で
取
り
上
げ
る

A
V
二
・
五
一
を
読
む
ま
で
は
)
、

心
ロ
(

E

)
四
円
一

5
0口
広
吉
田

S
の
(
特

に
そ
れ
が
ど
の
法
廷
で
起
こ
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
)
問
題
に
つ
い
て
考
え
(
ょ
う
と
す
)
る
き
っ
か
け
は
(
ま
ず
)
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

S
S
P
の
(
テ
キ
ス
ト
を
始
め
か
ら
通
読
し
て
き
た
)
読
者
は
、
「
レ

l
ン
法
」
の
諸
条
項
に
限
っ
て
も
、
す
で
に
右
に

前
述
し
た
レ

I
ン
法
一
一

一
、
(
特
に
)
三
一
一
一
・
一
の
諸
条
項
に
お
い
て

(
問
)

『2
2
8
r
g
m
m
に
関
す
る
記
述
を
読
ん
だ
上
で
こ
の
六
人
・
二
に
臨
む
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

一
だ
け
で
な
く
、
(
三
で
後
述
す
る
よ
う
に
)
一
三
・
一
、

一
回
・

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(l) 

(
四
)
次
に
(
一
つ
置
い
て
そ
の
後
に
位
置
す
る
)
A
V
二
・
五
一
に
つ
い
て
。

(a) 

(
あ
る
)
家
臣
が
(
他
の
)
家
臣
(
仲
間
)
に
対
し
て
、
彼
の
主
君
の

(
H
彼
の
主
君
か
ら
他
の
家
臣
(
仲
間
)
に
封
与

(

a

)

(

b

)

 

さ
れ
た
)
所
領
に
お
い
て

(
5
σ
g
z
号
S
E
E
-
)
(な
い
し
、
所
領
に
つ
い
て
)
不
法
(
行
為
)
を
働
き

(
F
E
R
E
Z『
)
、
あ
る
い
は
、
主

A
V
ニ
・
五
一

君
(
へ
)
の
勤
務
の
中
に
あ
る

(
H
主
君
に
対
す
る
勤
務
に
従
事
し
て
い
る
)
誰
か
(
他
の
家
臣
仲
間
)
を
行
為
に
よ
っ
て
ま
た
は
言
葉
に

(

b

)

(

C

)

 

よ
っ
て
傷
つ
け
(
な
い
し
、
侮
辱
し
)
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
主
君
の
(
日
主
君
か
ら
自
分
に
封
与
さ
れ
た
)
所
領
を
彼

(
H
自
分
)
か
ら

受
領
し
(
日
又
授
封
さ
れ
)
て
い
る
(
自
分
の
)
家
臣
た
ち
に
対
し
て
、
ま
た
は
、
そ
の
(
主
君
か
ら
自
分
に
封
与
さ
れ
た
)
所
領
に
生
ま

(孔
)

(

C

)

れ
つ
い
(
て
そ
れ
を
耕
作
し
)
て
い
る
者

(
H
小
作
人
)
た
ち
に
対
し
て
不
法
(
行
為
)
を
働
く

(
F
E
E
S
Z
S
(
な
い
し
、
働
い
た
)
場
合
、

(
d
)
 

そ
し
て
(
な
い
し
、
し
か
も
)
被
害
者

(
H
彼
の
家
臣
ま
た
は
小
作
人
)
が
加
害
者

(
H
あ
る
家
臣
)
を
(
後
者
の
)
主
君

(
H
被
害
者
に
と
っ

(d) 

て
は
上
級
主
君
)
の
前

(
H
レ
l
ン
法
廷
)
で
宮
島
町
ユ
2
0
2
E】

E
S
(同
σ
一
・
)
に
よ
っ
て
追
求
し
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
事
案
の
ゆ
え
に
(
あ
る
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説

(e) 

家
臣
日
加
害
者
は
)
(
彼
の
)
主
君
に
対
し
て
罰
金
を
支
払
う
(
ベ
き
)
旨
、
判
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
(
あ
る
)
家
臣
は
、
し
か
し
、

彼

(
H
自
分
)
の
家
臣
に
対
し
て
彼
(
日
自
分
)
の
主
君

(
H
「
彼
の
家
臣
」
か
ら
見
れ
ば
上
級
主
君
)
の
前

(
H
レ
i
ン
法
廷
)
で
応
訴
す
る
こ

号会、
ロ聞

と
は
な
い
、
彼

(
H
自
分
)
の
家
臣
た
ち
の
前

(
H
レ
l
ン
法
廷
)
で
(
訴
え
ら
れ
た
)
主
君
が
そ
の
(
訴
え
た
)
者

(
H
被
害
者
で
あ
る
彼
の

(f) 

家
臣
)
に
対
し
て
法

(
H
裁
判
、
な
い
し
、
法
的
義
務
の
履
行
)
を
拒
絶
す
る

(-zau-58E2円
)
こ
と
の
な
い
限
り
。
主
君

(
H
上
級
主

君
)
は
、
前
述
し
た
事
案
の
罪
過

(
H
自
分
の
家
臣
が
そ
の
家
臣
ま
た
は
小
作
人
に
対
し
て
不
法
(
行
為
)
を
働
い
た
場
合
)
を
除
き
、
(
直
接

(
f
)
(
e
)
 

に
)
彼

(
H
自
分
)
の
家
臣
の
被
害
者
(
で
あ
る
又
家
臣
ま
た
は
小
作
人
)
の
(
た
め
の
)
裁
判
官
(
宮
内
庁
と
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
に
対
応
す
る
レ

i
ン
法
六
八
・
四
と
六
人
・
五
は
、
(
こ
の
A
V
二
・
五
一
の
テ
キ
ス
ト
に
幾
っ
か
改
訂
や
補
足
を
施
し
て
次
の
よ
う
に

(ロ)

な
っ
て
い
る
。

(a) 

ま
た
、
あ
る
家
臣
が
彼
の
家
臣
仲
間
の

(
H
主
君
か
ら
彼
の
家
臣
仲
間
に
封
与
さ
れ
て
い
る
)
所
領
を
不
法
に

(日
)

(

a

)

(

b

)

(
E
Eロ『
R
E刊
)
(
自
分
の
レ
l
ン
と
し
て
)
占
取
す
る
な
岳

E
a
o
Z
E
)
(な
い
し
、
占
取
し
た
)
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
彼

(
H
あ
る
家

レ
ー
ン
法
六
八
・
四

臣
)
が
彼

(
H
彼
の
家
臣
仲
間
)
は
主
君
(
へ
)
の
勤
務
中
で
あ
る

(
H
主
君
に
対
す
る
勤
務
に
従
事
し
て
い
る
)
の
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、(

b
)
 

彼

(
H
あ
る
家
臣
)
が
彼

(
H
彼
の
家
臣
仲
間
)
に
言
葉
を
も
っ
て
ま
た
は
行
為
を
も
っ
て
侮
辱
を
加
え
る
(
な
い
し
、
加
え
た
)
な
ら
ば
、

(

C

)

(

μ

)

 

あ
る
い
は
、
彼
(
日
あ
る
家
臣
)
が
そ
の
(
主
君
か
ら
封
与
さ
れ
た
)
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
者

(
H
小
作
人
)
(
た
ち
)
に
対
し
て
、

ま
た
は
彼

(
H
あ
る
家
臣
)
が
彼

(
H
自
分
)
か
ら
そ
れ

l
l
す
な
わ
ち
彼

(
H
自
分
、
あ
る
家
臣
)
が
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
る
所
領

ー
ー
を
レ

l
ン
と
し
て
受
領
し

(
H
又
授
封
さ
れ
)
て
い
る
者

(
H
自
分
の
家
臣
)
に
対
し
て
不
法
(
行
為
)
を
働
く

(
5
5
n
y
g
E
C

(

c

)

(

g

)

 

(
な
い
し
、
働
い
た
)
な
ら
ば
、
彼

(
H
あ
る
家
臣
)
は
そ
の
ゆ
え
に
(
彼
の
)
主
君
に
対
し
て
罰
金
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
さ
も
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な
け
れ
ば
彼

(
H
あ
る
家
臣
)
は
聖
遺
物
に
か
け
て
(
の
雪
菟
宣
誓
に
よ
っ
て
)
そ
の
(
日
彼
に
問
わ
れ
て
い
る
)
責
(
な
い
し
、
罪
過
)
を

(g) 

却
け

(
H
否
認
し
)
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
e
)
 

レ
l
ン
法
六
八
・
五
し
か
し
な
が
ら
、
主
君

(
H
前
条
の
「
あ
る
家
臣
」
)
は
、
彼

(
H
主
君
)
が
彼

(
H
自
分
の
家
臣
)
に
対
し
て

彼

(
H
自
分
)
の
家
臣
た
ち
の
前

(
H
自
分
の
レ
l
ン
法
廷
)
で
法

(
H
裁
判
、
な
い
し
、
法
的
義
務
の
履
行
)
を
拒
絶
し
た

(
B
n
z
g
m
O
B

ZF加
2
Z
5
0
)
の
で
な
い
限
り
、
上
級
主
君

(
H
前
条
の
「
主
君
」
)
の
前

(
H
レ
l
ン
法
廷
)
で
彼

(
H
自
分
)
の
家
臣
に
応
訴
す
る
義

(
e
)
(
h
)
 

務
は
な
く
、
ま
た
、
彼

(
H
前
条
の
「
あ
る
家
臣
」
)
が
彼

(
H
「
あ
る
家
臣
」
を
訴
え
た
「
小
作
人
」
)
の
小
作
人
仲
間
(
た
ち
)
の
前

(
H

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(1) 

「
あ
る
家
臣
」
の
領
主
(
館
)
法
廷
、
な
い
し
、
荘
園
裁
判
所
)
で
法

(
H
裁
判
、
な
い
し
、
法
的
義
務
の
履
行
)
を
拒
絶
し
た
の
で
な
い
限
り
、

(
h
)
 

(
彼
の
「
主
君
」

H
上
級
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
で
)
彼

(
H
自
分
)
の
小
作
人
に
(
応
訴
す
る
義
務
)
も
(
な
い
)
。

こ
(
れ
ら
)
の
条
項
も
、
(
右
の
(
三
)
で
検
討
し
た
)
A
V
二
・
四
九
(
日
レ
l
ン
法
六
八
・
二
)
と
同
じ
く
、

A
V
二
・
四
六
(
な
い
し
、
レ
ー

ン
法
六
八
・
一
の
冒
頭
)
を
承
け
て
、
主
君
か
ら
問
責
さ
れ
た
家
臣
が
(
雪
菟
宣
誓
に
よ
っ
て
問
責
を
却
け
え
な
い
限
り
)
主
君
に
対
し
て
罰
金

を
支
払
う
べ
き
ケ
l
ス
を
(
具
体
的
に
)
列
挙
す
る
(
一
連
の
)
条
項
群
の
中
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は

(
A
V
で
言
え
ば
)
、
①
(
あ
る
)

家
臣
が
他
の
家
臣
に
対
し
て
主
君
の

(
H
主
君
か
ら
他
の
家
臣
に
封
与
さ
れ
た
)
所
領
に
お
い
て
(
な
い
し
、
に
つ
い
て
)
不
法
を
働
く
(
な
い
し
、

働
い
た
)
場
合

(
a
l
a
の
件
)
、
②
(
あ
る
)
家
臣
が
主
君
に
対
す
る
勤
務
に
従
事
し
て
い
る
他
の
家
臣
を
行
為
に
よ
っ
て
ま
た
は
言
葉
に

よ
っ
て
傷
つ
け
(
な
い
し
、
侮
辱
し
)
た
場
合

(
b
l
b
の
件
)
、
③
(
あ
る
)
家
臣
が
主
君
か
ら
封
与
さ
れ
た
所
領
を
(
又
)
授
封
し
て
い
る
(
自

北i去55(6・15)2235

分
の
)
家
臣
に
対
し
て
、
ま
た
は
、
そ
の
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
て
(
そ
れ
を
耕
作
し
て
)
い
る
者

(
H
小
作
人
)
に
対
し
て
、
不
法
(
行
為
)
を
働

く
(
な
い
し
、
働
い
た
)
場
合
(

C

C

の
件
)
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
対
応
す
る
レ

i
ン
法
六
八
・
四
と
六
八
・
五
は
、
基
本
的
に
は
こ
れ
と
同
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
も
の



説

の
、
①

(
a
l
a
の
件
)
に
つ
い
て
は
、
(
少
な
く
と
も
)
A
V
の
表
現
を
改
め
、
③
に
つ
い
て
は
、

d
l
d
の
件
を
削
除
し
、

g

g
の
件
お

jヒ法55(6・16)2236

よ
び
h
l
h
の
件
を
補
足
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、

A
V
の
テ
キ
ス
ト
で
は
S
E
E
O
吾吋
5
2
白
宮
田
S

=ム
民間

d
1
d
の
件
で
③
の
ケ

l
ス
に
関
し
て
、
「
被
害
者

(
H
「
あ
る
家
臣
」
の
家
臣
ま
た
は
小
作
人
)
が
加
害
者

(
H
「
あ
る
家
臣
」
)
を

(
後
者
の
)
主
君

(
H
「
被
害
者
」
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
上
級
主
君
)
の
前

(
H
レ
l
ン
法
廷
)
で
追
求
す
る
」
(
た
め
の
)
法
的
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
た
の
に
、
こ
う
し
た
改
訂
(
具
体
的
に
は
、

d
l
d
の
件
の
削
除
)
の
結
果
、
「
レ

l
ン
法
」
(
六
八
・
四
)
の
対
応
箇
所
で
は
(
そ
れ
に
対
応

の
語
が
、

す
べ
き
)
(
呂
門
)
叫
R
Z
m
s
r
g唱
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
「
レ

l
ン
法
」
で
は

d

d

の
件
(
あ
る
い
は
、

同m
n
z
B
E
a
m
の
語
を
含
む
文
)
が
削
除
さ
れ
(
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
)
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
(
可
能
な
解
答
と
し
て
)
二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
つ
は
、
「
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
①

(
H
a
i
a
の
件
)
の
改
訂
と
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
の
ケ
l
ス
に
つ
い
て
、

A
V
で
は

(
も
と
も
と
)
「
(
あ
る
)
家
臣
が
他
の
家
臣
(
仲
間
)
に
対
し
て
、
彼
の
主
君
の

(
H
彼
の
主
君
か
ら
他
の
家
臣
(
仲
間
)
に
封
与
さ
れ
た
)
所
領
に
お

い
て
(
な
い
し
、
に
つ
い
て
)
不
法
(
行
為
)
を
働
く

(EP--包
己
『
)
」
と
い
う
よ
う
に
、
ー
ー
ー
③

(
H
c
l
c
の
件
)
の
「
:
・
(
自
分
の
)
家
臣
に
対

し
て
、
ま
た
は
、
そ
の
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
者

(
H
小
作
人
)
た
ち
に
対
し
て
不
法
(
行
為
)
を
働
く

(
E
S
R
R
)」
の
と
同
じ

I

1

5
5
5百
円
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
レ

l
ン
法
」
で
は
1

1

③
(

H

C

C

の
件
)
の

E
E忠
実
の
語
は
(
そ
の
ま
ま
)

5
5
n
v
s
a
E
と
(
直
)
訳
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
|
|
、
①

(
H
a
l
a
の
件
)
に
つ
い
て
は
、
「
あ
る
家
臣
が
彼
の
家
臣
仲
間
の
所

領
を
不
法
に
(
呂
円

E
同町
n
z
n
)
(自
分
の
レ
i
ン
と
し
て
)
占
取
す
る
(
凶
白
骨
E

E

町
三
塁
)
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
を
改
め
、
「
不
法
行
為
」
の
(
具

体
的
)
態
様
が
「
所
領
の
不
法
な
占
取
」
に
特
定
さ
れ
て
い
る
。
「
不
法
(
行
為
)
を
働
く
」

(
H
「
不
法
(
行
為
)
・
一
般
」
)
と
「
所
領
を
不
法
に

占
取
す
る
」

(
H
所
領
の
不
法
な
占
取
」
)
と
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
た
と
え
ば
、
(
あ
る
)
家
臣
が
主
君
か
ら
(
自
分
に
)
封
与
さ
れ
た
所

領
の
小
作
人
か
ら
(
法
定
の
)
限
度
を
越
え
た
小
作
料

(
H
賃
料
)
(
や
貢
租
)
を
取
り
立
て
れ
ば
、
彼
は
(
小
作
人
に
対
し
て
)
「
不
法
(
行
為
)
を



働
く
」
こ
と
に
は
な
る
が
、
|
|
「
レ

l
ン
法
」

(
a
l
a
の
件
)
で
改
訂
さ
れ
た
「
あ
る
家
臣
が
彼
の
家
臣
仲
間
の
所
領
を
不
法
に
占
取
す
る
」

場
合
と
は
異
な
り
|
|
、
主
君
か
ら
封
与
さ
れ
た
所
領
が
そ
の
家
臣
の
占
有
・
支
配
下
に
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
の
で
、
家
臣
の

「
不
法
行
為
」
が
(
所
領
を
奪
わ
れ
た
)
家
臣
仲
間
と
の
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
る
係
争
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
は
な
い
。
著
者
(
ア
イ
ケ
)
は
、

A
V
二
・
五
一
を
ド
イ
ツ
語
に
移
す
に
当
た
り
そ
の
こ
と
に
気
づ
き
、

(
A
V
に
対
応
条
項
の
あ
る
も
の
に
限
っ
て
も
)
、
前
出

(
A
V
一
・
二
三
一

に
対
応
す
る
)
レ

l
ン
法

-
一
、
お
よ
び
、
特
に
(
す
ぐ
前
に
位
置
し
、

A
V
一
・
四
九
に
対
応
す
る
)
レ

l
ン
法
六
八
・
二
に
お
け
る

(
日
)

・
d
l
d
の
件
の
一
文
を
削
除
し
た
の
で
は
な
い
か
。
|
|
以
上
が
考
え

B
n
z
s
E
m
w問
。
の
用
語
法
を
一
貫
さ
せ
る
べ
く
、

A

V
二
・
五
一

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(1) 

ら
れ
る
一
つ
の
解
答
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
レ

l
ン
法
」
に
お
い
て
(
ヨ
【
)
B
n
z
g
S
E品
目
の
語
を
含
む
文
が
削
除
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
レ

l
ン
法
」
で

a
i
a
の
件
が
「
家
臣
仲
間
の
所
領
の
不
法
な
占
取
」
に
限
定
さ
れ
た
結
果
、
こ

の
レ

l
ン
法
六
八
・
四
と
(
一
つ
置
い
て
そ
の
前
に
位
置
す
る
)
前
出
レ

l
ン
法
六
八
・
二
と
の
つ
な
が
り
や
相
違
が
明
確
に
さ
れ
た
、
と
い

う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
出
六
八
・
こ
で
は
、
(
右
の
(
二
)
で
検
討
し
た
よ
う
に
)
、
文
言
上
、
「
人

(
H
誰
か
他
の
者
)
が
あ
る
家
臣
か
ら
、

彼

(
H
あ
る
家
臣
)
が
彼
の
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
る
所
領
を
奪
う
場
合
」
・
一
般
を
扱
っ
て
お
り
、
そ
の
場
合
、
所
領
を
奪
わ
れ
た
家
臣
は

「
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
お
n
y
g
r
g唱
に
よ
っ
て
追
求
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
レ

l
ン
法
六
八
・
四

で
は
(
そ
の
す
ぐ
後
で
、
そ
れ
と
は
別
に
)
、
「
あ
る
家
臣
が
彼
の
家
臣
仲
間
の
所
領
を
不
法
に
占
取
す
る
」
ケ
l
ス
が
扱
わ
れ
、
(
家
臣
仲
間
の

所
領
を
占
取
し
た
)
家
臣
は
、
(
彼
自
身
お
よ
び
彼
の
家
臣
仲
間
に
共
通
の
)
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
で
問
責
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
レ

l

ン
法
」
を
始
め
か
ら
通
読
し
て
き
た
諸
者
が
、
こ
の
六
八
・
四
に
い
た
っ
て
、
(
す
ぐ
前
の
)
レ

l
ン
法
六
八
・
二
の
(
あ
る
家
臣
の
所
領
を
奪

、
つ
)
「
人
」
は
(
所
領
を
奪
わ
れ
た
)
家
臣
の
家
臣
仲
間
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
さ
ら
に
(
そ
の
家
臣
の
主
君
が
主
宰
す
る
レ
l
ン
法
廷
は
こ
の

(
同
)

事
案
を
裁
く
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
か
ら
て
そ
の
(
所
領
を
奪
わ
れ
た
)
家
臣
が
(
奪
わ
れ
た
)
所
領
を
お
わ
町
内
n
z
a
n
に
よ
っ
て
追
求
す
る
の

北法55(6・17)2237



よえ

は
(
も
し
か
し
て
)
ラ
ン
ト
法
廷
で
は
な
い
か
、

そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

さ
ら
に
こ
の
読

と
い
う
こ
と
に
思
い
い
た
る
の
も
、

旦ふ
肩岡

者
が

S
S
P
を
「
ラ
ン
ト
法
」
か
ら
通
読
し
て
い
れ
ば
、
(
「
は
じ
め
に
」
の
冒
頭
で
引
用
し
た
二
・
四
四
・
一
の
す
ぐ
前
に
位
置
し
、
あ
る
家
臣
が

(
げ
)

所
領
を
奪
わ
れ
た
と
し
て
主
君
を
異
に
す
る
家
臣
を
ラ
ン
ト
法
廷
で
訴
え
る
ケ
l
ス
を
扱
っ
た
)
一
フ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
一
の
ケ
l
ス
を
想
起
し
、

そ
う
し
た
着
想
が
確
信
に
変
わ
る
こ
と
も
(
十
分
)
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
|
|
つ
ま
り
、

A

V
二
・
五
一
の

(
A
E
m
『5
2
5
2
E
の
語
を
含

む
)
d
l
d
の
件
が
レ

l
ン
法
六
八
・
四
で
削
除
さ
れ
、
後
者
に

B
n
F
B
r
E唱
の
語
が
姿
を
見
せ
な
い
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
レ

l
ン
法
」
あ
る
い
は

S
S
P
(全
体
)
に
お
い
て
、
『
m
n
z
n
E
回
開
刊
の
語
が

(
A
V
の
官
官
)
2
5
0
2
白

E
E
の
語
と

は
異
な
り
)
ラ
ン
ト
法
廷
で
起
こ
さ
れ
る
訴
え
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
さ
ら
に
二
つ
の
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。

A
V
で
は
こ
れ
ま
で
に
、
(
右
の
(
二
)
と
(
一
二
)
で
述
べ
た
よ
う
に
)
、
宮
(
白
)
四
日
出
。
E
E
5
2
E
の
語
が
一

-

一一

と
二
・
四
九
で
い
ず
れ
も
所
領
を
奪
わ
れ
た
家
臣
が
そ
れ
を
取
り
戻
す
た
め
の
訴
え
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
二
・
五

一
に
お
い
て
は
、
こ
の
語
は
(
そ
れ
に
は
限
ら
ず
)
主
君
が
そ
の
家
臣
や
小
作
人
に
対
し
て
犯
し
た
「
不
法
(
行
為
)
」
(
一
般
)
に
つ
い
て
(
主
君

の
レ
l
ン
法
廷
で
)
主
君
を
相
手
ど
っ
て
起
こ
す
訴
え
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

A

V
の
読
者
は
こ
の
条
項
に
い
た
っ

て
、
同
書
一
の
宮
(
$
2
5
8
5
5
E
(即
σ
ご
の
語
は
、
要
す
る
に
、
被
害
者
が
加
害
者
を
法
廷
で
き
ち
ん
と

(
H
正
式
に
)
訴
え
て
(
追
求
す
る
)

と
い
う
こ
と
(
だ
け
)
を
言
っ
て
い
る
(
に
す
ぎ
な
い
て
と
受
け
取
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

レ
ー
ン
法
六
八
・
五
に
見
ら
れ
る

(
A
V
の
テ
キ
ス
ト
の
)
補
足
な
い
し
改
訂
に
つ
い
て
で
あ
る
。
同
条
は
(
表
現
の
仕
方

こ
そ
異
な
れ
、
基
本
的
に
は
)
A
V
(
二
・
五
二
の
末
尾

(
e
l
e
の
件
)
と
同
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
、
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
(
重

も
う
一
つ
は
、

要
な
)
改
訂
な
い
し
補
足
が
二
つ
認
め
ら
れ
る
。
(
し
た
が
っ
て
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
お
い
て
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
て
私
見
を
述
べ
る
)
0

そ
の
一
つ
は
、
同
条
の
末
尾

(
h
l
h
の
件
)
の
補
足
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、

(
A
V
の
e
l
e
の
件
で
は
明
示
的
に
は
言
及
さ
れ
て

北j去55(6・18)2238



い
な
か
っ
た
)
「
小
作
入
」
の
こ
と
が
補
足
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
(
「
彼

(
H
小
作
人
)
の
小
作
人
仲
間
の
前
で
」
、
お
よ
び
、
「
彼

(
H
自
分
、
主

君
)
の
小
作
人
に
(
応
訴
す
る
義
務
)
も
(
な
い
)
」
の
語
が
補
足
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
)
、
(
小
作
人
仲
間
を
構
成
員
と
す
る
)
「
領
主
(
館
)
法
廷
」

(
出
。
ぽ
呂
町
宮
内
)
(
な
い
し
、
い
わ
ゆ
る
「
荘
園
裁
判
所
」
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
萌
芽
)
が
す
で
に
存
在
し
て
(
お
り
、
領
主
が
そ
の
審
理
・
判
決
に
拘

(
同
日
)

束
さ
れ
て
)
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
課
題
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
次
の
よ
う
な
改
訂
の
方
で
あ
る
。

レ
ー
ン
法
六
八
・
五
で
は
、

A
V
(
一
了
五
二
末
尾

(
f
l
f
の
件
)
の
「
主
君

(
H
上
級
主
君
)
は
、
・
:
彼

(
H
自
分
)
の
家
臣
の
被
害
者

(
で
あ
る
又
家
臣
や
小
作
人
)
の
(
た
め
の
)
裁
判
官
(
宮
内
庁
と
に
な
る
こ
と
は
な
い
」
の
一
文
が
削
除
さ
れ
、
(
実
質
的
に
は
)
e
l
e
の
件
の
「
主

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(l) 

君
は
、
上
級
主
君
の
前

(
H
レ
l
ン
法
廷
)
で
彼

(
H
自
分
)
の
家
臣
に
応
訴
す
る
義
務
は
な
く
」
、
お
よ
び
、

h
l
h
の
件
の
「
ま
た
、
;
(
上

級
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
で
)
彼

(
H
自
分
)
の
小
作
人
に
(
応
訴
す
る
義
務
)
も
(
な
い
と
に
吸
収
さ
れ
て
、
「
レ

l
ン
法
」
(
六
人
・
五
)
の
対
応
箇

所
で
は
(
回
E
2
に
対
応
す
べ
き
)
江
口
σお
お
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

A
V
で
も
う
一
箇
所

Z
内
田
虫
の
語
が
「
上
級
主
君
」
を
指
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
(
二
・
六
一
の
)
場
合
も
、
こ
の
語
は
対
応
す
る
「
レ

l
ン
法
」
の
条
項

(
H
六
九
・
六
)
で
、
「
そ
の
所
領
の
上
級
主
君
で

(
問
)

あ
る
主
君
(
の
前
H

レ
l
ン
法
廷
で
こ
と
訳
さ
れ
、
ュ
n
F
8
5
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、

A
V
の

E
e
c
c
g
の
語
は
、
(
す
ぐ
後

(
初
)

の
(
五
)
で
も
述
べ
る
よ
う
に
)
そ
れ
が
ラ
ン
ト
法
上
の
「
裁
判
所
」
(
な
い
し
「
法
廷
」
)
や
「
裁
判
管
区
」
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に

ミ
(
引
記
、

は
、
「
レ

l
ン
法
」
の
対
応
箇
所
で
明

gnzB(あ
る
い
は
、

-ssnzq刊
)
と
訳
さ
れ
て
し
る
カ
そ
れ
が
レ

l
ン
法
上
の
「
裁
判
集
会
」
(
な
い

し
、
「
レ

l
ン
法
廷
」
)
を
指
し
て
い
る
(
一
・
五
五
・

b
の
)
場
合
に
は
、
「
レ

l
ン
法
」
(
二
四
・
七
)
の
対
応
箇
所
で
「
レ

l
ン
法
廷
(
へ
)
」

(向。乱開

B
1
2『
R
Z
O
)
と
訳
さ
れ
、

mg口
町
お
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
(
別
稿
「
裁
判
(
権
)
」
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
)
、

S

北法55(6・19)2239

s
pで
は
宮
口

nzs
や
ユ
ロ
『
芯
吋
(
刊
)
の
語
を
(
基
本
的
に
は
)
ラ
ン
ト
法
上
の
「
裁
判
(
所
)
」
(
や
「
裁
判
管
区
」
)
な
い
し
「
裁
判
官
」
に
限
っ
て
用

(
幻
)

い
よ
う
と
す
る
、
著
者
(
ア
イ
ケ
)
の
意
識
的
・
自
覚
的
用
語
法
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

(
A
V
二
・
五
一
に
改
訂
や
補
足
を
加

え
て
)
レ

l
ン
法
六
八
・
五
を
書
い
た
時
(
に
も
)
、
著
者
(
ア
イ
ケ
)
は
レ

l
ン
法
廷
と
ラ
ン
ト
法
廷
の
性
格
・
機
能
の
相
違
を
明
確
に
意
識



説

し
て
い
た
は
ず
で
あ
っ
て
、
彼
が
(
古
田
2
5
S
E
E
S
の
語
を
レ
l
ン
法
廷
に
お
け
る
訴
え
に
つ
い
て
用
い
て
い
る
)
A
V
(
d
l
d
の
件
)
の
一

(
お
)

文
を
削
除
し
よ
う
(
な
い
し
、
削
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
と
考
え
た
の
も
、
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。

テよい
員同

(
五
)
最
後
に
(
一
部
A
V
三
・
一
二
・

b
を
含
む
)
A
V
三
・

一
三
、
お
よ
び
、
(
そ
れ
と
関
連
す
る
)
三
・
一
四
に
つ
い
て
。

A

V
三
・
一
三

(

a

)

(

μ

)

(

a

)

 

家
臣
は
、
彼
の
名
誉
を
損
な
う
こ
と
な
く
(
聞
と
さ
ぎ
5
5
2
0
)
、
主
君
の

(
H
主
君
が
彼
に
負
っ
て
い
る
)
債
務

の

(
H
債
務
に
充
て
る
)
た
め
に
(
主
君
の
所
領
で
)
担
保
を
取
り
(
〈
邑
2
5
即
日
官
民
)
、
あ
る
い
は
、
彼

(
H
主
君
)
に
対
し
て
こ
の
こ

(
b
)
、
、
、

(

b

)

(

C

)

と

(
H
債
務
不
履
行
)
に
つ
い
て
(
ラ
ン
ト
)
法
廷
で

(E-EEO)
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
、
も
し
(
家
臣
が
)
彼

(
H
主
君
)

(c) 

を
ま
ず
も
っ
て
彼

(
H
主
君
)
の
家
臣
た
ち
の
前

(
H
レ
l
ン
法
廷
)
で

H
E
E
A
S
S
E
S
-白
(
釦
豆
・
)
に
よ
っ
て
追
求
し
、
そ
し
て
(
な
い

(
d
)
 

し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
彼

(
H
家
臣
)
に
対
し
て
主
君
が
法

(
H
裁
判
、
な
い
し
、
債
務
の
履
行
)
を
拒
絶
し
た
場
合
に
は
、
(
ま

た
)
も
し
(
そ
れ

H
呂田
S
S
E目

g
s
o
E
が
)
レ

l
ン
法
廷
で
(
吉
宮
口
mm己
色
百
コ
)
行
わ
れ
た
時
、
こ
の
こ
と

(
H
家
臣
が
主
君
を
レ

l

ン
法
廷
で
訴
え
た
こ
と
)
の
ゆ
え
に
(
家
臣
に
対
し
て
)
主
君
に
罰
金
を
支
払
う
べ
き
旨
、
判
決
さ
れ
(
て
い
)
な
い
場
合
に
は
(
な
い
し
、

(d) 

さ
れ
(
て
い
)
な
い
限
り
)
。

(

e

)

(

巴
)

さ
ら
に
、
も
し
主
君
が
彼

(
H
自
分
)
の
家
臣
に
暴
力
を
加
え

(
5
5
5
E里
広
)
、
あ
る
い
は
(
な
い
し
、
そ
れ
ど

(f) 

こ
ろ
か
)
、
彼

(
H
自
分
の
家
臣
)
(
か
ら
何
か
)
を
強
奪
し
(
∞
宮
町
田
〈

3
3、
そ
し
て
家
臣
が
主
君
を
前
述
し
た
仕
方
で

(
H
レ
l
ン
法

(

f

)

(

E

)

、
、
、

(g)

廷
で

5
5
告白
g
B
S
S
に
よ
っ
て
)
追
求
し
た
場
合
に
は
、
も
し
(
家
臣
が
)
(
ラ
ン
ト
)
法
廷
に

(
5
5
a
-
a
ε

赴
き
主
君
に
対
し
て

(

h

)

(

h

)

 

強
奪
(
凹
一
宮
-25)
を

(
H
主
君
を
強
奪
の
か
ど
で
)
訴
え
、
ま
た
彼
(
リ
家
臣
)
が
(
主
君
の
暴
力
に
抵
抗
し
て
)
身
を
守
っ
た
と
し
て
も
、

(
1
)
 

(彼

H
家
臣
は
)
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
忠
誠
(
白
骨

:
E
)
(
H忠
誠
誓
約
、
な
い
し
、
そ
れ
か
ら
生
ず
る
忠
誠
義
務
)
に
反
す
る
こ
と
は
何

A

V
三
・
一
回

北法55(6・20)2240



も
し
て
い
な
い
(
こ
と
に
な
る
)
、
た
と
え
(
彼
H
家
臣
が
)
(
あ
ら
か
じ
め
)
主
君
に
対
し
て
彼
の
臣
従
礼

(
Z
E
E
-
c
E
)
を
取
り
消
し

(
H

(
l
)
 

主
従
関
係
の
解
消
を
通
告
し
)
て
(
主
君
か
ら
受
領
し
た
)
レ

l
ン
を
返
還
し
(
て
い
)
な
か
っ
た
と
し
て
も
。

こ
れ
に
対
応
す
る
レ

l
ン
法
七
六
・
一
お
よ
び
七
六
・
二
は
、
削
除
や
補
足
な
い
し
改
訂
を
幾
っ
か
施
さ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(1) 

家
臣
は
(
主
君
が
彼
に
負
っ
て
い
る
)
債
務
の
ゆ
え
に
(
な
い
し
、
債
務
に
充
て
る
た
め
に
)
彼

(
H
自
分
)
の

(
J
)

、
、
、

(
j
)

主
君
(
の
所
領
)
を
差
押
え
(
る
)
(
官

E
B
)
(こ
と
が
で
き
て
ま
た
(
自
分
の
主
君
を
)
(
ラ
ン
ト
)
法
廷
で
(
さ
『
加
g
n
v
g
)
訴
え
る
こ

(
k
)
 

と
が
で
き
る
、
彼

(
H
主
君
)
が
彼

(
H
家
臣
)
に
対
し
て
彼

(
H
自
分
、
主
君
)
の
家
臣
た
ち
の
前

(
H
自
分
の
レ
l
ン
法
廷
)
で
法

(
H

レ
ー
ン
法
七
六
・

裁
判
、
な
い
し
、
債
務
の
履
行
)
を
拒
絶
し
(
『
R
Z
g
m
m宅町一間
2
Z
5円
)
(
た
場
合
)
、
そ
し
て
彼

(
H
家
臣
)
が
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
証

(
k
)
 

人
を
有
す
る
場
合
に
は
。

レ
ー
ン
法
七
六
・
ニ
し
か
し
な
が
ら
、
主
君
が
彼
の
家
臣
(
か
ら
何
か
)
を
強
奪
す
る
な
ら
ば
、
彼

(
H
家
臣
)
は
そ
の
こ
と
を
、

(

l

)

(

l

)

・
(m)

ラ
ノ
ト

ま
た
(
主
君
に
よ
る
)
彼

(
H
自
分
、
家
臣
)
に
対
す
る
い
ず
れ
の
犯
罪

(
g
m
s
n
z
s
)
を
も
、
彼
の
一
言
吉
町
宮
内
向
日

(
H
そ
の
地
の
、
ラ

(

m

)

(

n

)

 

ン
ト
法
上
の
裁
判
官
)
の
前

(
H
法
廷
)
で
訴
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
(
そ
の
際
)
彼

(
H
主
君
)
が
彼

(
H
家
臣
)
に
対
し
て
法
を

(

日

)

、

、

、

(
O
)

拒
絶
す
る
ま
で
、
彼

(
H
家
臣
)
が
そ
の
主
君
を
彼

(
H
主
君
)
の
家
臣
た
ち
の
前

(
H
レ
l
ン
法
廷
)
で
訴
え
(
て
い
)
た
場
合
は
、
(
彼

(
0
)
 

H
家
臣
は
)
彼
(
日
主
君
)
に
(
主
君
か
ら
封
与
さ
れ
た
)
彼

(
H
自
八
刀
、
家
臣
)
の
所
領
を
返
還
す
る
に
及
ば
な
い
。

こ
の

A
V
(
三
・
一
一
一
一
と
三
・
一
四
)
の
両
条
項
と
「
レ

l
ン
法
」
(
七
六
・
一
と
七
六
・
二
)
の
両
条
項
は
い
ず
れ
も
、
家
臣
が
主
君
を
(
主

北法55(6・2Il2241



説

君
の
)
レ

l
ン
法
廷
で
訴
え
て
も
主
君
の
「
法
の
拒
絶
」
に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
し
な
い
場
合
に
は
家
臣
は
主
君
を
ラ
ン
ト
法
廷
で
訴
え
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
な
ケ
l
ス
に
即
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
聞
に
は
(
重
要
な
も
の
だ
け
に
限
る
と
)
大

s.ι 
ロ湖

別
し
て
次
の
四
つ
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

①

A
V
の

a
l
a
の
件

(
H
「
彼
の
名
誉
を
損
な
う
こ
と
な
く
」
)
と

d
l
d
の
件

(
H
「
も
し
(
そ
れ
が
)
レ

l
ン
法
廷
で
行
わ
れ
た
時
、
こ
の
こ

と
の
ゆ
え
に
(
家
臣
が
)
主
君
に
罰
金
を
支
払
う
べ
き
旨
、
判
決
さ
れ
(
て
い
)
な
い
場
合
に
は
」
)
が
「
レ

l
ン
法
」
で
は
削
除
さ
れ
、
ま
た

(
A
V
の
)

-
I
l
-
-
の
件
(
日
「
(
家
臣
は
)
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
忠
誠
(
義
務
)
に
反
す
る
こ
と
は
何
も
し
て
い
な
い
(
こ
と
に
な
る
)
、
た
と
え
(
彼
が
)
(
あ
ら
か

じ
め
)
主
君
に
対
し
て
彼
の
臣
従
礼
を
取
り
消
し
て
レ
l
ン
を
返
還
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
」
)
も
「
レ

l
ン
法
」
で
は
大
部
分
削
除
さ
れ
て
、

O

の
件
の
(
「
(
家
臣
は
)
彼

(
H
主
君
)
に
対
し
て
彼
の
所
領
を
返
還
す
る
に
及
ば
な
い
」
と
い
う
)
簡
潔
な
文
に
改
め
ら
れ
て
お
り
、
②

A
V

の
b
l
b
と

g
l
g
の
件
に
見
ら
れ
る

5
5
&
2
0
の
語
が
、
「
レ
i
ン
法
」
の

j

j

の
件
で
は
さ
『

m
g
n
Z
8
と
(
独
)
訳
さ
れ
る
一
方
、

(
お
)

m
|
m
の
件
で
は
き
こ
B
E
n
z宮
町
と
改
め
ら
れ
、
③

A
V
の

c
l
c
の
件
で
用
い
ら
れ
て
い
た
呂
田
門
担
告
白

E
g
g
-同
の
語
に
対
応
す
る

(
呂
ご
o
n
z
E
E晶
刊
の
)
語
は
、
「
レ

l
ン
法
」
の

k
l
k
の
件
の
対
応
箇
所
で
は
削
除
さ
れ
た
上
で
、
④
「
レ

l
ン
法
」
で
は
、

A
V
の

e

l

e
の
件

(
H
「
(
主
君
が
)
彼
の
家
臣
に
暴
力
を
加
え
」
)
と
(
そ
れ
に
関
連
す
る
)

h

h
の
件

(
H
「
ま
た
彼

(
H
家
臣
)
が
(
主
君
の
暴
力
に
対
し

て
)
身
を
守
っ
た
と
し
て
も
」
)
が
削
除
さ
れ
て
、
(
そ
の
代
り
に
)
l
l
l
の
件

(
H
「
ま
た
(
主
君
に
よ
る
)
彼
(
日
家
臣
)
に
対
す
る
い
ず
れ
の
犯
罪

を
も
」
)
が
補
足
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
相
違
の
う
ち
①
に
つ
い
て
は
、

A
V
で
は
、
家
臣
が
レ

l
ン
法
廷
で
主
君
を
訴
え
る
と
罰
金
を
科
せ
ら
れ
は
し
な
い
か
、
あ

る
い
は
、
ラ
ン
ト
法
廷
で
主
君
を
訴
え
る
た
め
に
は
あ
ら
か
じ
め
主
従
関
係
を
解
消
し
て
所
領
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
危
倶
か
ら
、
そ
れ
を
控
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
(
な
い
し
、
配
慮
せ
、
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
)
の

に
対
し
て
、
「
レ
l
ン
法
」
で
は
そ
う
し
た
配
慮
は
姿
を
消
し
、
「
法
を
拒
絶
す
る
」
主
君
に
対
し
て
法
的
手
段
を
取
る
こ
と
は
(
む
し
ろ
)
当

北法55(6・22)2242
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然
視
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
③
の
相
違
は
な
ぜ
生
じ
た
の
か

(
H
A
V
の

呂田

Z
G
E
g
E
g
g
-担
に
当
た
る
語
は
な
ぜ
「
レ
l
ン
法
」
で
削
除
さ
れ
た
の
か
)
、
あ
る
い
は
、
そ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題

を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

A
V
三
・
て
-
ニ
(

C

|

C

の
件
)
の

5
2
2
ω
5
2
5
8
5
の
語
は
、
家
臣
が
(
彼
に
対
す
る
債
務
の
履
行
を
拒
む
)
主
君
の
所
領
で
担
保
を
取

り

(
H
レ
l
ン
法
七
六
・
一
冒
頭
の
対
応
箇
所
で
は
、
「
彼
の
主
君
(
の
所
領
)
を
差
押
え
」
)
主
君
を
ラ
ン
ト
法
廷
で
訴
え
る
前
に
あ
ら
か
じ
め
レ

ー
ン
法
廷
で
(
主
君
に
対
し
て
)
起
こ
す
べ
き
訴
え
を
指
し
て
(
お
り
、

A
V
三

e

一
回

(
fー

f
の
件
)
の
「
前
述
し
た
仕
方
」
に
実
質
的
に
含
ま

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(1) 

れ
て
い
る

E目
E
S
5
3
5
2
5
の
語
も
、
「
主
君
が
家
臣
に
暴
力
を
加
え
、
あ
る
い
は
、
彼

(
H
家
臣
か
ら
何
か
)
を
強
奪
し
」
た
場
合
に
、
家
臣
が
あ
ら

か
じ
め
レ
l
ン
法
廷
で
起
こ
す
べ
き
訴
え
を
指
し
て
)
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

A
V
三
・
二
二
(
お
よ
び
、
実
質
的
に
は
、
三
・
一
四
)
に
お
い
て

も、

E
∞S
告白
E
g
g
-同
の
語
は
、
家
臣
が
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
る
係
争
と
は
関
係
の
な
い
事
案
に
つ
い
て
レ

l
ン
法
廷
で
主
君
に
対
し
て

起
こ
す
訴
え
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
レ

l
ン
法
」
で
削
除
さ
れ
た
理
由
は
右
の
(
四
)
に
お
い
て
述
べ
た
二
つ
の
こ
と
に
尽

き
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
も
、
②
と
④
の
相
違
に
関
連
し
て
、
次
の
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

A

V
の
百
円
虫
色
ロ
ヨ
の
語
が
ラ
ン
ト
法
上
の
「
裁
判
所
」
(
な
い
し
、
「
法
廷
」
)
や
「
裁
判
管
区
」
を
意
味
す
る
場
合
に
(
限
っ
て
)
は
、
「
レ

l

ン
法
」
で
は
そ
れ
が

mmznzs
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
右
の
(
四
)
で
前
述
し
た
が
、

A
V
Z
了
一
四

(
g
l
gの
件
)

(
お
)

の
5
5
R
H
5
0
の
語
は
、
レ

l
ン
法
七
六
・
二

(
m
m
の
件
)
で
は
き
こ
B
E
n
zお
足
と
改
め
ら
れ
て
い
る
o
-
E
E
n
z
m
B
の
語
が
姿
を
見
せ

る
の
は
、

s
s
p全
巻
を
通
じ
て
も
こ
の
箇
所
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

Z
2
1
n
Fお
お
は
、
そ
の
法
廷
で
家
臣
が
主
君
の
「
強
奪
」
や
「
犯

罪
」
を
訴
え
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
レ
ー
ン
法
二
二
了
一
(
の
同
じ
く
「
レ
l
ン
法
」
で
補
足
さ
れ
た
丈
)
中
に
見
ら
れ
る
、
主
君

、
が
そ
の
者
の
前
(
日
法
廷
)
で
彼
の
家
臣
を
「
強
奪
」
ま
た
は
「
犯
罪
」
の
か
ど
で
訴
え
る
べ
き
仏

g
g
E
g
コn
Z
5
5
(
H
「
そ
の
地
(
な
い
し
、

北法55(6・23)2243



説

(
お
)

裁
判
管
区
)
の
裁
判
官
」
)
と
同
義
で
あ
る
、
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
(
レ
l
ン
法
七
六
・
二
と
一
一
一
一
一
・
一
の
)
両
条
項
に
見
ら
れ
る

E
伺
g
n
v
g
の
語
は
、
別
稿
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

s
s
pお

王子'h.

E岡

よ
び
そ
れ
と
親
近
関
係
に
あ
る
法
史
料
に
お
い
て
の
み
用
い
ら
れ
て
お
り
(
つ
ま
り
、
は
っ
き
り
言
え
ば
、
ア
イ
ケ
が
案
出
し
た
新
造
語
で
あ
る

(
幻
)

可
能
性
も
あ
り
)
、
(
一
言
葉
と
し
て
は
)
加
古
n
E
S
の
否
定
態
で
あ
っ
て
、
事
実

(
S
S
P
の
)
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
い
て
は
、
こ
の

5
m
g
n宮内白を

「
平
和
の
法
」
(
〈
吋
色
町
田

B
n
v円
)
|
|
つ
ま
り
(
当
時
の
「
ラ
ン
ト
平
和
令
」
か
ら
採
ら
れ
た
)
苦
痛
刑
(
宮

E
E戸開
ω
E
P
)
(
H
身
体
・
生
命
刑
)
の

シ
ス
テ
ム
、
お
よ
び
、
(
そ
れ
を
効
果
的
に
適
用
す
る
た
め
の
)
「
現
行
犯
手
続
」
(
お
よ
び
、
そ
の
拡
大
さ
れ
た
適
用
)
l
l
t
に
よ
っ
て
制
圧
す
る

(
お
)

こ
と
が
、
間
目
立
与
お
(
お
よ
び
、

E
Z
3
)
の
最
も
重
要
な
任
務
と
さ
れ
て
い
る
O
E
m
g
n
F
B
の
語
は
、
「
レ
l
ン
法
」
で
は
も
う
一
箇
所
、
レ

-
ン
法
七
二
・
七
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、

A
V
の
対
応
条
項
(
コ
了
一

O
)
で
は
(
も
っ
と
広
く
、
「
不
法
(
行
為
)
」
・
(
一
般
)

を
(
も
)
意
味
す
る

)
E
E白(ヨヨ
gzg)
と
な
っ
て
い
た
箇
所
を
|
|
(
同
じ
城
塞
の
破
壊
を
扱
っ
て
い
る
)
ラ
ン
ト
法
三
・
六
六
・
四
に
合
わ

(
初
)

せ
て
|
|
(
ロ
B
B
m
)
ロロ伺
g
n
Fお
と
改
め
た
も
の
(
と
解
さ
れ
る
の
)
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
レ
l
ン
法
七
六
・
一
と
七
六
・
二
の
両
条
項
に
お
け
る
(
対
応
す
る
)
A
V
の
両
条
項
の
改
訂
や
補
足
が
、

(
l

ー

l
の
件
の
補
足
だ
け
で
な
く
)
A
V
(
c
i
c
の
件
)
の
冨
田
宮
内
出
5
2
5
2
5
の
語
の
削
除
を
も
含
め
た
全
体
と
し
て
、
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け

る
記
述
を
前
提
し
そ
こ
で
の
用
語
法
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
(
は
ず
で
あ
る
)
。
次
に
そ
の
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る

B
n
F
B
r
g唱
の
語
の
用
例
の
検
討
に
移
る
こ
と
に
な
る
。

(
S
S
P
・
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
用
例
)
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(一

)
S
S
P
・
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
い
て
は
、

B
n
F
B
E品
開
の
語
が
、

七
0

・
一
、
二
・
二
四
・
一
、
(
「
は
じ
め
に
」
で
引
用
し
た

一
了
四
四
・

一
の
コ
一
条
項
の
各
一
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
条
項
(
お
よ
び
、
そ
れ
と
関
連
す
る
条
項
)
に
つ
い
て
検

討
す
る
が
、
説
明
の
便
宜
上
(
順
番
を
変
え
て
て
ま
ず
二
・
二
四
・
一
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、

七
0
・
一
、
二
・
四
四
・
一
の
順

に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
初
)

(
ニ
)
そ
こ
で
、
ま
ず
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・
一
に
つ
い
て
。

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(l) 

人

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
)
は
な
ん
び
と
を
も
裁
判
所
の
職
権
に
よ
っ
て
(
〈

gmgnza

(
日
)

(

a

)

zτg)
彼
の
(
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
所
領
か
ら

(
Z
2
5
2
5
5ロ
)
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
、
た
と
え
彼
が
不
法
に
(
邑
円

ラ
ン
ト
法
ニ
・
ニ
四
・

55nV8)
そ
こ
へ
到
達
し
て

(
H
そ
の
所
領
を
手
に
入
れ
て
)
い
た
と
し
て
も
、
人

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
)
が
彼
に
対
し
て
、
(
誰

か
H
そ
の
所
領
を
彼
に
(
不
法
に
)
奪
わ
れ
た
者
が
彼
を
相
手
ど
っ
て
起
こ
し
た
)
B
n
y
g
E品
。
に
よ
っ
て
(
邑
ご
伺
m
F
E
r
-回
開
。
)
、
ー
ー

彼
自
身
が
そ
こ

(
H
ラ
ン
ト
法
廷
)
に
居
合
わ
せ
(
て
、
そ
れ
に
応
訴
す
)
る
場
合
に
は

i
l
そ
れ

(
8
H
己

5

5
号
、
た
だ
し
、
こ
こ
で

(

b

)

(

b

)

(

C

)

 

は
「
所
領
の
占
有
権
」
の
意
)
を
破
る

(
σ
B
r
)
(
H
(
判
決
を
も
っ
て
)
否
認
す
る
)
の
で
な
い
限
り
、
あ
る
い
は
、

(BnFお
E
a
n
が

(c) 

起
こ
さ
れ
た
時
、
彼
が
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
場
合
に
は
)
、
人

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
)
が
彼
を
裁
判
所
の
職
権
に
よ
っ
て

彼
の
法
定
の

(
H
彼
に
判
決
を
も
っ
て
定
め
ら
れ
た
)
裁
判
期
日
に

(S
巴ロ

g
お

nzg号
明

a
z明
白
ロ
)
〔
複
数
形
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ

た
い
〕
(
ラ
ン
ト
法
廷
へ
)
召
喚
し
、
そ
し
て
(
な
い
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
彼
が
そ
の
時
に
出
頭
し
な
い
(
な
い
し
、
し
な
か
っ
た
)

の
で
な
い
限
り
。
そ
の
(
彼
が
ラ
ン
ト
法
廷
へ
召
喚
さ
れ
て
出
頭
し
な
い
(
な
い
し
、
し
な
か
っ
た
)
場
合
、
人

(
H
裁
判
所
)
は
彼
か
ら

(

a

)

(

a

)

・
(

d

)

(

d

)

そ
の
所
領
(
の
占
有
権
)
(
仏

2
5
5
)
を
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
す
る
(
〈
OEO-同
)
(
こ
と
に
な
る
)
。
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説

こ
の
条
項
を
正
し
く
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
、
ラ
ン
ト
法
二
・
七
O
の
、
「
人
〔
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
ぐ
に
後
述
す
る
〕
は
な
ん
ぴ
と
を
も
、

論

彼

(
U
「
な
ん
ぴ
と
」
、
所
領
の
占
有
者
)
が
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
の
中
に
も
っ
て
い
る
(
百
唱
者
負

g
Z耳目
)
(
H
現
に
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
所
領
か

ら
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
、
彼

(
H
「
な
ん
ぴ
と
」
、
所
領
の
占
有
者
)
に
対
し
そ
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
号
明
者
O
B
)
(
H
そ
の
所
領
の
占
有
権
)
が

法
(
の
定
め
る
手
続
)
に
従
い
(
呂
ご
o
n
z
B
)
(
H
裁
判
所
の
判
決
を
も
っ
て
)
否
認
さ
れ
る
(
弘
明
者
ロ
ロ
ロ

g
宅
ロ
丘
町
)
の
で
な
い
限
り
」
、
と
い
う

(
出
)

準
則
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
ラ
ン
ト
法
二
・
七
O
は
、
(
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
一
か
ら
始
ま
る
)
い
わ
ゆ
る
「
ラ
ン
ト
平
和
(
令
)
群
」
に
属
し
て
お
り
、
(
事
実
)
あ

る
ラ
ン
ト
平
和
令

(
E
n
z
z
n
F
R
E
E宝
E
S
S
E
-
-
P
司こ
N
N
-
岨町一一
H

司
g
m白

Z
E
E
-
n・
M
g
を
下
敷
き
に
し
て
世
田
か
れ
た
も
の
、
と
考

(
位
)

え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
条
項
は
、
(
主
に
「
平
和
」
の
観
点
か
ら
)
、
た
と
え
誰
か
が
自
分
の
(
占
有
・
支
配
す
べ
き
)
所
領
を

他
の
者
に
「
不
法
に
」
奪
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
彼
は
そ
の
所
領
の
占
有
・
支
配
を
回
復
す
る
た
め
に
自
ら
実
力
を
行
使
し
て
は
な
ら

ず
、
(
ま
ず
)
裁
判
所
で
他
の
者
を
相
手
ど
っ
て
訴
え
を
起
こ
し
相
手
方
の
そ
の
所
領
に
つ
い
て
の
占
有
権
を
判
決
を
も
っ
て
否
認
し
(
て
も

ら
わ
)
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
説
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
・
冒
頭
の
「
人
」

は
、
そ
う
し
た
同
条
の
論
旨
か
ら
言
え
ば
、
(
少
な
く
と
も
、
主
に
)
「
所
領
を
(
不
法
に
)
奪
わ
れ
た
者
」
(
本
人
)
を
指
す
、
と
解
す
べ
き
で
あ

ろ、っ。こ
れ
に
対
し
て
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・

一
は
、
ま
ず
、
「
人
は
な
ん
び
と
を
も
裁
判
所
の
職
権
に
よ
っ
て
(
〈
吉
宮

R
E
S
E
-
5ロ
)
彼
の

所
領
か
ら
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
、
た
と
え
彼
が
不
法
に
そ
こ
へ
到
達
し
て

(
H
そ
の
所
領
(
の
占
有
・
支
配
)
を
手
に
入
れ
て
)
い
た
と
し

て
も
」
と
い
う
「
原
則
」
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
「
裁
判
所
」

(
m
g
n
y
B
)
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
本
条
が
「
ラ
ン
ト
法
」
(
の
部
)
に
属
す
る
条

(
お
)

項
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
開
問
丘
町
宮
刊
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
(
レ
l
ン
法
廷
で
は
な
く
)
「
一
フ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
」

北i去55(6・26)2246



(
お
)

(
そ
れ
も
特
に
グ
ラ
1
フ
の
(
主
宰
す
る
)
裁
判
集
会
)
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
「
人
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
裁

判
所
の
職
権
に
よ
っ
て
(
誰
か
を
)
彼
の
(
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
所
領
か
ら
逐
い
出
す
」
こ
と
が
で
き
る
(
か
ど
う
か
問
題
に
な
り
う
る
)
者

で
あ
る
か
ら
、
(
前
述
し
た
)
ラ
ン
ト
法
二
・
七
O
(
冒
頭
)
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
(
少
な
く
と
も
、
主
に
)
「
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
」
を
指
し

て
い
る
、
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
条

(
H
ラ
ン
ト
法
二
・
二
凶
・
こ
は
、
ま
ず
こ
う
し
た
「
原
則
」
を
述
べ
た
上
で
、
そ
の
「
例
外
」

(
H
裁
判
所
が
そ
の
職
権
に
よ
っ
て
所
領

の
占
有
者
を
所
領
か
ら
逐
い
出
す
こ
と
の
で
き
る
場
合
)
を
二
つ
述
べ
て
い
る
。

一
つ
は
、
「
人

(
H
裁
判
所
)
が
彼
に
対
し
て
、

5
n
z
s
r
g
m
m
に
よ
っ
て
、
ー

i
彼

(
H
所
領
を
(
不
法
に
)
奪
っ
た
者
)
自
身
、
が
そ
こ
に
居
合

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(1) 

わ
せ
る
場
合
に
は

1
i
そ
れ

(
H
所
領
の
占
有
権
)
を
破
る

(
H
判
決
を
も
っ
て
否
認
す
る
)
」
場
合
で
あ
る
。
こ
の
お
n
z
s
E品
。
(
は
、
も
し
所

領
を
奪
わ
れ
た
者
が
そ
れ
を
起
こ
し
て
い
な
い
の
に
裁
判
所
が
自
ら
そ
れ
を
起
こ
す
の
だ
と
す
れ
ば
、
者
。
宮
5
E民
間

nFe
宮
5
m
w
z
q
と
い
う
原

(
お
)

則
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・
一
の
論
旨
に
即
し
て
言
え
ば
、
「
裁
判
所
の
職
権
に
よ
っ
て
彼
を
(
所
領
か
ら
)
逐
い
出
す
」

こ
と
に
も
な
る
か
ら
、
そ
れ
)
を
起
こ
す
の
は
、
「
所
領
を
(
不
法
に
)
奪
わ
れ
た
者
」
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
「
彼
が
そ

こ
に
居
合
わ
せ
る
場
合
」
と
い
う
の
は
、
後
続
の
も
う
一
つ
の
「
例
外
」
で
被
告
が
法
定
の
裁
判
期
日
に
召
喚
さ
れ
て
出
頭
し
(
て
来
)
な
い

場
合
の
こ
と
が
扱
わ
れ
て
い
る
(
と
考
え
ら
れ
る
)
こ
と
、
お
よ
び
、
「
彼
に
対
し
て
そ
れ
を
破
る

2
8
-お
と
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
見
て
、
原
告
が

B
n
z
s
r
z唱
を
起
こ
し
た
時
に
「
彼
(
日
被
告
)
が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
る
」
だ
け
で
な
く
、
被
告
が
(
原
告
の
起

こ
し
た
)
『
刊
号
円
相
互
島
常
に
(
最
後
ま
で
)
応
訴
し
て
、
そ
の

B
n
z
g
E恒
常
(
そ
の
も
の
)
に
つ
い
て
(
裁
判
所
の
)
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
を
指

(
お
)

し
て
い
る
、
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
に
下
さ
れ
る
判
決
は
、
(
被
告
に
対
し
所
領
(
の
占
有
権
)
を
否
認
す
る
だ
け
で
は
な
く
て

原
告
に
対
し
所
領
(
の
占
有
権
、
な
い
し
、
原
告
に
よ
る
そ
の
占
有
・
支
配
)
を
認
め
る
、
と
い
う
(
趣
旨
の
)
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
は
ず
で
あ

る
が
、
本
条
(
の
こ
の
件
)
で
は
そ
の
こ
と
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

北法55(6・27)2247



説

も
う
一
つ
の
「
例
外
」
は
、
「
あ
る
い
は
、
人

(
H
裁
判
所
)
が
彼

(
H
所
領
を
(
不
法
に
)
奪
っ
た
者
)
を
裁
判
所
の
職
権
を
も
っ
て
彼
の
(
複

(
幻
)

数
の
)
法
定
の
裁
判
期
日
に
召
喚
し
、
そ
し
て
彼
が
そ
の
時
に
出
頭
し
な
い
(
な
い
し
、
し
な
か
っ
た
)
場
合
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に

は
「
人

(
H
裁
判
所
)
は
彼
か
ら
そ
の
所
領
(
の
占
有
権
)
を
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
す
る
(
〈
R
号
宮
)
」
こ
と
に
な
る
。
こ
の
第
二
の
「
例
外
」
に

つ
い
て
ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が

|
l第
一
の
「
例
外
」
(
に
つ
い
て
述
べ
た
の
と
同
じ
理
由
で
、
そ
れ
)
と
同
じ
よ
う

(
お
)

に
ー

l
所
領
を
(
不
法
に
)
奪
わ
れ
た
者
が
円
m
n
F
8
5明
白
を
起
こ
し
て
所
領
を
追
求
す
る
場
合
に
か
か
わ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま

ヨる、
両岡

た
、
「
人

(
H
裁
判
所
)
が
彼

(
H
所
領
)
を
裁
判
所
の
職
権
を
も
っ
て
彼
の
(
複
数
の
)
法
定
の
裁
判
期
日
に
召
喚
す
る
」
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、

主
に
原
告
が
お
n
E
R
r
-白
唱
を
起
こ
し
た
時
に
「
彼
」

(
H
被
告
)
が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
、
被
告
が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
て
い
て
も
直
ち
に
応
訴
し
な
い
場
合
を
も
含
み
う
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
(
一
一
一
)
で
レ

l
ン
法
一

七
0
・
一
に
つ
い
て
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
第
二
の
「
例
外
」
に
つ
い
て
も
、
(
ラ
ン
ト
法
廷
へ
召
喚
さ
れ
た
)
被
告
が
出
頭

(
な
い
し
、
応
訴
)
し
な
か
っ
た
場
合
、
(
彼
か
ら
所
領
(
の
占
有
権
)
が
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
だ
け
は
で
な
く
て
所
領
を
奪
わ
れ
た
(
と
し

て
お
n
F
S
E
回
開
刊
を
起
こ
し
た
)
原
告
に
対
し
て
所
領
の
占
有
権
が
認
め
ら
れ
(
原
告
が
そ
の
所
領
を
占
有
・
支
配
す
)
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
こ
と
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・
一
で
は
、

B
n
z
n
E
お
刊
の
語
が
(
所
領
を
奪
わ
れ
た
者
が
所
領
を
奪
っ
た

者
を
相
手
ど
り
、
所
領
を
取
り
戻
す
た
め
に
)
ラ
ン
ト
法
廷
で
起
こ
す
訴
え
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
こ
の

条
項
は
(
主
と
し
て
)
そ
の
お
n
Z
8
E
田
明
白
と
の
関
連
に
お
い
て
「
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
所
の
職
権
(
の
限
界
)
」

(
H
当
事
者
が
お
n
z
m
注
目
加
刊
を

起
こ
し
て
い
な
い
の
に
、
裁
判
所
は
(
自
ら
の
)
職
権
に
よ
っ
て
(
現
に
)
所
領
を
占
有
・
支
配
し
て
い
る
者
を
そ
こ
か
ら
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
)
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

北法55(6・28)2248



(
羽
)

(
三
)
次
に
ラ
ン
ト
法
一
・
七
0
・
一
に
つ
い
て
。

ラ
ン
ト
法
一
・
七

0
・一

(ω) 

し
か
し
な
が
ら
、
彼

(
H
原
告
)
が
三
度
の
裁
判
期
日
に
所
領
(
加
豆
を
訴
求
し
た
場
合
に
は
、
人

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
)
は
、
彼

(
H
原
告
)
に
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
占
有
(
・
支
配
)
す
る
よ
う
指
定
(
な
い
し
、
指
示
)
す

(
g
n
Eご
口
三
回

g)
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
彼

(
H
原
告
)
に
(
現
実
に
)
占
有
(
・
支
配
)
さ
せ
る
(
回
国

2
0
m
?

宅
包
含
開

g)
べ
き
で
あ
る
。
(
そ
の
後
)
彼

(
H
原
告
)
を
な
ん
ぴ
と

(
H
被
告
を
含
め
て
、
他
の
い
か
な
る
考
)
も
そ
こ

(
H
今
や
原
告
が
裁

判
所
の
判
決
に
よ
り
(
現
実
に
)
占
有
・
支
配
す
る
に
い
た
っ
た
所
領
)
か
ら
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
、
彼

(
H
「
な
ん
ぴ
と
」
、
誰
で
あ

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(1) 

れ
原
告
以
外
の
者
)
が
お
与
お
宣
晶
巾
(
を
起
こ
し
、
そ
れ
)
に
よ
っ
て
(
吉
町

B
n
zお
こ
込
品
目
)
そ
の
こ
と
を
な
す
(
日
原
告
を
そ
の
所
領
か

ら
逐
い
出
す
)
の
で
な
い
限
り
。

こ
の
条
項
の
論
旨
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
他
の
か
な
り
多
く
の
数
に
及
ぶ
「
ラ
ン
ト
法
」
の
条
項
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

し、
O 

こ
の
条
項
の
主
人
公
で
あ
る
原
告
は
、
所
領
を
「
訴
求
」
し
て
い
る
だ
か
ら
、
(
彼
の
主
張
に
従
え
ば
)
彼
の
占
有
・
支
配
す
べ
き
所
領
を
被

告
に
(
不
法
に
)
奪
わ
れ
、
そ
れ
を
取
り
戻
す
べ
く
(
一
フ
ン
ト
法
廷
で
)
訴
え
を
起
こ
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
前
出
レ

l
ン
法

一
一
・
二
四
・
一
の
用
語
法
で
言
え
ば
、
彼
が
起
こ
し
た
訴
え
も
お
n
7
5
r
g唱
と
呼
ば
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
(
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
)
本
条
で
は
そ
の
訴
え
に
つ
い
て
は

B
n
F
8
5
晶
刊
の
語
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
(
単
に
)
「
彼
が
三
度
の
裁
判
期
日
に
所
領
を

訴
求
し
た
場
合
」
(
と
言
わ
れ
て
、
そ
の
場
合
)
の
こ
と
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
な

ぜ
彼
は
「
一
一
一
度
」
も
(
繰
り
返
し
)
所
領
を
訴
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
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説

-
七
0

・
一
の
直
前
に
位
置
す
る
一

七
O
年
に
)
。
丘
ロ
ロ
諸
国
白

H

「
ド
イ
ツ
語
第
四
版
」
の
テ
キ
ス
ト
で
補
足
さ
れ
た
条
項
で
あ
っ
て
、
こ
の
一

こ
の
ラ
ン
ト
法
一

六
八
・
こ
か
ら

六
九
ま
で
の
五
条
項
は
(
ア
イ
ケ
以
後
H

一一一六一

1

ヲム
白冊

手
に
成
る
)
。

E
Eロ関岡田
H

「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、

(
H
U
)
 

後
に
続
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

六
七

、

一
・
六
七
・
二
、

一
・
六
八
・
一
の
三
条
項
の
直

北法55(6・30)2250

七
0
・
一
は
、
(
ア
イ
ケ
自
身
の

そ
の
ラ
ン
ト
法
一
・
六
七
・
一
は
、
「
誰
か
を
人

(
H
原
告
)
が
(
ラ
ン
ト
)
法
廷
で
言
。
円
加

gnzs)
訴
え
る
(
な
い
し
、
訴
え
た
)
場
合
、
彼

(
H
被
告
)
が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
な
け
れ
ば
、
人

(
H
裁
判
所
)
は
次
の
裁
判
期
日
(
を
定
め
て
そ
こ
)
に
彼

(
H
被
告
)
を
召
喚
す
べ
き
で
あ
る
」

と
(
い
う
「
原
則
」
を
)
述
べ
た
上
で
、
(
そ
の
「
例
外
」
と
し
て
)
、
「
し
か
し
、
誰
か
を
人

(
H
原
告
)
が
犯
罪
の
か
ど
で
訴
え
る

(
H
な
い
し
、
訴

え
た
)
場
合
に
は
、
そ
の
者

(
H
被
告
)
を
人

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
)
は
三
度
、
常
に
(
な
い
し
、
い
ず
れ
も
)
十
四
夜
後
に
(
裁
判
期
日
を

定
め
て
)
召
喚
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「
人

(
H
原
告
)
が
参
審
自
白
人
に
対
し
て
犯
罪
を
訴
え
る
(
な
い
し
、
訴
え
た
)
場
合
に
は
、

(
そ
の
ま
た
「
例
外
」
と
し
て
て
そ
の
者

(
H
犯
罪
の
か
ど
で
訴
え
ら
れ
た
参
審
自
由
人
)
を
人

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
)
は
三
度
、
常
に
(
な
い

し
、
い
ず
れ
も
)
六
週
後
に
(
裁
判
期
日
を
定
め
て
)
、
国
王
罰
令
権
の
下
に
ま
た
正
規
の
裁
判
集
会
の
場
所
(
で
関
か
れ
る
グ
ラ
I
フ
の
(
主
宰

す
る
)
裁
判
集
会
)
へ
召
喚
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
承
け
て
、
(
そ
の
直
後
に
続
く
)
ラ
ン
ト
法
一

れ
第
三
の
裁
判
期
日
に
出
頭
し
な
い
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
を
人

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
)
は
地
方
的

(
H
当
該
裁
判
管
区
限
り
の
)
追
放

六
七
・
二
は
、
「
誰
で
あ

に
処
す
る

(
5
2
g
E
)」
と
し
、
(
そ
の
直
後
に
つ
づ
き
、
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
で
は
一
・
七
0
・
一
の
直
前
に
位
置
し
て
い
た
)
一

六
人
・
一
は
、

「
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ

(
H
も
し
被
告
の
有
罪
が
立
証
さ
れ
れ
ば
被
告
は
生
命
刑

(
H
死
刑
)
ま
た
は
手
の
切
断
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、

つ
ま
り
被
告
の
犯
罪
に
つ
い
て
の
)
そ
れ

(
H
訴
え
)
の
ほ
か
は
、
人

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
)
は
、
そ
の
以
外
の
い
か
な
る
訴
え
の
ゆ
え
に

-
六
七
・
二
が
犯
罪
の
か
ど
で
訴
え
ら
れ
た

で
あ
れ
、
そ
の
者

(
H
被
告
)
を
地
方
的
追
放
に
処
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
(
直
前
の
)
一

者
に
つ
い
て
だ
け
妥
当
す
る
準
則
で
あ
る
こ
と
を
(
念
の
た
め
に
)
明
ら
か
に
し
て
い
る
。



-
七
0
・
一
の
前
段
は
、
こ
れ
ら
の
(
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
の
テ
キ
ス
ト
で
は
そ
の
直
前
に
位
置
し
て
い
た
)
諸
条
項
を
参
照
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
(
直
接
に
は
)
一
・
六
八
・
二
を
承
け
て
、
(
一
・
六
八
・
一
の
場
合
と
対
比
し
な
が
ら
て
あ
る
者
(
日
原
告
)
が
他
の
者

(
H
被
告
)
を
相
手
ど
っ
て
(
後
者
が
現
に
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
所
領
を
訴
求
す
る
(
な
い
し
、
し
た
)
場
合

l
i
つ
ま
り
、
原
告
の
主
張
に

従
う
限
り
、
(
こ
れ
ま
で
の
言
い
方
を
踏
襲
す
れ
ば
)
、
被
告
が
原
告
の
(
占
有
・
支
配
す
べ
き
)
所
領
(
の
占
有
・
支
配
)
を
(
不
法
に
)
奪
っ
た
と

し
て
訴
え
た
場
合
1

1
に
被
告
が
第
三
の
裁
判
期
日
に
出
頭
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
所
は
(
被
告
を
地
方
的
追
放
に
処

す
る
の
で
は
な
く
て
)
原
告
に
(
そ
れ
ま
で
被
告
が
(
不
法
に
)
占
有
・
支
配
し
て
い
た
)
所
領
を
占
有
・
支
配
す
る
よ
う
に
指
定
(
な
い
し
、
指
示
)

し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
(
現
実
に
)
占
有
・
支
配
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
も
の
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
一
・
七
0
・

ラ
ン
ト
法
一

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(1) 

一
の
原
告
は
な
ぜ
「
三
度
」
(
も
)
所
領
を
訴
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
前
述
の
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
新
た
に
、
な
、
ぜ
「
第
三
の
裁
判
期
日
」
(
に
お
け
る
不
出
頭
)
が
特
別
な
意
味
を
も
つ
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

こ
(
れ
ら
)
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
「
ラ
ン
ト
法
」
の
二
つ
の
条
項
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
ラ
ン
ト
法
三
・
三
八
・
一
は
、
「
な
ん
で
あ
れ
そ
の
者
が
一
年
と
一
日
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
も
っ
て
い
な
い

(
5
5
n
z
g

(
位
)

加

2
5
8ロ
ロ

-
n
Z
E
Z
g丹

)
(
H
適
法
に
占
有
・
支
配
し
て
い
な
い
)
も
の
に
つ
い
て
は
、
人

(
H
他
の
者
)
が
彼
(
日
そ
の
者
)
を
訴
え
る
(
な
い

し
、
訴
え
た
)
場
合
、
彼

(
H
そ
の
者
)
は
直
ち
に
応
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
と
一
言
う
。
そ
の
反
対
解
釈
と
し
て
、
「
そ
の
者
が
一
年
と

一
日
(
以
上
)
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
も
っ
て
い
る

(
H
適
法
に
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
も
の
に
つ
い
て
は
、
彼
は
直
ち
に
応
訴
す
る
を

要
し
な
い
」
、
と
い
う
準
則
(
の
存
在
)
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
推
定
は
ラ
ン
ト
法
二
・
ゴ
了
一
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
。
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そ
こ
で
は
、
「
人

(
H
他
の
者
)
が
あ
る
者
を
彼

(
H
後
者
)
が
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
も
っ
て
い
る

(
5
5
n冨
g
m刊
さ

2
2
Z
5
5
(
H
適

法
に
占
有
し
て
い
る
)
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
訴
え
る
(
な
い
し
、
訴
え
た
)
場
合
、
も
し
彼
(
日
被
告
)
が
『
私
は
こ
の
件
に
つ
い
て
(
裁
判
期
日

を
定
め
て
)
こ
こ
へ
召
喚
さ
れ
て
い
な
い
』
と
述
べ
る
(
な
い
し
、
主
張
す
る
)
な
ら
ば
、
人

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
)
は
次
の
裁
判
期
日



説

(
を
定
め
て
)
そ
こ
へ
彼

(
H
被
告
)
を
召
喚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
第
二
の
(
裁
判
期
日
に
お
け
る
原
告
の
)
訴
え
に
対
し
て
彼

(
H
被

告
)
が
(
さ
ら
に
第
三
の
)
裁
判
期
日
を
請
う
な
ら
ば
、
人

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
)
は
彼

(
H
被
告
)
に
そ
れ

(
H
第
三
の
裁
判
期
日
)
を
与
え

三子ム
両問

な
け
れ
ば
な
ら
ず
(
な
い
し
、
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
て
そ
の
時
(
に
)
は
彼

(
H
被
告
)
は
応
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
と
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
る
者
が
自
分
の
居
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
訴
え
ら
れ
た
場
合
で
も
、
彼

(
H
被
告
)
は
必
ず

し
も
直
ち
に
応
訴
す
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
第
三
の
裁
判
期
日
に
(
な
っ
て
か
ら
)
応
訴
す
る
こ
と
も
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

(
必
)

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
条
項
を
念
頭
に
置
い
て
、
ラ
ン
ト
法

-
七
0

・
工
乞
|
|
(
前
述
し
た
よ
う
に
)
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
の
テ
キ
ス
ト
で

は
そ
の
直
前
に
位
置
し
て
い
た

-
六
八
・
二
の
諸
条
項
か
ら
続
け
て

J
|も
う
一
度
読
み
直
し
て
み
る
と
、
そ
こ
で

六
七
・
一

i

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

あ
る
者
が
他
の
者
か
ら
(
ラ
ン
ト
法
廷
で
)
訴
え
ら
れ
た
場
合
、

一
般
に
は
、
被
告
が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
て
い
れ
ば
彼
は
直
ち
に
応
訴
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
告
が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
て
い
な
け
れ
ば
、
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
所
は
被
告
を
次
の
裁
判
期
日
(
を
定
め
て
そ
こ
)
に

召
喚
す
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
被
告
は
(
そ
の
召
喚
に
応
じ
て
出
頭
し
、
そ
こ
で
)
直
ち
に
応
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
被
告
が
そ
の
時
出
頭

し
な
(
い
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
出
頭
し
て
も
直
ち
に
応
訴
し
な
)
け
れ
ば
被
告
は
(
当
然
)
敗
訴
し
た
こ
と
に
な
り
、
原
告
に
対
し
て
は
(
被
告
が

応
訴
し
て
勝
訴
し
た
場
合
と
同
じ
く
)
そ
の
訴
え
を
認
め
る
判
決
が
下
さ
れ
る
(
は
ず
で
あ
る
)
。
し
か
し
、
犯
罪
に
関
す
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、

被
告
が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
(
ず
、
あ
る
い
は
、
居
合
わ
せ
て
も
直
ち
に
応
訴
し
)
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
彼
を
次
の

(
H
第
二
の
)
裁
判
期
日
に
召

喚
す
る
だ
け
で
な
く
、
(
彼
が
そ
こ
に
も
出
頭
せ
ず
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
で
も
応
訴
し
な
い
場
合
)
彼
を
さ
ら
に
(
も
う
一
度
)
第
三
の
裁
判
期
日
に

召
喚
し
(
審
理
し
)
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
彼
を
有
罪
と
す
る
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
ず
、
被
告
が
第
三
の
裁
判
期
日
に
(
も
)
出
頭
し
な

い
な
ら
ば
、
(
そ
の
時
は
じ
め
て
)
彼
を
地
方
的
追
放
に
処
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
者
が
他
の
者
を
相
手
ど
っ
て
所
領
を
訴
求
す
る
場
合
(
つ
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ま
り
、
両
者
の
問
で
所
領
の
帰
属
H
占
有
権
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
る
訴
え
)
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
準
じ
た
手
続
が
履
ま
れ
、
被
告
が
第
三
の
裁
判

期
日
に
出
頭
(
せ
ず
、
あ
る
い
は
、
出
頭
し
て
も
応
訴
)
し
な
い
時
に
は
じ
め
て
裁
判
所
は
被
告
か
ら
そ
の
所
領
(
の
占
有
権
)
を
剥
奪
す
る
と

(
幻
)

い
う
判
決
を
下
す
こ
と
に
な
る
。

1
1
1
以
上
が
ラ
ン
ト
法
一
・
七
0
・
一
の
官
頭
の
「
彼

(
H
原
告
)
が
三
度
の
裁
判
期
日
に
所
領
を
訴
求

し
た
場
合
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ラ
ン
ト
法
一

-
七
0
・
一
が
そ
の
前
段
で
、
「
人

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
)
は
、
彼

(
H
原
告
)
に
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
占
有
(
・
支
配
)

す
る
よ
う
指
定
(
な
い
し
、
指
示
)
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
彼

(
H
原
告
)
に
(
現
実
に
)
占
有
(
・
支
配
)
さ
せ
る
べ
き

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(l) 

で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
前
提
に
立
っ
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
件
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
二
つ
の
)
こ
と
に
つ

い
て
は
、
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
(
い
ず
れ
も
)
そ
の
主
張
を
認
め
ら
れ
た
(
後
に
)
原
告
の
た
め
に
(
裁
判
所
に
よ
っ
て
)
取
ら
れ
る
措
置

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
上
で
、
さ
ら
に
次
の
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
、
出
口
当
2
5
m
(
H
い
わ
ゆ
る
「
占
有
指
定
」
)
を
意
味
す
る
(
百

m
Z・
)
吉
田
町
ロ
の
語
が
「
ラ
ン
ト
法
」
に
姿
を
見
せ
る
の
は
(
「
ド
イ
ツ

(
H
H
)
 

語
第
一
版
」
H

。EEロ
回
目
白
の
テ
キ
ス
ト
に
限
る
と
)
こ
の
箇
所
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
続
く
m
m毛
色
色
m
m
g
の
語
は
、
ラ
ン
ト
法
一

一
と
二
・
二
五
・
一
で
も
、
原
告
が
(
前
者
に
お
い
て
は
(
未
婚
の
)
娘
ま
た
は
寡
婦
が
そ
の
後
見
人
に
よ
っ
て
、
ま
た
後
者
に
お
い
て
は
、
所
領

強
奪
の
現
行
犯
の
際
に
強
奪
者
と
そ
の
共
犯
者
た
ち
に
よ
っ
て
)
奪
わ
れ
た
所
領
(
前
者
に
お
い
て
は
、
ア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
レ
l
ン
ま
た
は
一
期
分
)

を
、
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
官
(
江
口
町
広
司
)
が
(
前
者
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
が
原
告
の
後
見
人
に
な
り
「
裁
判
所
の
職
権
」
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、

後
者
に
お
い
て
は
、
叫
喚
告
知
に
よ
っ
て
そ
の
場
に
駆
け
つ
け
た
裁
判
官
が
そ
の
場
で
強
奪
者
と
そ
の
共
犯
者
た
ち
を
裁
い
て
て
「
(
ほ
ん
ら
い
所
領

の
占
有
権
者
で
あ
る
)
原
告
の
支
配
下
に
置
く

H

原
告
に
(
現
実
に
)
占
有
・
支
配
さ
せ
る
」
、
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
本

(
日
制
)

条
・
こ
の
箇
所
の
唱
者
向
互
認

S
の
語
も
そ
れ
と
同
じ
用
例
に
属
す
る
、
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

ア
イ
ゲ
ン
が
(
法
廷
で
)
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
(
お
そ
ら
く
所
領
の
引
渡
し
の
際
に
)
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
所
(
具
体
的
に
は
、

も
う
一
つ
は
、

四
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A見

そ
の
役
人
で
あ
る
フ
ロ
l
ン
ボ
l
テ
)
に
よ
っ
て
(
譲
受
人
に
対
し
て
所
領
の
「
占
有
指
定
」
が
行
わ
れ
た
上
で
)
所
領
に
「
平
和
」
が
付
与
さ
れ
て

(
必
)

い
る
こ
と
。
も
し
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
所
が
(
法
廷
で
)
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
も
、
将
来
そ
の
帰
属
を
め
ぐ
る
係
争
が
実
力

さ£ぉ

肩冊

闘
争
(
な
い
し
、
フ
ェ
l
デ
)
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
を
「
平
和
」
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
然
に
防
止
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

被
告
が
(
所
領
を
(
不
法
に
)
奪
っ
た
と
し
て
、
そ
の
意
に
反
し
て
)
「
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
所
」
の
判
決
に
よ
っ
て
所
領
(
の
占
有
・
支
配
)
を

失
う
本
条
(
や
ラ
ン
ト
法
一
・
四
一
、
二
・
二
五
・
こ
の
ケ
l
ス
に
つ
い
て
も
(
当
然
)
同
じ
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
(
こ
れ
ら
の
ケ
l

ス
に
お
い
て
も
、
所
領
を
原
告
に
(
現
実
に
)
占
有
・
支
配
さ
せ
る
際
に
、
裁
判
所
が
そ
の
所
領
に
「
平
和
」
を
付
与
し
た
可
能
性
は
決
し
て
小
さ
く
な

ぃ
、
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
と
え
そ
う
で
な
く
て
も
、
裁
判
所
が
(
そ
の
職
権
に
も
と
づ
き
)
原
告
に
占
有
(
・
支
配
)
さ
せ
た
所
領
を
被
告
が
実
力
を

用
い
て
占
有
(
・
支
配
)
し
(
続
け
)
ょ
う
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
(
当
然
)
重
大
な
「
平
和
侵
害
」
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
て
て
そ
う
し
た
関
連
に

お
い
て
は
、
こ
の
ラ
ン
ト
法

七
0

・
一
が
(
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
で
)

六
八
・
二
の
直
後
に
続
い
て
い
た
こ
と
は
、

六
八
・
一
と

(
単
に
両
条
項
で
扱
わ
れ
て
い
る
犯
罪
を
犯
し
て
訴
え
ら
れ
た
者
が
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
る
ケ
l
ス
の
「
例
外
」
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
て
本
条

で
扱
わ
れ
て
い
る
事
案
が
そ
れ
自
体
(
と
し
て
も
)
「
平
和
(
侵
害
こ
の
間
題
に
つ
な
が
(
り
う
)
る
も
の
だ
か
ら
で
も
あ
っ
た
、
と
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

『

o
n
u
s
E晶
刊
の
語
は
、
し
か
し
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
の
ラ
ン
ト
法
一

七
0
・
一
の
前
段
で
(
原
告
が
奪
わ
れ
た
所
領
を
取
り
戻
す
た

め
に
起
こ
す
訴
え
に
つ
い
て
)
は
用
い
ら
れ
ず
、

よ
う
や
く
そ
の
後
段
に
姿
を
見
せ
る
。
そ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
(
あ
る
い
は
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
何
が
分
か
る
)
の
か
。

本
条
の
後
段
(
H
「
(
そ
の
後
)
彼
(
H
原
告
)
を
な
ん
ぴ
と
(
H
他
の
い
か
な
る
者
)
も
そ
こ
(
H
そ
の
所
領
)
か
ら
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
、
彼

(
H
「
な
ん
ぴ
と
」
、
誰
で
あ
れ
他
の
者
)
が
円
。
n
Z
8
E
倍
加
。
(
を
起
こ
し
、
そ
れ
)
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
を
な
す

(
H
原
告
を
そ
の
所
領
か
ら
逐
い
出
す
)

の
で
な
い
限
り
」
)
を
前
出
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・
一
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
れ
が
同
条
と
同
じ
こ
と
を
簡
略
に
述
べ
た
も
の
(
あ
る
い
は
、
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「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
条
項
の
配
列
に
即
し
て
き
守
え
ば
、
同
条
は
本
条
・
後
段
で
簡
略
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
詳
し
く
厳
密
に
書
い
た
も
の
)
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
(
同
条
に
つ
い
て
前
述
し
た
よ
う
に
)
、

B
n
z
n
広
田
唱
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
(
ほ
ん
ら
い
)
白

分
の
占
取
・
支
配
す
べ
き
所
領
を
(
誰
か
他
の
者
に
)
奪
わ
れ
た
(
と
主
張
す
る
)
者
に
限
ら
れ
る
。
本
条
・
後
段
の
場
合
、
(
そ
う
し
た
主
張
に

も
と

a

つ
い
て
)
司
8
7
8
5国
唱
を
起
こ
す
可
能
性
が
最
も
大
き
い
の
は
、
所
領
を
い
っ
た
ん
占
取
し
原
告
の
訴
え
に
よ
っ
て
(
自
分
の
意
に
反
し

き
そ
れ
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
被
告
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
場
合
彼
は
、
前
出
レ

l
ン
法
二
・
二
四
・
一
の
準
則
に
よ
れ

ば
、
(
こ
ん
ど
は
)
「
原
告
」
と
し
て
(
そ
れ
ま
で
の
原
告
を
相
手
ど
っ
て
)
8
n
z
s
E恒
常
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(1) 

こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
本
条
・
前
段
の
「
原
告
」
が
所
領
を
訴
求
し
て
起
こ
し
た
訴
え
は
、
(
「
被
告
」
が
第
三

の
裁
判
期
日
に
出
頭
し
な
か
っ
た
時
)
す
で
に
決
着
が
つ
い
て

(
H
「
結
審
」
し
て
)
お
り
、
裁
判
所
は
(
そ
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
)
「
原
告
」
に
所

領
の
占
有
(
・
支
配
)
を
指
定
(
な
い
し
、
指
示
)
し
、
所
領
を
(
現
実
に
)
占
有
(
・
支
配
)
さ
せ
る
。
本
条
の
後
段
は
、
「
被
告
」
が
そ
う
し
た

判
決
や
(
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
取
ら
れ
る
)
措
置
を
不
服
と
す
る
場
合
、
彼
は
(
も
は
や
「
原
告
」
の
起
こ
し
た
訴
え
の
中
で
、
あ
る
い
は
、
そ
の
延

長
線
上
で
「
原
告
」
に
対
し
て
反
論
し
た
り
反
証
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
ず
)
、
(
ま
っ
た
く
)
新
た
に
(
彼
を
相
手
ど
り
)
つ
原
告
」
の
立
場
で
お
n
y
g

(
幻
)

区
白
加
。
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
(
を
含
め
て
、
あ
る
い
は
、
主
に
そ
の
こ
と
)
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
一
・
七
0
・
一
に
お
い
て
も
、

B
n
y
g
r
g唱
の
語
が
所
領
(
の
占
有
・
支
配
)
を
奪
わ
れ
た
(
と

主
張
す
る
)
者
が
(
そ
れ
を
取
り
戻
す
た
め
に
)
ラ
ン
ト
法
廷
で
起
こ
す
(
べ
き
)
訴
え
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
本
条
は
原
告
が
所
領
を
訴
求
し
て
起
こ
す
訴
え
(
の
手
続
や
特
質
に
つ
い
て
詳
述
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
れ
)
に
(
被
告
の
不
出
頭
に
よ
り
)
決
着
が
つ
い
た
後
に
、
裁
判
所
が
(
原
告
の
た
め
に
)
取
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
し

た
条
項
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
本
条
の
前
段
で
、
原
告
が
起
こ
し
た
訴
え
に
つ
い
て
『
R
E
o
-色
白
唱
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
お
そ
ら
く
以
上
の
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
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説

(
四
)
最
後
に
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
一
に
つ
い
て
。
た
だ
し
、
こ
の
条
項
は
す
で
に
「
は
じ
め
に
」
の
冒
頭
で
(
邦
訳
し
て
)
引
用
し
若

三ム
百聞

干
の
コ
メ
ン
ト
を
も
加
え
て
お
い
た
の
で
、
ま
ず
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
お
願
い
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
三
つ
の
補
足
を
加
え

る
に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
る
。

①
本
条
に
お
い
て
も
、

B
n
z
n
r
z
m
m
の
語
は
、
所
領
を
(
不
法
に
)
奪
わ
れ
た
者
が
(
そ
れ
を
取
り
戻
す
た
め
に
)
ラ
ン
ト
法
廷
に
お
い
て
起

こ
す
(
べ
き
)
訴
え
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
①
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
。

②
本
条
に
お
い
て
は
、

B
n
p
B
E
白
唱
が
「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
(
の
権
利
)
と
の
関
連
に
お
い
て
(
具
体
的
に
は
、
所
領
を
(
不
法
に
)
奪
わ

れ
た
者
が
(
一
年
と
一
日
以
内
に
)
8
n
Fお

r
g明
を
起
こ
せ
ば
、
所
領
を
奪
っ
た
相
手
方
が
(
一
年
と
一
日
を
こ
え
て
)
い
か
に
長
く
そ
の
所
領
を
占

有
・
支
配
し
て
い
て
も
「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
(
の
権
利
)
を
取
得
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
)
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
の
検

討
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
が
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
(
し
た
が
っ
て
、
所
領
を
(
不
法
に
)
奪
わ
れ
た
者
が
一
年
と
一
日
以
内
に

5
n
Z
8
E
a
m
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
、
彼
が
所
領
を
(
法
的
手
段
に
よ
っ
て
)
取
り
戻
す
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
)

て
い
る
件
は
、

A
V
に
は
見
ら
れ
ず
、

s
s
p
・
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
い
て
も
こ
の
条
項
が
最
初
で
あ
り
し
か
も
こ
の
条
項
だ
け
で
あ
る
。

③
本
条
の
直
前
に
は
(
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
一
か
ら
)
い
わ
ゆ
る
「
不
動
産
訴
訟
」
(
具
体
的
に
は
、
所
領
を
(
不
法
に
)
奪
わ
れ
た
(
と
主
張

す
る
)
者
が
(
現
に
)
そ
の
所
領
を
占
有
・
支
配
し
て
い
る
者
を
訴
え
る
ケ
l
ス
)
を
扱
う
次
の
よ
う
な
諸
条
項
が
位
置
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

(
拙
稿
「
同
じ
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
」
で
述
べ
た
私
見
を
前
提
に
す
れ
ば
)
、
あ
る
家
臣
が
彼
の
主
君
か
ら
受
領
し
た
レ

l
ン
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
別
の
主

(
川
崎
)

君
か
ら
受
領
し
た
レ

i
ン
で
あ
る
と
し
て
(
不
法
に
)
奪
っ
た
者

(
H
別
の
主
君
の
家
臣
)
を
訴
え
る
ケ

l
ス
を
扱
、

2

7
四
二
・
一
、
(
同
じ

く
)
あ
る
家
臣
が
彼
の
主
君
か
ら
受
領
し
た
レ

l
ン
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
同
じ
主
君
か
ら
受
領
し
た
レ
!
ン
で
あ
る
と
し
て
(
不
法
に
)
奪
つ

(
必
)

た
者

(
H
彼
の
家
臣
仲
間
)
を
訴
え
る
ケ
l
ス
を
扱
う
二
・
四
二
・
四
、
ア
イ
ゲ
ン
を
適
法
に

(
H
ラ
ン
ト
法
廷
で
)
譲
渡
さ
れ
た
者
が
、
そ
れ
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を
譲
渡
人
か
ら
封
与
さ
れ
た
レ

l
ン
で
あ
る
と
し
て
(
そ
の
ま
ま
)
占
有
・
支
配
し
つ
づ
け
て
い
る
者

(
H
譲
渡
人
の
家
臣
)
を
訴
え
(
て
所
領

彼
の
父
か
ら
)
相
続
し
た
ア
イ
ゲ
ン
に

の
引
渡
し
を
求
め
)
る
ケ
l
ス
を
扱
う
二
・
四
コ
了
一
、

相
続
人
が
(
被
相
続
人
、

最
も
多
く
の
場
合
、

つ
い
て
、
そ
れ
を
被
相
続
人
(
の
生
前
に
彼
)
か
ら
(
適
法
な
法
廷
譲
渡
の
手
続
を
履
ま
ず
に
)
買
い
取
っ
た
(
と
し
て
、
被
相
続
人
の
没
後
も
そ
れ

を
そ
の
ま
ま
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
者
を
訴
え
(
て
所
領
の
引
渡
し
を
求
め
)
る
ケ
l
ス
を
扱
う
二
・
四
三
・
二
、
以
上
の
諸
条
項
が
そ
れ
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
条
項
で
扱
わ
れ
て
い
る
ケ
l
ス
は
、
そ
の
直
後
に

(
B
n
z
z
E
お
刊
に
言
及
し
た
)
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
一
が
続
い
て
い

(
卯
)

い
ず
れ
も
(
ラ
ン
ト
法
廷
で
起
こ
さ
れ
る
)
お
与
お

E
E習
の
具
体
例
と
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

る
こ
と
か
ら
見
て
も
、

で
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
(
す
で
に
拙
稿
「
同
じ
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
で
述
べ
て
お
い
た
こ
と
で
は
あ
る
が
て
特
に
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(l) 

右
に
述
べ
た
本
条
の
直
前
に
位
置
す
る
諸
条
項
に
お
い
て
は
、
(
原
告
(
だ
け
)
が
ま
た
は
原
告
・
被
告
(
の
双
方
)
が
(
問
題
の
)
所
領
を
自
分

の
(
占
有
・
支
配
す
べ
き
)
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
と
主
張
す
る
二
・
四
二
了
一
と
二
・
四
三
・
二
の
ケ
l
ス
だ
け
で
な
く
て
原
告
と
被
告
(
の
双
方
)
が

(
問
題
の
)
所
領
を
い
ず
れ
も
自
分
の

(
H
自
分
が
主
君
か
ら
受
領
し
、
し
た
が
っ
て
自
分
が
占
有
・
支
配
す
べ
き
)
レ

l
ン
で
あ
る
と
主
張
す
る

ケ
l
ス
が
二
つ
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
ケ
l
ス
も
ラ
ン
ト
法
廷
で
裁
か
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
二
・
四
二
・
一
と
二
・
四
二
・
四

の
ケ
l
ス
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
二
・
四
二
・
一
の
ケ
!
ス
に
つ
い
て
は
、
被
告
が
(
原
告
の
主
君
と
は
)
別
の
主
君
の

家
臣
で
あ
り
、
原
告
と
被
告
の
関
に
は
(
一
般
に
は
)
い
か
な
る
レ

l
ン
(
法
上
の
)
関
係
も
存
在
し
な
い
の
で
、
(
主
君
と
そ
の
家
臣
の
問
ま
た

は
(
同
じ
)
主
君
の
家
臣
(
仲
間
)
同
士
の
聞
で
起
こ
る
問
題
に
つ
い
て
し
か
管
轄
の
及
ば
な
い
)
レ

l
ン
法
廷
で
は
そ
れ
を
裁
く
こ
と
が
で
き
ず
、

(
も
し
そ
れ
を
法
廷
で
裁
く
と
す
れ
ば
)
ラ
ン
ト
法
廷
で
裁
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
事
情
(
な
い
し
、
理
由
)
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
二
・
四
二
・
四
は
、
同
じ
主
君
の
家
臣
が
家
臣
仲
間
を
(
自
分
が
主
君
か
ら
封
与
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
自
分
が
占
有
・
支
配
す
べ
き
)
所
領

を
奪
っ
た
と
し
て
訴
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
(
彼
等
の
)
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
で
(
も
)
裁
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
現
に
前
出
(
二
・

(
四
)
で
A
V
二
・
五
一
の
対
応
条
項
と
し
て
訳
出
・
引
用
し
た
)
レ

l
ン
法
六
八
・
四
で
は
、
(
実
質
的
に
は
そ
れ
と
同
じ
)
「
あ
る
家
臣
が
彼
の
家
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説

臣
仲
間
の
所
領
を
不
法
に
占
取
す
る
」
ケ
l
ス
が
、
主
君
に
よ
る
問
責
の
対
象
に
な
(
り
、
そ
の
レ

l
ン
法
廷
で
裁
か
れ
)
る
ケ
l
ス
の
一
つ

に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
レ

l
ン
法
六
八
・
四
に
お
い
て
は
、
(
対
応
す
る
A
V
一
・
五
一
で
は
1

1
別
な
箇
所
に
お
い
て
で
は
あ

論

れ

i
l古田
2
5
0ロ
5
5
去
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
対
応
す
べ
き
)
(
呂
円
)
司
R
Z
n
s
r
g
m
w白
の
詰
が
姿
を
見
せ
ず
、

ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
四
に
お
い
て
は
、
そ
れ
と
(
実
質
的
に
)
同
じ
ケ

i
ス
が
(
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
に
実
質
的
な
審
理
を
委
ね
る
に
せ
よ
)
最

終
的
に
は
ラ
ン
ト
法
廷
で
決
定
さ
れ
る
お
n
z
g
E品
開
(
の
一
つ
)
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
二
・
四

一
了
四
か
ら
は
、
『
m
n
V
H
m
w
u
m
m
の
語
を
(
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
)
ラ
ン
ト
法
廷
で
起
こ
さ
れ
そ
こ
で
裁
か
れ
る
事
案
に
限
定
し
て
用
い
よ

う
と
す
る
、
(
さ
ら
に
言
え
ば
、
ラ
ン
ト
法
(
廷
)
を
レ

I
ン
法
(
廷
)
よ
り
も
(
い
ち
だ
ん
)
高
い
次
元
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
)
著
者
・
ア
イ
ケ
の

(
日
)

強
い
志
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

(
五
)
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、

s
s
p
・
「
ラ
ン
ト
法
」
の
お
n
F
S
E品
。
の
語
は
す
べ
て
、
所
領
を
|
|
そ
れ
も
ア
イ
ゲ
ン
だ
け
で
な

く
レ

l
ン
を
も
含
め
て
|
|
(
不
法
に
)
奪
わ
れ
た
者
が
(
そ
れ
を
取
り
戻
す
た
め
に
)
ラ
ン
ト
法
廷
で
起
こ
す
訴
え
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い

(
臼
)

る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
で
き
た
(
は
ず
で
あ
る
)
。
そ
こ
で
、
次
節
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
検
討
の
結
果
を
前
提
に
し
て
「
レ

l
ン
法
」

に
お
け
る
お
与
お

E
晶
刊
の
語
の
用
例
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

註
(
1
)
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
一
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
一
一
二
六
頁
で
も
言
及
し
た
が
、
「
同
じ
ゲ
ヴ
エ

ー
レ
」
、
一
四
七
三
1
七
五
頁
に
お
い
て
、
そ
れ
に
先
行
す
る
(
い
わ
ゆ
る
「
不
動
産
訴
訟
」
扱
っ
た
)
諸
条
項
と
の
関
連
に
お
い
て
私
見
を
述
べ
て

お
い
た
(
な
お
、
同
論
文
に
つ
い
て
は
、
後
註

'
6
、
お
、
引
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
2
)
こ
の
条
項
の
直
前
に
位
置
す
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
一

i
二
・
四
三
・
二
の
)
一
連
の
条
項
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
(
後
に
二
e

(

凹
)
で
改
め

北法55(6・38)2258



ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(1) 

て
後
述
す
る
よ
う
に
)
、
所
領
を
「
奪
わ
れ
た
」
(
と
主
張
す
る
)
者
が
所
領
を
(
横
領
し
て
)
占
有
・
支
配
し
て
い
る
者
を
相
手
ど
り
、
所
領
の
返
還

(
な
い
し
、
引
渡
し
)
を
求
め
て
訴
え
る
ケ
l
ス
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
(
相
手
方
が
二
時
川
領
を
「
奪
う
」
と
い
う
の
は
、
(
拙
稿
「
同
じ
ゲ
ヴ
ェ

l
レ」、

註

-
U
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
)
、
ラ
ン
ト
法
二
・
二
五
・
一
で
扱
わ
れ
て
い
る

8
3
0
r
f
z
a
(
H
「
所
領
の
強
奪
」
、
徒
党
を
組
ん
で
(
お
そ
ら
く
)

や
か
た

領
主
館

(
H
現
に
人
の
住
む
所
領
管
理
の
拠
点
)
を
襲
撃
し
強
奪
(
し
よ
う
と
)
す
る
こ
と
)
と
は
異
な
り
、
(
法
的
に
は
)
そ
の
所
領
に
つ
い
て
占
有
権

を
も
た
な
い
者
が
そ
こ
か
ら
小
作
料
(
や
貢
租
)
を
徴
収
す
る

(
H
「
検
領
す
る
」
、
な
い
し
、
そ
う
し
よ
う
と
す
る
)
こ
と
を
言
う
。
し
た
が
っ
て
、

そ
こ
で
争
わ
れ
る
の
は
所
領
(
の
占
有
権
)
の
帰
属
の
問
題
で
あ
り
、
所
領
の
(
不
法
な
)
占
有
者
が
敗
訴
し
て
も
、

(
5
3
0
5
5
B
の
よ
う
な
「
犯

罪
」
の
場
合
と
は
異
な
り
)
、
「
苦
痛
刑
」
(
吉
田
=
-
R
Z
g
g
p
)
(
H身
体
・
生
命
刑
)
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
彼
は
(
原
台
に
は
瞭
罪
金
、
裁
判
官

に
は
罰
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
)
原
告
に
所
領
を
返
還
す
る
(
な
い
し
、
引
波
す
)
だ
け
で
す
む
。
ま
た
、

(
A
V
に
対
応
条
項
が
な
く
、

「レ
l
ン
法
」
で
補
足
さ
れ
た
と
目
さ
れ
る
)
レ

i
ン
法
三
九
・
二
は
、
主
君
が
家
臣
に
(
自
分
が
封
与
し
た
)
所
領
を
返
還
す
る
よ
う
に
「
強
制
(
な

い
し
、
強
要
)
す
る
」
主
主
認
S
H
N
5ロ加
g)
ケ
l
ス
を
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
家
臣
は
「
主
君
を
そ
の
活
者
各
の
か
ど
で
彼
の
法
定
の

年
期

(
H
一
年
と
一
日
以
)
内
に
訴
え
る
」
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
「
強
制
(
な
い
し
、
強
要
)
す
る
」
こ
と
を
常
垣
島
と
呼
ん
だ
上
で
、
「
意
思
だ
け

で
は
、
ま
た
一
言
葉
だ
け
で
も
、
強
制
(
な
い
し
、
強
要
)
は
存
在
し
な
い
、
そ
れ
に
行
為
が
続
く
の
で
な
い
限
り
」
、
と
結
ん
で
い
る
。
以
上
の
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
一
(
こ
の
箇
所
)
の

E
円
加
担
垣
島
の
語
も
、
(
「
暴
力
を
用
い
て
」
の
窓
味
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
く
て
「
不

法
に
」

(
H
権
原
な
し
に
)
の
意
味
に
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
後
註
・
日
と
日
で
述
べ
る
こ
と
を
も
参
照

さ
れ
た
い
。

(3)
こ
の
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
一
に
つ
い
て
は
、
後
に
二
・
(
囚
)
で
補
足
的
に
私
見
を
述
べ
る
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
)
石
川
「
A
V
と
S
S
P」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
5
)
石
川
「
へ

I
ル
シ
ル
ト
制
」
、
「
同
じ
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
、
「
A

V
と
S
S
P」
の
各
論
文
は
も
と
よ
り
、
「
レ

l
ン
法
邦
訳
」
を
A

V
の
テ
キ
ス
ト

と
比
較
・
検
討
し
な
が
ら
進
め
て
い
る
の
も
、

s
s
p
(テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
を
具
体
的
に
検
証
す
る
た
め
で
あ
る
。

(
6
)
し
か
し
、
(
前
註
・

5
で
触
れ
た
)
「
レ

l
ン
法
邦
訳
」
の
仕
事
を
一
時
中
断
し
、
こ
の
時
点
で
本
稿
を
ま
と
め
よ
う
と
考
え
た
の
は
、
次
の
よ
う

な
事
情
に
よ
る
。

「
法
制
史
研
究
」
(
五
三
号
、
二
O
O
凶
年
)
に
源
河
遥
史
氏
が
拙
稿
「
同
じ
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
に
つ
い
て
書
評
を
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
の
「
書
評
」
に

お
い
て
(
教
会
法
史
、
具
体
的
に
は
グ
ラ
i
テ
イ
ア
l
ヌ
ス
教
令
集
を
研
究
対
象
と
さ
れ
る
)
評
者
は
、
特
に

S
S
P
に
見
ら
れ
る
キ

1
・
ワ
ー
ド
を

Jヒ法55(6・39)2259



説自命

網
羅
的

(
H
横
断
的
)
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
書
に
お
け
る

B

法
」
の
あ
り
方
に
迫
ろ
う
と
す
る
私
の
(
本
稿
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
)
手
法

に
つ
い
て
、
「
著
者

(
H
石
川
)
の
議
論
に
は
〔
史
料
操
作
の
〕
批
判
手
続
が
欠
落
し
て
い
る
」
、
と
き
び
し
く
論
評
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
書
評
」
は
、
残
念
な
が
ら
、

(
S
S
P
と
グ
ラ
l
テ
イ
ア
l
ヌ
ス
教
令
集
の
史
料
的
性
格
の
相
違
を
無
視
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
て
拙
稿
に
つ

い
て
の
(
こ
と
ご
と
く
と
言
い
た
く
な
る
ほ
ど
)
数
多
く
の
誤
解
(
な
い
し
、
曲
解
?
)
に
も
と

ε

つ
い
て
お
り
、
私
と
し
て
は
と
う
て
い
承
服
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
(
法
制
史
学
会
の
伝
統
に
従
い
)
直
ち
に
そ
れ
に
対
す
る
「
反
論
」
(
「
主
要
文
献
略
語
表
」
を
参
照
さ
れ

た
い
)
を
執
筆
し
、
「
法
制
史
研
究
」
の
編
集
委
員
会
に
送
付
し
た
。
(
こ
の
「
反
論
」
は
、
本
稿
と
ほ
ぼ
同
時
に
公
刊
さ
れ
る
は
ず
の
「
法
制
史
研
究
」
、

五
四
号
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
な
の
で
、
興
味
を
お
も
ち
の
読
者
諸
賢
は
、
(
本
稿
と
併
せ
て
)
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
し
か
し
、
紙
幅
の
制
限
の
た
め
、

私
は
こ
の
「
反
論
」
に
お
い
て
は
、
(
主
に
)
方
法
論
的
問
題
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
だ
け
で
、
た
と
え
ば
評
者
が
、
拙
稿
で
レ

1
ン
法
六
八
・

四
の
ケ
l
ス
を
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
四
の
そ
れ
と
「
(
少
な
く
と
も
基
本
的
に
)
同
じ
事
案
」
と
解
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
常
識
に
訴

え
る
よ
う
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
に
す
ぎ
な
い
と
評
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
具
、
体
的
に
反
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
反
論
す
る
た
め
に
は
、
(
右
の
「
反
論
」
の
註

-
U
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
)
、
少
な
く
と
も
レ

l
ン
法
六
八
・
四
お
よ
び
そ

れ
に
対
応
す
る
A

V
二
・
五
一
に
見
ら
れ
る
幾
つ
か
の
用
語
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
私
が
「
レ

l
ン
法
邦
訳
」
で
行
っ
て
き
た
よ
う
な
考
証
が
必

要
に
な
る
。
私
の
「
レ

l
ン
法
邦
訳
」
は
や
が
て
レ

I
ン
法
六
八
・
四

(
H
A
V
二
・
五
二
に
到
達
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の

反
論
は
そ
れ
ま
で
待
と
う
、
と
い
う
考
え
が
一
瞬
私
の
頭
を
か
す
め
た
。
し
か
し
、
私
の
反
論
を
す
べ
て
同
条
へ
の
訳
註
の
中
で
行
お
う
と
す

れ
ば
、
そ
れ
が
訳
註
の
域
を
は
る
か
に
こ
え
る
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
同
条
に
見
ら
れ
る
用
語

に
つ
い
て
の
考
証
だ
け
は
「
レ

l
ン
法
邦
訳
」
(
同
条
へ
の
訳
註
)
で
行
い
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
評
者
に
対
す
る
反
論
は
そ
れ
と
は
別
に
書
か
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
も
ど
う
せ
書
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
読
者
が
(
「
法
制
史
研
究
」
に
掲
載
さ
れ
る
)
「
反
論
」
と
同
時
に
お
読
み
に
な
れ
る

よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
公
表
し
た
い
、
と
考
え
た
。
本
稿
が
こ
の
時
点
で
執
筆
・
公
表
さ
れ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
る
も
の
で
あ

る。
念
の
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、
(
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
)
、
私
は
こ
こ
数
年
来
、

s
s
p、
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
に
即
し
て
同
書
に
見
ら
れ
る

お
各
お
。
9
5
5
概
念
の
成
立
過
程
を
再
検
討
す
る
準
備
を
進
め
て
き
て
い
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る

A

V
お
よ
び

S
S
P
の
諸
条
項
に
つ
い

て
は
、
す
べ
て
そ
の
過
程
で
一
通
り
検
討
を
す
ま
せ
て
い
た
。
(
そ
の
こ
と
は
、
評
者
が
「
量
目
評
」
の
対
象
と
さ
れ
た
拙
稿

(
H
「
同
じ
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
」
へ

の
註
・
お
か
ら
も
明
ら
か
な
は
ず
で
あ
る
)
。
私
が
評
者
の
「
書
評
」
を
読
ん
で
、

B
n
z
n
E
a刊
に
関
連
す
る
諸
条
項
を
取
り
上
げ
れ
ば
(
右
の
点
に

北j去55(6・40)2260
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関
す
る
)
評
者
の
曲
解
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
と
直
ち
に
考
え
、
ま
た
こ
の
拙
論
(
全
体
)
の
本
文
を
ほ
ぼ
一
ヶ
月
で
書
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き

た
の
も
、
(
期
せ
ず
し
て
)
そ
の
よ
う
な
形
で
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
評
者
と
私
の
間
の
論
争
に
興

味
を
お
も
ち
に
な
ら
な
い
読
者
を
(
徒
ら
に
)
煩
わ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
評
者
に
対
す
る
反
論
を
本
文
で
述
べ
る
こ
と
は
慎
し
み
、
そ
の
う

ち
の
重
要
な
点
に
限
っ
て
註
|
|
'
特
に
後
註
・
お
と
日

l
ー
ー
の
中
で
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
論
争
に
興
味
を
お
も
ち
の
方
は
そ
れ
を
参

照
さ
れ
た
い
。

(
7
)
前
註
・

2
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(8)
家
臣
が
「
新
し
い
主
君
」
に
授
封
更
新
を
求
め
る
場
合
の
う
ち
最
も
頻
繁
に
起
こ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
主
君
が
息

(
H
封
相
続
人
)
を
遺
し
て

死
亡
し
(
そ
の
息
が
主
君
の
後
を
襲
つ
)
た
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
家
臣
が
「
上
級
主
君
」
に
授
封
更
新
を
求
め
る
の
は
、
(
大
部
分
)
、
主
君
が
息
な

し
に
死
亡
す
る
か
、
主
君
が
(
家
臣
に
封
与
し
て
い
た
)
所
領
を
上
級
主
君
に
返
還
す
る
か
、
主
君
か
ら
(
家
臣
に
封
与
さ
れ
て
い
た
)
所
領
(
の
占

有
権
)
が
(
上
級
主
君
の
レ
1
ン
法
廷
で
)
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
場
合
で
あ
る
が
(
以
上
に
つ
い
て
は
、
一
千
(
一
三
で

1
1
5
n
F
R
5
お
(
の
権
利
)
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
期
間
が
、
「
ラ
ン
ト
法
」
で
は
(
「
は
じ
め
に
」
に
掲
げ
た
二
・
四
四
・
一
で
)
「
一
年
と
一

日
」
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
レ
ー
ン
法
一
三
・
一
で
は
「
六
週
と
一
年
」
と
さ
れ
て
い
る
問
題
に
関
連
し
て
|
|
検
討
し
た
レ
l
ン
法
二
五
・
一
と
二

五
・
二
一
の
両
条
項
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
、
そ
れ
ら
の
場
合
に
家
臣
が
上
級
主
君
に
所
領
を
授
封
更
新
を
求
め
た
時
、
上
級
主
君
は
自
ら
家
臣

(
H
そ

れ
ま
で
又
家
臣
で
あ
っ
た
者
)
に
所
領
を
授
封
す
る
と
は
限
ら
ず
、
(
自
分
の
家
臣
の
中
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
主
君
と
同
格
の
)
「
新
し
い
、
王
君
」
を
家
臣

に
指
定
し
、
家
臣
が
そ
の
「
新
し
い
主
君
」
か
ら
所
領
の
授
封
(
更
新
)
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
9
)
A
V
で
は
、
需
品
吉
明
権
者
の
こ
と
が
(
一
・
二
一
で
)
「
そ
の
レ

l
ン
に
関
し
て
次
位
に
あ
る
者
(
お

E
E
g
)
」
と
言
わ
れ
た
り
、

2
宮町四釦

g

(
H
〉
口
君
主
日
n
E
D
)

の
語
が
(
一
・
二
五
、
一
-
一
一
七
、
一
・
八
四
、
一
・
八
八
で
は
)
問
主

5
%
を
、
ま
た
(
一
・
一
一
七
で
は
)
老
齢
三

E
明
白
を
指
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
語
が
同
じ
条
項
の
中
で
(
て
度
用
い
ら
れ
)
そ
れ
ぞ
れ
な
島
居
m
と
者
同
三

E
%
を
指
し
て
い
る
(
一
・
一

二
五
の
)
場
合
も
見
受
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
A
V
に
は
、
「
レ
!
ン
法
」
に
お
け
る
よ
う
な
、
宮
島
呂
町
と
き

EE=な
に
分
化
し
た
「
術
託
巴
は
(
ま

だ
)
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

(
叩
)
こ
こ
に
挙
げ
た
「
レ

l
ン
法
」
で
本
条
に
先
行
す
る
諸
条
項
の
う
ち
、
レ
ー
ン
法
一
一
一
一
一
了
一
を
「
特
に
」
強
調
し
た
の
は
、
吉
一
・
(
五
)
で
後
述

す
る
よ
う
に
)
、
同
条
を
正
し
く
読
み
解
い
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
一
で
扱
わ
れ
て
い
る
ケ
l
ス
と
の
つ
な
が
り
に
想
到

す
る
可
能
性
も
小
さ
く
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
・

2
で
述
べ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
後

北法55(6・41)2261 



説きι
ロ岡

註

-
U
と
日
で
述
べ
る
こ
と
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
後
註

-
U
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
ロ
)
こ
の
レ

l
ン
法
六
八
'
四
は
、
前
註

e
6
で
述
べ
た
よ
う
に
、
私
が
(
拙
稿
「
同
じ
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
に
お
い
て
)
こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
ケ

i
ス

を
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
四
の
そ
れ
と
「
(
少
な
く
と
も
基
本
的
に
は
)
同
じ
事
案
」
と
解
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
源
河
氏
が
「
書
評
」
の
中
で
(
私

に
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
拙
稿
を
き
ち
ん
と
読
み
も
せ
ず
に
)
「
常
識
に
訴
え
る
よ
う
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
断
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(日
)
S
S
P
の日開

r
z
E
n
z
s号
ロ
の
語
は
、
(
石
川
「
レ
l
ン
法
邦
訳
」
(
口
)
(
一

-

A

五
八
1
五
二
頁
)
、
レ
l
ン
法
六
五
・
一
一
一

(
H
A
V
二
・
二
九
)
へ
の

註

-
8
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
)
、

(
E
格
の
形
を
と
る
目
的
認
が
「
所
領
」
で
あ
る
場
合
に
限
る
と
)
、
「
(
そ
の
所
領
を
、
適
法
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
)

現
実
に
占
有
・
支
配
す
る
」
|
|
具
体
的
に
は
(
特
に
)
「
(
そ
の
所
領
を
耕
作
し
て
い
る
小
作
人
か
ら
)
小
作
料
(
や
貢
租
)
を
徴
収
す
る
」

l
l、
と

い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
(
一
一
了
(
二
一
)
で
「
一
年
と
一
日
」
と
「
六
週
と
一
年
」
の
期
間
(
の
異
同
)
の
問
題
に
関
連
し
て
後
述
す
る
)

レ
l
ン
法
六
五
・
二
一
で
は
、
主
君
が
家
臣
か
ら
(
レ
ー
ン
法
廷
の
)
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
し
た
所
領
を
(
現
地
で
)
自
ら
ま
た
は
使
者
を
介
し
て

8
w
ロ
邑

2
3
E
g
す
る
も
の
の
、
一
年
と
一
目
、
そ
こ
か
ら
小
作
料
(
や
貢
税
)
を
徴
収
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
を
保
持
す
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
場
合
出
兵

E
E
R
5
E
g
の
語
は
、
(
レ
l
ン
法
四
八
・
一
に
対
応
す
る
)
A
V
一
・
一
一
一
二
の
(
「
レ
l
ン
法
」
の
対
応
箇
所
で
は
改
訂

に
伴
い
「
削
除
」
さ
れ
た
)
一
節
か
ら
、
主
君
が
農
民

(
H
小
作
人
た
ち
)
に
対
し
て
、
「
こ
の
た
び
自
分
が
こ
の
所
領
の
領
主
に
な
っ
た
の
で
、
今

後
自
分
以
外
の
者
に
小
作
料
を
収
め
た
り
、
な
ん
ら
か
の
奉
仕
を
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
、
公
示
な
い
し
命
令
す
る

こ
と
を
指
す
、
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
レ

l
ン
法
六
八
・
四
の
「
あ
る
家
臣
」
も
、
「
彼
の
家
臣
仲
間
の
レ

l
ン
」
か
ら
小
作
料
(
や

貢
租
)
を
横
領
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
(
少
な
く
と
も
)
公
然
と
「
今
後
は
自
分
に
小
作
料
(
や
貢
租
)
を
収
め
奉
仕
を
す
る
よ
う
」
命
令
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
(
は
ず
で
あ
る
)
。
し
か
し
、
彼
が
た
と
え
そ
う
し
た
命
令
を
し
た
だ
け
で
ま
だ
現
実
に
小
作
料
(
や
安
租
)
を
徴
収
し
て
い
な
く
て

も
、
(
前
註
・

2
に
挙
げ
た
レ
l
ン
法
三
九
・
二
の
用
語
で
言
え
ば
)
、
そ
れ
は
単
な
る
「
意
思
」
や
「
言
葉
」
で
は
な
く
て
、
自
分
の
家
臣
仲
間
の
「
所

領
を
奪
う
」
と
い
う
「
行
為
」
(
の
少
な
く
と
も
第
一
歩
)
な
の
で
あ
る
。
(
な
お
、
ラ
ン
ト
法
二
・
五
八
・
二
に
よ
れ
ば
、
小
作
料
や
貢
租
は
年
に
一
度

(
法
定
の
日
に
)
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
仮
に
「
(
所
領
を
)
上
口
取
す
る
、
あ
る
い
は
、
占
有
・
支
配
す
る
」
た
め
に
は
、
「
そ
の
所
領
か
ら

(
現
実
に
)
小
作
料
(
や
貢
租
)
を
徴
収
す
る
」
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
た
と
え
ば
、
父
が
死
亡
し
て
(
そ
れ
と
同
時
に
)
所
領
を
相
続
し
た
息

は
、
小
作
料
(
や
貢
租
)
を
徴
収
す
る
ま
で
の
問
そ
の
所
領
を
占
有
・
支
配
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
右
の
(
二
)
で
前
述
し
た
A
V
や
「
レ
ー

ン
法
」
の
所
領
の
「
相
続
」
に
関
す
る
規
定
と
矛
盾
す
る
、
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
)
。
な
お
、
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
註
・
お
と
日

北i去55(6・42)2262



ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(1) 

で
述
べ
る
こ
と
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
は
)
こ
の
箇
所
の
「
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
者
(
た
ち
こ
と
い
う
の
は
、
(
「
一
二
種
の
自
由
人
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
そ
の
中
で
最
も
身
分
の
低
い

「
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
」
身
分
の
小
作
人
で
は
な
く
て
(
非
自
由
人
で
あ
る
)
「
ラ
1

テ
」
身
分
の
小
作
人
を
指
す
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
二

0
1
二
一
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
(
レ
i
ン
法
に
つ
い
て
だ
け
述
べ
て
い
る
)
A
V
に
は
、
小
作
人
の
身
分
に
関
す

る
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
前
註

-
H
の
箇
所
の
「
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
者
(
た
ち
こ
も
、
こ
の
箇
所
と
ま
っ
た
く
同
じ
表
現
を
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
「
ラ
l
テ
」
身
分
の
小
作
人
を
指
し
て
い
る
、
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
日
)
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
前
出
レ
l
ン
法
六
八
・
二
の
「
奪
う
」
(
号
ヨ

g)
の
語
と
こ
の
六
八
・
四
の
「
不
法
に
占
取
す
る
」
(
明
白
士
邑
円

5
5
n
z
S
E
E
m
Z
E乱
開
口
)
の
語
は
(
少
な
く
と
も
、
ほ
と
ん
ど
)
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
、
つ
こ
と
が
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
も
う
一
度
前

註
・

2
と
日
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(日
)
(
A
V
に
は
も
と
よ
り
)
「
レ
l
ン
法
」
に
は
、
レ
!
ン
法
廷
の
管
轄
を
(
抽
象
的
・
一
般
的
な
命
題
を
用
い
て
)
概
括
し
た
条
項
は
見
当
た
ら
な
い
。

し
か
し
、

(
A
V
、
お
よ
び
)
「
レ

l
ン
法
」
を
始
め
か
ら
本
条
ま
で
通
読
し
て
き
た
読
者
は
、
レ
ー
ン
法
廷
を
召
集
す
る
の
は
主
君
で
あ
り
、
そ

こ
に
参
集
す
る
(
な
い
し
、
参
廷
義
務
を
負
っ
て
い
る
)
の
は
彼
の
家
臣
(
だ
け
)
で
あ
る
こ
と
、
そ
こ
で
判
決
を
発
見
し
証
人
に
な
り
判
決
を
非
難

で
き
る
の
は
彼
の
家
臣
に
限
ら
れ
る
こ
と
、
そ
こ
で
主
君
か
ら
問
責
さ
れ
て
い
る
者
は
彼
の
家
臣
(
だ
け
)
で
あ
り
、
家
臣
か
ら
訴
え
ら
れ
る
の

も
彼
の
主
君
ま
た
は
家
臣
仲
間
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
承
知
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
は
主
君
と
そ
の
家
臣
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
主
君
と
彼
の
家
臣
の
閉
ま
た
は
彼
の
家
臣
(
仲
間
)
同
士
の
間
で
生
ず
る
問
題
に
つ
い
て
し
か
審
理
で
き
な
い
、
と
い
う
認

識
に
達
す
る
の
は
、
そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
げ
)
こ
の
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
一
は
、
(
「
は
じ
め
に
」
の
冒
頭
に
引
用
し
た
ご
・
四
四
・
一
の
直
前
に
位
置
す
る
)
「
不
動
産
訴
訟
」
を
扱
っ
た
条
項
群

の
先
頭
を
切
る
条
項
で
あ
り
、
拙
稿
「
同
じ
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
」
で
も
邦
訳
・
引
用
の
上
検
討
し
て
お
い
た
が
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
も
、
前
註
・

2

で
述
べ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
後
註
・
お
と
日
で
述
べ
る
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
凶
)
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
(
重
要
な
)
疑
問
が
残
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
(
前
註

-
M
で
述
べ
た
よ
う
に
)
こ
の
条

項
で
扱
わ
れ
て
い
る
「
小
作
人
」
が
「
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
た
者
」
H

ラ
l
テ
身
分
の
小
作
人
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
小
作

人
の
う
ち
「
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
な
い
者
」
H
ラ
ン
ト
、
ザ
ツ
セ
身
分
の
小
作
人
は
、
こ
の
「
領
主
(
館
)
法
廷
」
に
参
画
し
な
い
の
か
(
も
し

参
画
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
後
者
の
方
が
よ
り
自
由
度
が
高
く
隷
従
度
が
低
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
)
、
と
い
う
疑
問
で
あ
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説論

る
。
も
う
一
つ
は
、
領
主
が
小
作
に
出
す
の
は
必
ず
し
も
(
上
級
主
れ
か
ら
受
領
し
た
)
レ

l
ン
に
限
ら
ず
、
領
、
王
は
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
を
小
作
に

出
す
こ
と
(
が
で
き
る
し
、
そ
う
す
る
場
ん
と
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
こ
の
「
領
主
(
館
)
法
廷
」
に
は
領
主
の
ア
イ
ゲ
ン
を
耕
作
し

て
い
る
小
作
人
は
属
し
て
い
な
い
の
か
、
(
も
し
、
印
刷
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
領
、
一
子
一
が
彼
等
に
「
不
法
(
行
為
こ
を
働
い
た
場
合
、
彼
等
は
そ
れ
を
上
級
、
王

君
の
レ
!
ン
法
廷
に
持
ち
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
)
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
(
小
作
人
の
権
利
義
務
が
「
レ
l
ン
法
」
で
は
な
く
「
ラ
ン

ト
法
」
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
こ
と

|
l
換
言
す
れ
ば
、
小
作
関
係
は
ラ
ン
ト
法
上
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
1

1
の
理
由
の
(
少
な
く
と
も
)
一
つ
は
、

お
そ
ら
く
こ
の
こ
と

(
H
第
二
の
疑
問
)
と
も
関
係
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
)
。
し
か
し
、

s
s
p
(全
巻
)
に
は
こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
決
す

る
た
め
の
決
め
手
に
な
る
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
本
稿
の
課
題
と
直
接
に
関
係
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
、

本
稿
で
は
そ
れ
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
。

(ω)
具
体
的
に
は
(
す
で
に
石
川
「
へ

l
シ
ル
ト
制
」
合
乙
、
凹
四
九
頁
(
の
本
文
)
、
お
よ
び
、
註
・
加
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
)
、

A
V
二
・
六
一
で
は
、

(
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
で
)
非
難
さ
れ
た
判
決
を
ど
こ
(
日
ど
の
法
廷
)
へ
持
ち
出
す
べ
き
か
に
つ
い
て
判
決
を
問
わ
れ
た
家
臣
が
、
「
彼

(
H
判
決
を

非
難
し
た
家
臣
)
の
レ

l
ン
(
に
つ
い
て
)
の
上
級
主
君
が
、
非
難
さ
れ
た
判
決
(
に
つ
い
て
)
の
】

E
E
に
な
る
べ
き
で
あ
る
」
、
と
い
う
判
決
を

発
見
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
レ
l
ン
法
六
九
・
六
で
は
、
「
そ
の

(
H
判
決
を
非
難
し
た
家
臣
の
)
所
領
(
に
つ
い

て
)
の
上
級
主
君
で
あ
る
御
方
の
前
へ

(
H
上
級
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
へ
)
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。

(
却
)
前
註
・
凶
で
述
べ
た
よ
う
に
、
主
君
と
そ
の
家
臣
の
聞
の
(
人
的
な
)
緋
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
彼
等
の
聞
で
生
ず
る
問
題
に
つ
い
て
だ
け
審

理
す
る
レ

l
ン
法
廷
に
は
、
「
裁
判
管
区
」
は
存
在
し
う
る
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
幻
)
具
体
的
に
は
、

A
V
一
・
三
四
、
二
・
六
八
、
三
・
一
一
一
一
の

gen-zg
の
語
は
、
「
レ

i
ン
法
」
の
対
応
条
項

(
H
一
一
・
二
、
七
一
・
三
、
七

六
e

こ
で
加
g
n
z
n
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
(
次
の
(
五
)
で
邦
訳
・
引
用
す
る
)
A
V
三
・
一
四

(
g
l
g
の
件
)
の

ERHmH
の
語
は
、
(
対
応
す
る
)

レ
l
ン
法
七
六
・
二

(
m
m
の
件
)
で

-
S
E
n
F
8
5
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

(
勾
)
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
特
に
三
(
一
一
三
頁
以
下
)
で
結
論
的
に
述
べ
た
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
拙
稿
「
同
じ
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
で
、
私
が
レ

l
ン
法
六
八
・
四
を
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
四
と
「
(
少
な
く
と
も
基
本
的
に
)
同
じ
事
案
」
と
述
べ
た

時
、
私
は
こ
の
三
・
(
四
)
で
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
検
討
ず
み
で
あ
っ
た
。
(
現
に
、
前
註

-mで
挙
げ
た
「
ヘ
!
ル
シ
ル
ト
制
」
(
三
)
、

註

emで
は
、

A

V
二
・
六
一
↓
レ
l
ン
法
六
九
・
六
の
事
例
に
ひ
き
つ
づ
き
、

A

V
二
・
五
一
↓
レ
I
ン
法
六
八
四
と
六
八
・
五
の
事
例
に
つ
い
て
も

私
見
を
述
べ
て
お
い
た
)
。
源
河
氏
は
(
お
そ
ら
く
そ
れ
を
御
承
知
な
い
ま
ま
寸
前
註
・

6
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
条
に
関
す
る
(
右
の
)
私
見
を
「
常

北j去55(6・44)2264
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識
に
訴
え
る
よ
う
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
と
断
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

拙
稿
「
同
じ
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
は
、
そ
れ
へ
の
註
・

8
に
明
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
ク
ヌ

l
ト
・
シ
ユ
ル
ツ
氏
の
六
五
回
誕
生
日
祝

賀
論
集
の
た
め
に
執
筆
し
た
ド
イ
ツ
語
版

(
H
F
E
ロ
邑
2
0
2
.
§
Z与
え
も

N
号
号
玄
関

g
E母
空
白
加
島
日
当

E
E
D加
=
E
Z
加。
z
r
2
5『O
二
ヨ
〉

E
E

「
骨
口
会
蜘

-
ι
2
∞R
F
B
B
4
日間。
-
P
E
一回ロ加。
2
5
2
者
三
宮
ヨ
ヨ
・

-ugznE
ユコ『
C
円
穴

2
E
M
n
z
z
-
N
N
Z
E
a
u
c
o守
Z
E
Z同岨『『切回・〈唱『'』明開「↓
m
z
・
2
・-再開。〉
Z
。

F
穴
'
t
宅
問
的
。
口
-
M
O
O
N
)

の
邦
語
版
と
し
て
(
本
文
は
ほ
ぼ
前
者
を
邦
訳
し
、
そ
れ
に
若
干
の
註
を
補
足
し
て
)
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

右
・
拙
稿
の
註
に
は
(
ド
イ
ツ
語
で
公
に
さ
れ
て
い
な
い
)
旧
稿
の
参
照
箇
所
を
一
々
挙
げ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
(
し
、
こ
の
レ
l
ン
法
六
八
・
四

に
つ
い
て
も
、
前
註
・

ωで
触
れ
た
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
」
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
)
。
し
か
し
、
右
・
拙
稿
の
「
主
要
文
献
略
語
表
」
に
は
、
(
「
へ

l
ル

シ
ル
ト
制
」
を
も
含
め
て
)
、
旧
稿
の
う
ち
特
に
右
・
拙
稿
の
テ

l
マ
と
関
係
の
あ
る
も
の
は
す
べ
て
挙
げ
て
お
い
た
。
さ
ら
に
、
右
・
拙
稿
(
一

四
六
三
頁
)
で
は
、
レ
ー
ン
法
六
八
・
四
に
関
連
し
て
、
お
わ
古
門
m
r
z明
白
の
問
題
に
も
言
及
し
、
「
所
領
を
奪
わ
れ
た
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
一
や

一
一
・
四
二
・
四
の
〔
家
臣
〕

A
も
、
所
領
に
つ
い
て
の
自
分
の
権
利
を
守
る
た
め
に
は
、
一
年
と
一
日
以
内
に
こ
の

B
n
E
R
r
z
%
を
起
こ
し
て
所

領
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
と
い
う
私
見
を
述
べ
、
註

-mで
は
、
(
レ
l
ン
法
六
八
・
凶
の
夜
前
に
位
夜
す
る
)
レ
!
ン
法
六
八
・
二
を

(
そ
れ
に
対
応
す
る

A
v
-
-
四
九
と
比
較
し
な
が
ら
)
検
討
し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
す
べ
て
の
こ
と
が
(
評
者
に
よ
る
「
書
評
」
に
対
す
る
「
反
論
」

の
中
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
て
こ
の
註
・
却
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
(
あ
る
い
は
、
御
内
分
の

L

止
論
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
曲
解
し
て

ラ
ン
ト
法
(
一
了
四
二
・
四
に
先
行
す
る
ご
了
四
二
・
一
、
お
よ
び
、
(
一
了
四
一
一
-
四
と
も
関
連
す
る
、
後
続
の
三
了
四
四
・
一
に
関
す
る
私
見

に
つ
い
て
ま
っ
た
く
論
評
を
加
え
な
か
っ
た
評
者
の
お
自
に
止
ま
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
、
も
と
も
と
無
理
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ

し
、
(
あ
る
法
令
集
の
)
「
成
立
史
」
の
重
要
性
を
力
説
し
、
あ
る
法
文
の
意
味
は
(
そ
れ
に
先
行
す
る
)
規
範
伝
承
と
比
較
し
な
け
れ
ば
正
し
く
理

解
で
き
な
い
、
と
主
張
さ
れ
る
評
者
が
、
な
ぜ
き
び
し
い
論
評
を
加
え
よ
う
と
す
る
(
他
人
の
)
論
文
の
「
成
立
史
」
に
つ
い
て
こ
う
ま
で
無
関

心
で
あ
り
う
る
の
か
、
と
い
う
私
の
疑
問
だ
け
は
ど
う
し
て
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
序
に
一
三
し
て
お
く
と
、
私
が
本
稿
で
評
者

に
対
す
る
「
反
論
」
を
補
足
す
る
た
め
に
『
R
Z
o
r
E明
。
の
テ
l
マ
を
取
り
上
げ
よ
う
と
考
え
た
の
は
、
直
接
に
は
、
評
者
が
右
・
接
稿
に
お
け
る
司
R
E
o

-nZ加
。
に
関
す
る
私
見
を
ま
っ
た
く
無
視
し
、
同
・
接
稿
へ
の
註

-mを
恐
立
的
に
理
解
し
て
偉
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
後
一
証
・
引
で
述
べ
る
こ
と
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
O

(
担
)
こ
の

a
l
a
の
一
節
は
原
文
で
は
(
本
条
の
最
初
の
一
文
の
)
冒
頭
に
位
置
し
て
お
り
、
(
直
前
の

)
A
V
三
・
一
二
に
属
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
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(
お
)
前
出
(
四
)
(
註
・
幻
の
箇
所
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
S
S
P
の
Z
E
の
語
が
「
(
特
に
グ
ラ
l
フ
の
)
裁
判
管
区
」
を
指
す
場
合
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
三
五
i

三
六
頁
と
(
そ
れ
へ
の
)
註
・
山
、
お
よ
び
、
「
補
論
」
、
五
O
一
1
五
O
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
0

(

な
お
、
「
裁
判
管
区
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

前
註
・
却
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
幻
)
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
三
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
石
川
「
中
世
法
」
(
特
に
五
二
五
1
五
二
六
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(却
)
A
V
三
・
一

O
H
「
城
塞
が
破
壊
さ
れ
、
あ
る
い
は
主
君
の
貧
困
ま
た
は
僻
怠
に
よ
っ
て
崩
壊
し
、
あ
る
い
は
(
い
ろ
い
ろ
な
)
S
Z
E
の
ゆ
え

に
(
E
E
B
5
8
5
白
)
判
決
を
も
っ
て
取
り
壊
さ
れ
た
な
ら
ば
:
・
」
。
レ
ー
ン
法
七
三
・
七
H

「
あ
る
城
塞
が
実
力
(
な
い
し
、
暴
力
)
を
も
っ
て

(
E
Z
目
白
毛
色
丹
)
(
H
不
法
に
)
破
壊
さ
れ
、
あ
る
い
は
主
君
が
そ
れ

(
H
城
塞
)
を
崩
壊
す
る
に
任
せ
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
E
加
g
n
z
n
の
ゆ
え
に

(
E
B
E加
g
n
u
g
)
破
壊
さ
れ
る
(
な
い
し
、
さ
れ
た
)
な
ら
ば
・
:
」
。
ラ
ン
ト
法
三
・
六
六
・
四

H

「人

(
H
城
主
)
は
、
=
=
加
g
n
z
g
の
ゆ
え
に

(
E
B
E
m
E
S
S
)
破
壊
さ
れ
る
(
な
い
し
、
さ
れ
た
)
い
か
な
る
城
塞
を
も
、
裁
判
官
の
許
可
な
し
に
再
建
し
て
は
な
ら
な
い
」
0

(

な
お
、
城
塞
が

「
犯
罪
の
ゆ
え
に
」
破
壊
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
二
・
七
二
・
一
と
二
・
七
二
・
二
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
)
。

(
却
)
こ
の
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・
一
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
補
論
」
、
五
O
八
1
五一

O
真
に
お
い
て
(
そ
の
直
後
に
つ
づ
く
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・

二
お
よ
び
(
本
稿
で
も
す
ぐ
後
の
本
文
で
言
及
す
る
)
ラ
ン
ト
法
二
・
七
O
と
併
せ
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
掲
げ
た
邦
訳
は
、

(
わ
れ
わ
れ
の
『
邦
訳
』
、
二
ハ
八
1
一
六
九
頁
に
お
け
る
そ
れ
と
同
じ
く
て
(
特
に
)
B
n
z
m
空
白
明
白
の
語
が
、
(
原
告
が
そ
の
訴
え
を
起
こ
し
た
時
)
被
告

が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
る
場
合
に
だ
け
か
か
り
、
被
告
が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
な
い
場
合
に
は
か
か
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
か
ね
な

い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
文
に
も
そ
う
し
た
誤
解
を
生
む
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
必
ず
し
も
「
誤
訳
」
と
は
言
え
な
い

か
も
知
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
誤
解
を
生
じ
な
い
よ
う
語
順
に
留
意
し
、

b
l
b
の
件
の
補
訳
に
、
さ
ら
に
「
a
s
s
E
国
間
刊
が
起

こ
さ
れ
た
時
」
と
い
う
一
匂
を
補
足
し
て
お
い
た
。

(
訂
)
ラ
ン
ト
法
二
・
七
O
の
原
文
は
、
z
g
=
2
2
-
ロ
3
8
5
5
8
自
国
間
他
団
民
民
間
b
同
岡
氾
ほ
ほ
阿
倍
ほ
同
川
τ
2
5
5
丘
刊
舟
同
国
崎
吉
田
門

5
n宮
町
民
伺
0
5
5
5
口
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
旨
の
こ
と
を
述
べ
た
レ
l
ン
法
三
八
・
四
の
そ
れ
は
、
ζ
g
R
R
E
-
5
5回
E
m
g
ロ
目
5
2
%垣
2
2

吉田
g
-
間
口
問
m
H
m
g由
民
営
垣
5
5
ロ
ヨ
昨
日
n
z
g
-
と
な
っ
て
い
る
。
右
の
邦
訳
で
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・
一
の

(
a
l
a
の
符
号
を
付
し
た
)

二
箇
所
に
姿
を
見
せ
る
z
a
の
語
|
|
原
文
は
、
ζ
2
5
M
2
5
2
E
刊
E
5
2
5円
g
g
ロ
m
g
n
F
E
Z
-
S
ロ
:
と
8
5
三
喜
ヨ
2
3
刊

説論
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昨
同
川
崎

E
R
E
-
-ー
を
そ
れ
ぞ
れ
「
彼
の
(
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
所
領
」
お
よ
び
「
そ
の
所
領
(
の
占
有
権
こ
と
訳
し
た
の
は
、
(
ラ
ン
ト

法
二
・
七
O
の
み
な
ら
ず
)
レ

i
ン
法
三
人
・
四
を
も
参
照
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ひ
き
つ
づ
き
次
註
・
認
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
r
n
F
E
n
z
q
「
世
田
色
ま

a
g
e
n
-
ご一

Z
E
=
z
出
回
吉
田
明
白
邑
O
ロ
2
・
m
g
g
A
5
0
吉
田
国
王
2
2
丘
町
門
口
『
-
E
出
回
雪
印
明
白
山
田
芯
与
g
(
叶
『
n
E
m
釦
で
は
与
m
o
g
-
E
E
C
)

2
5
2
E
『
・
因
み
に
(
前
註
・
況
で
触
れ
た
)
レ

l
ン
法
=
一
八
・
四
に
対
応
す
る

A

V
一
・
九
四
の
原
文
は
、
Z
E
-
-
5
2
5
田
明
白
E
S
E
E
n
-
包
ロ
タ
ロ
E

勺
。
回
目
白
百
o
§
2
5
5
R
R
-
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
、
S
S
P
に
お
い
て
は
民
主
E
S
と
5
丘
町
-
g
の
語
は
、
(
ま
た
、
そ
れ
に
対
応
し
そ
の
も
と
に
な
っ
た
A
V
の
三
2
R
B
と
ち
E
&
2
5
の
語

も
)
、
石
川
「
補
論
」
、
註
・
叩
、
お
よ
び
、
「
レ

l
ン
法
邦
訳
」

(
7
)
、
(
レ
!
ン
法
)
一
一
一
八
・
四

(
H
A
V
一
・
九
四
)
へ
の
註

-
4
と
8
で
述
べ

て
お
い
た
よ
う
に
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
前
者
は
(
い
わ
ば
)
「
民
事
訴
訟
」
に
お
い
て
(
原
告
と
被
貯
が
法
廷
で
そ
の
帰
属
を
め
ぐ
り
争
っ
て

い
る
所
領
に
つ
い
て
の
)
「
権
利
」
を
(
裁
判
所
ま
た
は
レ
|
ン
法
廷
が
そ
の
一
方
に
対
し
て
)
「
否
認
す
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
後
者
は
(
い
わ
ば
)
「
刑
事
訴
訟
」
(
ま
た
は
主
君
に
よ
る
「
問
責
」
)
に
お
い
て
有
罪
(
な
い
し
、
有
責
)
と
さ
れ
た
者
、
ま
た
は
、
(
民
事
・
刑

事
を
問
わ
ず
)
裁
判
所
(
ま
た
は
レ
l
ン
法
廷
)
へ
召
喚
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
正
当
な
理
由
な
く
し
て
)
出
頭
し
な
か
っ
た
者
か
ら
(
裁
判
所
ま

た
は
主
君
が
)
い
わ
ば
「
制
裁
」
と
し
て
(
そ
の
者
台
所
領
、
な
い
し
、
(
そ
れ
に
つ
い
て
の
)
権
利
を
「
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
す
る
」
と
い
う
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
条
の
(
末
尾
、

d
l
d
の
件
の
)
お
丘
町
一
g
の
語
と
対
比
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て

い
る

(
b
l
b
の
件
の
)
寄
兵
g
の
語
が
(
レ
l
ン
法
三
八
・
四
の
)
え
5
5
2
と
(
実
質
的
に
は
)
同
義
で
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
(
右
に
引
用
し
た
原
文
と
く
ら
べ
て
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ラ
ン
ト
法

A

一
七
O
や
レ
l
ン
法
三
八
・
四
だ
け
で
な
く
、
後
者
に
対

応
す
る
)
A
V
一
・
九
四
も
、
g
s
z
n
z
q
r
g
S
E
a
s
n
こ
(
ま
た
は
、
↓
E
告
書
5
2
n
r
n
M
O
)
を
下
敷
き
に
し
て
で
き
た
、
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
(
ハ
ン
ス
日
ゲ
オ
ル
ク
)
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
(
石
川
「
A
V
と
S
S
P
」
、
註

-mで
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
)
、
(
S
S
P
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立

史
に
深
く
立
ち
入
っ
て
論
じ
た
、
彼
の
論
文
)
0
2
白
血

n
z
g省
弓
加
m
Z
E
去
回
目
》
8
Z
O
B
門
田
町
田
m
o
m
m
E
E
S
=
F
2
7
n
N
宅
臼
口
明
日
・
N
E
恒
一
2
n
z
m
-
ロ
回
2
5同

NE『

開
呂
田
円
m
F
E
E
伺
弘
四
回
目
白
n
F
8
5
官
庁
明
白
-
P
N
m
。
・
0
〉-∞
ι・3・

3
4。
一
場
回
3
L
F
E
g
E
。
に
お
い
て
、
(
使
者
に
よ
る
授
封
を
不
可
と
す
る
)
A
V
三
・
一

二
が
「
レ

l
ン
法
」
で
削
除
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
そ
の
条
項
に
反
す
る

(
H
皇
帝
の
使
者
を
通
じ
て
授
封
が
行
わ
れ
た
)
一
一
一
一

O
年
の
事
例
を
挙

げ
た
上
で
、
さ
ら
に
進
ん
で
、

A
V
の
成
立
年
代
は
一
二

O
九
年
以
前
に
遡
り
、
(
し
た
が
っ
て
)
S
S
P
の
成
立
も
通
説

(
H
一一一一一一

L

一
二
三

四
年
)
よ
り
も
か
な
り
早
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
S
S
P
の
成
立
年
代
に
関
す
る
推
定
は
、
(
右
・
拙
論
へ

の
註

-mで
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
)
、

(
A
V
を
も
含
め
て
)
S
S
P
は
(
当
時
、
現
実
に
行
わ
れ
て
い
た
)
「
慣
習
法
の
記
録
」
で
あ
る
、
と
い
う
通
説
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説

を
(
無
意
識
の
う
ち
に
)
前
提
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
(
そ
れ
自
体
と
し
て
も
)
説
得
力
を
欠
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
(
右
に
述
べ
た
よ
う
に
)
、

A

V

に
は
す
で
に
(
一
二
ご
一
/
一
二
二
四
年
に
成
立
し
た
平
和
令
を
下
敷
き
に
し
た
と
目
さ
れ
る
)
一
・
九
四
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
推
定
に

対
す
る
決
定
的
な
反
証
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

(
お
)
前
註
・
れ
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
出
)
本
条
は
、
(
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
)
、
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
所
が
所
領
を
(
現
に
)
占
有
・
支
配
し
て
い
る
者
を
「
職
権
に
よ
っ
て
」
そ
の
所

領
か
ら
逐
い
出
す
た
め
の
手
続
(
な
い
し
、
要
件
)
を
論
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
条
で
「
所
領
」
と
言
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
が
(
す
ぐ
後
に

つ
づ
く
二
・
二
四
・
二
や
「
不
動
産
訴
訟
」
を
扱
っ
た
二
・
四
二
・
一
と
二
・
四
二
・
四
か
ら
、
「
レ
l
ン
」
を
も
含
め
て
そ
う
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
と
し
て
も
)
、
(
本
条
は
「
ラ
ン
ト
法
」
の
一
条
項
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
)
「
ア
イ
ゲ
ン
」
を
含
ん
で
い
る
(
あ
る
い
は
、
主
に
「
ア
イ
ゲ
ン
」
を

指
し
て
い
る
)
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
が
な
く
、

s
s
p
・
「
ラ
ン
ト
法
」
(
の
部
)
に
そ
の
「
ア
イ
ゲ
ン
」
の
主
要
な
持
主
と
し
て
登
場
す
る
の
は

(
グ
ラ
l
フ
裁
判
所
に
裁
判
籍
を
も
っ
)
「
参
審
自
由
人
」
で
あ
る
。
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
一
一

1
一
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
石
川
「
中
世
法
」
、
五
O
五
i
五
O
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
前
註
・
幻
(
で
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
二
・
七
O
と
レ
l
ン
法
三
八
・
四
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
幻
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
さ
一
)
で
レ

i
ン
法
一
・
七
0
・
一
の
用
例
に
関
連
し
て
述
べ
る
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
右
に
掲
げ
た
本
条
の
邦
訳
は
、
特
に
こ
の
点
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
註
・
却
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
m
m
)

本
条
に
は
、
後
註
・
必
と
(
特
に
)
幻
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ア
イ
ケ
以
後
の
手
に
よ
り
(
私
見
に
よ
れ
ば
、
原
著
者
(
ア
イ
ケ
)
の
手
に
成
る
「
ド
イ

ツ
語
第
一
版
」
の
テ
キ
ス
ト
の
誤
解
に
も
と
づ
く
)
補
足
が
施
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
補
足
を
も
含
め
て
理
解
す
る
の
が
き
わ
め
て
困
難
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
条
に
は
者
四
お
な
い
し
な
耳
目
お
の
語
は
姿
を
見
せ
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
条
が
(
所
領
の
)
「
ゲ
ヴ
ェ

l

レ
」
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
、
以
下
に
後
述
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
(
私
の
よ
う
に
、
同
書
に
見
ら
れ
る
(
「
法
」
に
関
す
る
)

キ
1
・
ワ
ー
ド
の
網
羅
的
検
討
に
よ
っ
て
著
者
の
「
法
」
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
に
迫
ろ
う
と
す
る
場
合
、
ー
ー
そ
の
代
名
詞
を
見
落
と
さ
な
い
こ
と
と
と
も

に
|
|
こ
う
し
た
条
項
が
存
在
し
う
る
こ
と
に
は
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
。

(
判
)
わ
れ
わ
れ
の
『
邦
訳
』
(
一
二
六
頁
)
で
は
、
こ
の
箇
所
の
加
三
の
語
を
「
財
産
」
と
訳
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ヒ
ル
シ
ユ
が
(
同
条
へ
の
〉
ロ
ヨ
-
M

で
)
。
g
g
a
n
g
a
E
2
0
2
E
2
E
n
r
E
E
E
F
E
Z
-
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
の
に
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
(
旧
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
(
一
三

0
1
一

三
一
頁
)
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
動
産
」
を
奪
わ
れ
た
場
合
(
の
手
続
)
に
つ
い
て
は
、
別
に
詳
細
な
規
定
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
)
そ

そちι
ロ間
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ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(1) 

れ
は
間
違
い
で
あ
り
、
こ
の
箇
所
の
恒
三
の
語
は
「
所
領
(
特
に
、
ア
イ
ゲ
ン
こ
を
指
す
、
と
解
す
る
の
が
正
し
い
。
前
註

-
m
m
、
お
よ
び
、
以

下
の
本
文
で
後
述
す
る
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叫
)
右
に
掲
げ
た
邦
訳
の
冒
頭
の
「
し
か
し
な
が
ら
」

2
5『
)
の
語
は
、
(
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
『
邦
訳
』
(
一
一
一
六
1
一
二
七
頁
)
、
本
条
へ
の
註
・

1
で

も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
直
前
の
ラ
ン
ト
法
一
・
六
九
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
直
接
に
は
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
八
・
こ
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)
こ
の
ラ
ン
ト
法
一
一
プ
コ
一
人
・
一
に
見
ら
れ
る
お
円
宮
町
営
者
向
お
の
語
に
つ
い
て
は
、
次
註
・
却
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
旧
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
」
(
一
三
七
頁
)
に
お
い
て
は
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
二
・
一
二
・
一
、
お
よ
び
、
(
す
ぐ
前
で
述
べ
た
)
三
・
三
八
・
一
に
見
ら
れ

る
5
n
z
m
唱
者
四
円
四
の
語
を
(
「
は
じ
め
に
」
の
冒
頭
に
掲
げ
た
)
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
一
の
お
n
z
m
君
。
お
の
語
と
同
義
に
解
し
、
(
後
者
と
閃
じ
く
、

い
わ
ば
テ
ク
ニ
カ
ル
な
意
味
で
)
所
領
の
「
(
一
年
と
一
日
(
以
上
)
に
わ
た
る
)
適
法
な
占
有
(
・
支
配
)
(
と
そ
れ
に
伴
う
権
利
)
」
の
意
味
に
理
解

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。

ま
ず
ラ
ン
ト
法
三
・
三
八
・
一
の
お
n
F
g
明
白
君
巾
尽
の
語
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
(
「
は
じ
め
に
」
の
冒
頭
に
掲
げ
た
)
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
一

の
B
n宮
内
君
m
B
と
同
義
と
考
え
る
と
、
所
領
の
(
適
法
な
)
占
有
者
が
訴
え
ら
れ
た
時
に
直
ち
に
応
訴
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
特
典
に
与
る
た

め
に
は
、
所
領
を
「
一
年
と
一
日
」
適
法
に
占
有
(
・
支
配
)
し
て
い
た
だ
け
で
は
足
り
ず
、
(
「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
」
が
成
立
し
た
の
ち
)
さ
ら
に

「
一
年
と
一
日
」
そ
れ
を
「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
」
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
さ
ら
に
、
三
・
三

八
・
一
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
特
に
二
・
三
・
一
の
場
合
に
は
、
被
告
は
「
彼
が
お
n
z
n
常
語
句
。
の
中
に
も
っ
て
い
る
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い

て
訴
え
」
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
ま
だ
そ
れ
に
応
訴
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
彼
が
ア
イ
ゲ
ン
を
「
適
法
に
占
有
・
支
配
し
て
い
る
」
か
否
か

は
、
ま
だ
法
廷
で
争
わ
れ
で
も
い
な
い
し
、
ま
し
て
(
ラ
ン
ト
法
廷
の
)
判
決
を
も
っ
て
確
認
さ
れ
て
も
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
(
こ
こ

で
の
直
接
の
検
討
対
象
で
あ
る
)
ラ
ン
ト
法
一
・
七
0
・
一
か
ら
二
・
三
・
一
に
い
た
る
ま
で
の
記
述
の
流
れ
を
(
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
に
属
す
る
条

項
に
限
っ
て
)
見
て
い
く
と
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
テ
l
マ
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
・
七
0
・
一
日
原
告
が
所
領
を
(
三
度
の
裁
判
期

日
に
)
訴
求
す
る
ケ
I
ス
、
一
・
七
0
・二
H
原
告
が
(
そ
こ
に
居
合
わ
せ
ず
参
廷
義
務
も
な
い
者
に
)
債
務
を
訴
求
す
る
ケ
l
ス
、
一
・
七
0
・
三
H

犯
罪
を
犯
し
た
者
が
(
逃
亡
し
、
犯
罪
が
宵
越
し
の
も
の
(
。
S
E
R
E
-
n
y
)
に
な
る
前
に
)
叫
喚
告
知
を
も
っ
て

(
H
現
行
犯
と
し
て
)
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)

裁
判
所
で
(
正
式
に
)
訴
え
ら
れ
る
ケ
l
ス
、
一
・
七
一

H
(
そ
の
)
犯
人
が
地
方
的

(
H
当
該
裁
判
管
区
限
り
の
)
追
放
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
の
こ

と
、
二
・
二
日
グ
ラ
l
フ
が
定
例
の
裁
判
集
会
、
お
よ
び
、
犯
罪
を
裁
く
た
め
の
(
臨
時
の
)
裁
判
集
会
を
憐
怠
し
た
場
合
の
こ
と
。
以
上
の
よ

う
な
先
行
諸
条
項
を
通
し
て
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
二
・
三
・
一
に
お
い
て
は
、

l
l
(本
文
で
前
述
し
た
)
一
・
七
0
・
一
に
い
た
る
記
述
の
流
れ
と

北法55(6・49)2269



説号ι
h岡

同
じ
よ
う
に
|
|
、
(
被
止
n
が
現
に
ト
リ
有
・
支
配
し
て
い
る
)
所
領
(
な
い
し
、
ア
イ
ゲ
ン
)
(
の
帰
属
)
に
つ
い
て
の
訴
え
が
、
犯
罪
に
つ
い
て
の
訴
え

や
(
た
と
え
ば
債
務
の
訴
求
な
ど
、
こ
れ
ら
二
つ
の
訴
え
以
外
の
い
わ
ば
)
通
常
の
訴
え
こ
般
)
と
対
置
さ
れ
て
お
り
、
被
告
が
(
問
題
の
)
所
領
(
な

い
し
、
ア
イ
ゲ
ン
)
を
「
一
年
と
一
日
」
(
以
上
)
占
有
・
支
配
し
て
い
る
こ
と
は
特
に
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
(
そ
れ
に
、
も
し
ラ
ン
ト
法
二
・
一
二
・

一の

Z
Sお
な
垣
。
お
の
一
訟
が
二
・
四
四
・
一
の

R
S
R
耳

2
0
と
同
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
・
七
0

・
一
の
(
第
三
の
裁
判
期
日
に
い
た
る
ま
で
、
三
度
の

裁
判
期
日
を
与
え
ら
れ
て
い
る
)
被
告
は
、
(
二
・
四
回
・
一
の

)assd〈

2
0
(
の
権
利
)
を
も
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
な
、
ぜ
第
三
の
裁
判
期
日
に
出
頭
し

て
B
n
z
n
耳

R
o
-
-
つ
ま
り
、
一
年
と
一
日
(
以
上
)
、
所
領
を
(
平
穏
に
)
占
有
・
支
配
し
て
い
た
と
い
う
事
実
ー
ー
を
立
証
し
よ
う
と
し
な
い
の
か
、
理

解
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
)
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
私
は
現
在
で
は
、
ラ
ン
ト
法
二
・
三
・
一
(
お
よ
び
、
三
・
一
二
八
・
一
の
)
5
5
n
z
g
海
老
町
『
S
F
2
2
と
い
う
表
現
を
、
単
に

(
被
告
の
主
張
に
従
え
ば
)
「
(
ア
イ
ゲ
ン
な
い
し
所
領
を
)
適
法
に
占
有
・
支
配
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
解
し
て
い
る
。

(
な
お
、
本
稿
で
は
立
ち
入
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
省
略
す
る
が
、
レ
ト
ン
法
一
コ
了
四
の
5
5
n
z
g
常
垣
2
3
2
2
2
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
も
、
(
基
本

的
に
は
)
同
じ
こ
と
が
言
え
る
)
。
本
文
に
掲
げ
た
ラ
ン
ト
法
三
・
三
八
・
一
お
よ
び
二
・
三
・
一
の
関
係
箇
所
に
施
し
た
(
「
適
法
に
占
有
・
支
配
し

て
い
な
い
」
お
よ
び
「
適
法
に
占
有
・
支
配
し
て
い
る
」
と
い
う
)
補
訳
は
こ
う
し
た
理
解
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
ラ
ン
ト
法
二
・
三
・
一
は
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
を
奪
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
だ
け
言
及
し
て
い
る
が
、
同
じ
こ
と
が
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・

一
と
二
・
四
二
・
四
で
扱
わ
れ
て
い
る
「
レ

l
ン
」
を
奪
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
言
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
(
三
)
で
や
が

て
ラ
ン
ト
法
一
・
四
一
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
次
の
(
四
)
(
お
よ
び
、
註
・
日
)
で
後
述
す
る
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叫
)
た
だ
し
、
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
」
H
O
E
E
話
回
σ

の
テ
キ
ス
ト
を
含
め
る
と
、
(
5
m
g
・
)
吉
田
町
=
の
語
は
(
後
註
・
必
で
触
れ
る
)
一
フ
ン
ト
法
三
・

八
二
・
こ
に
も
姿
を
見
せ
る
。

(
叩
)
こ
の
箇
所
の
原
文
は
g
g
日

n
a
g
E
U
Z
ロ
垣
仲
間
S
E
E
n
お
包
U
2
2山
9
5
5
a
g
で
あ
る
が
、
「
ド
イ
ツ
語
第
三
版
」
H
O
E
E
ロ
加
貯
の
テ
キ

ス
ト
で
は
、
そ
の
後
に
(
再
び
)
色
含
出

は
肘
な
町
冨
宅
、
刊
巴
}
E
仏
&
』
凹
啄
町
g
=
の
一
託
語
珪
諸
叩
の
い
ず
れ
か
を
(
?
ふ
あ
あ
る
い
は
、
そ
の
双
方
を
)
正
し
く
理
解
し
な
か
っ
た
(
な
い
し
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
)
こ
と
を
示
し
て
い

る
、
と
解
さ
れ
る
。
後
註
・
灯
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
刊
)
フ
ロ

l
ン
ボ
l
テ
(
H
裁
判
所
の
役
人
)
の
(
職
務
)
権
限
を
列
挙
し
た
ラ
ン
ト
法
三
・
五
六
・
三
に
は
、
「
人
(
H
誰
か
)
が
(
法
廷
で
)
ア
イ
ゲ

ン
を
譲
渡
し
、
(
人
H
フ
ロ
ー
ン
ボ
l
テ
が
)
そ
の
(
ア
イ
ゲ
ン
の
)
上
に
(
な
い
し
、
そ
れ
に
対
し
て
)
平
和
を
付
与
す
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
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ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(1) 

る
(
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
二
五
頁
、
お
よ
び
、
註
・
胤
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
な
お
、
(
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
」
の
テ
キ
ス
ト
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
)
、
ラ

ン
ト
法
一
二
・
八
二
・
二
は
、
誰
か
(
あ
る
者
)
が
自
分
で
は
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
も
た
な
い

(
H
占
有
・
支
配
し
て
い
な
い
)
所
領
を
(
法
廷
で
)
他
の
者

に
譲
渡
し
て
そ
れ
を
後
者
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
委
ね

(
H
後
者
に
占
有
・
支
配
さ
せ
)
ょ
う
と
し
て
、
「
そ
の
者

(
H
後
者
、
譲
受
人
)
が
裁
判
所

の
職
権
に
よ
っ
て
そ
れ

(
H
所
領
)
を
占
有
(
・
支
配
)
す
る
よ
う
指
定
(
な
い
し
、
指
示
)
さ
れ
る
(
色
白
岡
田
宮

5
5
垣
虫
)
」
場
合
の
こ
と
を
扱
っ

て
い
る
(
こ
の
場
合
、
所
領
を
(
現
に
)
占
有
・
支
配
し
て
い
る
者
が
次
の
裁
判
期
日
に
そ
の
所
領
を
(
自
分
が
占
有
・
支
配
す
べ
き
も
の
と
し
て
)
(
代

表
・
)
擁
護
す
れ
ば
、
彼
は
ー
ー
そ
の
所
領
を
(
現
に
)
占
有
・
支
配
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
を
相
手
ど
っ
て
「
正
規
の
訴
え
」
が
起
さ
れ
て
い
な

い
の
で
、
(
二
)
で
前
述
し
た
ラ
ン
ト
法
一
了
二
四
・
一
に
見
ら
れ
る
原
則
に
よ
り
ー
ー
そ
の
(
占
有
)
指
定
を
却
け
る
こ
と
が
で
き
る
)
。
こ
の
条
項
(
は

「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
の
論
旨
の
正
し
い
理
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
)
を
も
参
考
に
す
る
と
、
ア
イ
ゲ
ン
が
(
法
廷
で
)
譲
渡
さ
れ
た
時
は
、

フ
ロ

l
ン
ボ
l
テ
が
(
ア
イ
ゲ
ン
の
所
在
す
る
)
現
地
に
赴
き
、
ま
ず
譲
受
人

(
H
新
し
い
持
主
)
に
対
し
て
「
占
有
指
定
」
を
行
っ
た
上
で
そ
の
所

領
に
「
平
和
」
を
付
与
し
た
、
と
推
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
こ
の
ラ
ン
ト
法
一
・
七
0
・
一
に
は
、
(
右
に
掲
げ
た
)
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
の
テ
キ
ス
ト
の
後
に
、
「
ド
イ
ツ
語
第
四
版
」
(
。
丘

E
諸
国
〈

n
u

〈
巴
}
伺

R
E
)

の
テ
キ
ス
ト
が
、
「
こ
の
(
占
有
)
指
定
(
ロ
刊

5
2
z
a刊
)
を
そ
の
者
(
号
百
世
田
)
(
H
被
告
)
〔
「
そ
の
家
臣
」
と
も
読
め
る
こ
と
に
注
意
さ

れ
た
い
〕
は
年
期

(
H
一
年
と
一
日
以
)
内
に
聖
遺
物
に
か
け
て
(
の
雪
菟
宣
誓
に
よ
っ
て
)
却
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
彼
は
し
か
し
、
人

(
H
原
告
)

が
(
再
び
?
)
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
訴
求
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
所
領
を
直
ち
に
(
自
分
の
(
占
有
・
支
配
す
べ
き
)
も
の
と
し
て
)
(
代
表
・
)
擁
護

(g『
聞
記
包
)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
か
も
最
近
の
三
度
の
裁
判
集
会
に
お
い
て
」
、
と
い
う
補
足
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
補
足
が

こ
こ
ま
で
の
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
(
べ
き
)
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
の
テ
キ
ス
ト
の
論
旨
と
矛
盾
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
こ
の
補
足
は
、
ー
ー
す
で
に
石
川
「
レ

l
ン
法
邦
訳
」

(
9
)
で
、
レ
ー
ン
法
四
=
了
一
(
因
み
に
、
こ
の
条
項
に
は

E
号
明
2
0
5
島
町

ω

加

E
2
3
Bロ
と
い
う
表
現
が
姿
を
見
せ
る
)
、
註
・

5
に
お
い
て
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に

l
l、
(
レ
l
ン
法
廷
の
)
判
決
を
も
っ
て
所
領
(
の
占

有
権
)
を
剥
奪
さ
れ
た
家
臣
は
「
年
期
」
内
に
そ
の
所
領
を
引
戻
す
こ
と
、
が
で
き
る
、
と
い
う
手
続
(
な
い
し
、
制
度
)
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
、

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
所
領
の
引
戻
し
の
手
続
(
な
い
し
、
制
度
)
は
、
レ
ー
ン
法
に
特
有
な
も
の
で
あ
っ
て
、
ラ
ン
ト
法
に
は
存
在
し
(
え
)
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
三
・
(
囚
)
で
「
一
年
と
一
日
」
と
「
六
週
の
一
年
」
の
期
間
に
つ
い
て
述
べ
る
私
見
を
も
併
せ
て
参

照
さ
れ
た
い
。

(
必
)
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
一
に
つ
い
て
は
、
前
註
・
お
を
参
照
さ
れ
た
い
。

北法55(6・5112271
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(
刊
)
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
四
に
つ
い
て
も
、
前
註
・
お
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
印
)
こ
の
こ
と
は
す
で
に
拙
稿
「
同
じ
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
一
四
六
三
頁
で
述
べ
て
お
い
た
。
同
じ
く
前
註
・
お
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
こ
こ
で
、
前
註
・

6
と
お
で
述
べ
た
源
河
氏
に
よ
る
(
捌
稿
「
同
じ
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
の
)
「
書
一
評
」
に
関
連
し
て
、
さ
ら
に
以
下
の
こ
と
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

ま
ず

S
S
P
に
お
い
て
は
、
法
廷
で
(
誰
か
が
所
領
を
不
法
に
奪
っ
た
と
し
て
)
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
る
場
合
、
(
や
が
て
三
・
(
三
)

で
レ

l
ン
法
二
二
・
一
に
関
連
し
て
述
べ
る
よ
う
に
)
、
当
事
者
能
力
を
も
つ
の
は
、
そ
の
所
領
を
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
(
な
い
し
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に

お
い
て
)
も
つ
(
な
い
し
、
も
つ
こ
と
の
で
き
る
)
者
」
、
つ
ま
り
「
そ
の
所
領
を
レ
l
ン
ま
た
は
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
し
て
い
る
(
あ
る
い

は
、
占
有
・
支
配
で
き
る
)
者
」

(
H
封
建
身
分
を
も
っ
領
主
)
に
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
・
被
告
双
方
の
主
張
を
(
そ
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て

争
わ
れ
て
い
る
)
所
領
の
種
別
に
考
え
て
み
る
と
、
所
領
を
め
ぐ
る
係
争
は
、
①
レ

l
ン
対
レ

l
ン
、
⑥
ア
イ
ゲ
ン
対
レ

i
ン
、
①
ア
イ
ゲ
ン

対
ア
イ
ゲ
ン
と
い
う
三
つ
の
タ
イ
プ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
形
を
取
る
こ
と
に
な
る
が
、
右
の
③
で
取
り
上
げ
た
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
一
と

二
・
四
二
・
四
で
は
こ
の
う
ち
@
の
レ

l
ン
対
レ

l
ン
の
ケ
l
ス
が
、
二
・
四
三
・
一
で
は
⑥
の
ア
イ
ゲ
ン
対
レ

l
ン
の
ケ
l
ス
が
、
二
-

四
三
・
二
で
は
①
の
ア
イ
ゲ
ン
対
ア
イ
ゲ
ン
の
ケ
l
ス
が
(
ま
た
、
ラ
ン
ト
法
二
・
四
回
・
三
で
は
、
補
足
的
に
@
の
レ

l
ン
対
ア
イ
ゲ
ン
、
お
よ

び
、
@
の
一
期
分

(
H
生
涯
限
り
の
ア
イ
ゲ
ン
)
対
ア
イ
ゲ
ン
の
ケ
l
ス
が
)
扱
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
所
領
の
帰
属
が
レ

l
ン
対
レ

I
ン
の
形
で

争
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
原
告

(
H
所
領
を
奪
わ
れ
た
者
)
と
被
告

(
H
所
領
を
奪
っ
た
者
)
の
種
別
に
考
え
て
み
る
と
、
@
双
方
が
主
君
を
異

に
す
る
家
臣
で
あ
る
(
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
レ
i
ン
関
係
を
も
も
た
な
い
)
場
合
、
①
双
方
が
同
じ
主
君
の
家
臣

(
H
家
臣
仲
間
)
で
あ
る
場
合
、

①
原
告
が
被
告
の
家
臣

(
H
被
告
が
原
告
の
主
君
)
で
あ
る
場
合
、
@
原
告
が
被
告
の
主
君

(
H
被
告
が
原
告
の
家
臣
)
で
あ
る
場
合
、
以
上
の
四

つ
の
ケ
l
ス
に
分
か
れ
、
し
か
も
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
う
ち
の
@
は
、
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
一
の
ケ
l
ス
で
あ
る
が
、
こ
の

場
合
、
右
の
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
ケ

1
ス
を
管
轄
す
る
レ

l
ン
法
廷
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
原
告
は
所
領
を
取
り
戻
す
た
め
に
は

ラ
ン
ト
法
廷
で
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
@
・
①
・
@
は
い
ず
れ
も
主
君
な
い
し
上
級
主
君
の
レ
ー

ン
法
廷
の
管
轄
に
属
し
、
現
に
①
に
つ
い
て
は
三
・
(
六
)
で
後
述
す
る
レ

l
ン
法
四
九
・
一
で
、
ま
た
@
の
一
例
は
(
同
じ
く
こ
二
・
(
六
)

で
後
述
す
る
レ

l
ン
法
三
八
・
一
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
レ

l
ン
法
六
八
・
四
の
「
あ
る
家
臣
が
彼
の
家
臣
仲
間
の
所
領
を
不

法
に
占
取
す
る
」
ケ
l
ス
が
⑥
の
ケ
l
ス
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

s
s
p
・「レ

l
ン
法
」
は
、
(
お
そ
ら
く
@
'
@
・
③
の
う
ち
、

最
も
頻
繁
に
起
こ
り
う
る
、
そ
し
て
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
が
直
接
に
裁
く
こ
と
の
で
き
る
)
@
の
ケ

I
ス
を
(
少
な
く
と
も
、
そ
れ
と
し
て
は
)
扱
っ
て
い

jヒi去55(6・52)2272



ザクセンシュピーゲルにおける「正規の訴えJ(l) 

な
い
、
と
い
、
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
、
っ
。
(
し
か
し
そ
れ
は
、
(
四
)
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
レ
ー
ン
法
六
八
・
四
が
(
す
ぐ
前
の
)
六
八
・
二
を
念
頭
に
置

い
て
改
訂
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
)
。

以
上
が
私
の
「
常
識
」
(
も
ち
ろ
ん
、
単
な
る
「
常
識
」
で
は
な
く
、

s
s
p
l
l
特
に
そ
の
「
レ
l
ン
法
」

l
ー
を
、
(
源
河
氏
が
論
難
し
て
や
ま
な
い

キ
1
・
ワ
ー
ド
の
「
横
断
的
」
な
検
討
を
頼
り
に
し
て
の
こ
と
で
あ
る
が
)
繰
り
返
し
通
読
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
法
」
の
あ
り
方
を
解
き
明
か
そ
う
と
努

め
た
結
果
得
ら
れ
た
そ
れ
)
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
常
識
」
に
も
と
づ
い
て

S
S
P
に
お
け
る
「
法
」
の
あ
り
方
を
究
め
よ
う
と
す
る
手
法
の
ど
こ

に
御
不
満
な
の
か
、
改
め
て
源
河
氏
の
御
高
見
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
臼
)
な
お
、
本
節
で
検
討
し
た
ラ
ン
ト
法
一
・
七

0
・
て
二
・
二
四
・
一
、
二
・
四
四
・
一
が

G
R
B
に
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
な
い
こ
と
は
、

す
で
に
石
川
「
同
じ
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
註

-mで
も
述
べ
て
お
い
た
が
、
念
の
た
め
に
一
告
白
し
て
お
く
と
、
本
節
で
関
説
し
た
そ
れ
以
外
の
「
ラ

ン
ト
法
」
の
諸
条
項
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
つ
ま
り
、

G
R
B
の
著
者
が

S
S
P
の
ラ
テ
ン
語
版
・
「
ラ
ン
ト
法
」
を
参
照
し
た
と

し
て
も
、
そ
こ
に
こ
れ
ら
の
条
項
(
の
も
と
に
な
っ
た
条
項
)
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
証
明
で
き
な
い
(
あ
る
い
は
、

G
R
B
に

は
、
こ
れ
ら
の
条
項
が
ド
イ
ツ
語
版
「
ラ
ン
ト
法
」
で
は
じ
め
て
4

青
か
れ
た
可
能
性
を
否
定
す
る
た
め
の
手
が
か
り
は
な
い
)
の
で
あ
る
。
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SUMMARY OF CONTENTS 

Die rechte Klage im Sachsenspiegel 

Takeshi ISHIKA WA  * 

1m Auctor vetus d巴 beneficiiserschein巴ndie Worte: iusta qu似)erimoniαin4 

Artikeln (1 33， 11 49， 11 51， III 13). 1m Sachsenspi巴gel werden die (denen 

entsprechenden) Worte: rechte klage in 3 Artikeln des Landrechts (1 70 ~ 1， 11 24 ~ 1， 

11 44 ~I) sowie in 5 Artikeln des Lehnrechts (11 ~I ， 13 ~I ， 14 ~I ， 33 ~I ， 68 ~2) 

gebraucht. In diesem Aufsatz soll der Gebrauch dieser beiden Worte， nach der Reihe 

der Entstehung des Textes， erschopfend untersucht werden. AIs Hauptergebnisse davon 

sollen folgende 3 Punkte besonders h巴rvorgehobenwerden 

1. Die Worte: iusta qu(a)erimonia im Auctor vetus werden in 2 Artikeln (1 33， 11 49) 

bezuglich auf die Klage um ein (Iiegendes) Gut (= Lehen) gebraucht， aber in ander巴n2

Artikeln (11 51， III 13) bezuglich auf diej巴nigeKlage um einen anderen Fall， die im 

Lehngericht des Herrn geschehen sollte. W証hrendwir im Sachsenspieg巴 inden 

entsprechenden Artikeln der erster巴nbeiden davon (11 ~1 ， 68 ~2) die entsprechenden 

Worte: rechte klage finden， finden wir dagegen in den entsprechenden Artikeln der 

letzteren beiden (68 ~4， 76 ~ 1) diese Worte gar nicht. Auch andere Stellen des 

Sachsenspiegels， wo die Wo巾 rechteklage巴rscheinen，beziehen sich alle auf 

diejenige Klage um巴in(mit Unrecht genommenes) Gut (= Eigen oder Lehen)， die vor 

Gericht zu Landrecht geschehen sol!. Daraus konnen wie schli巴sen，daβder Begriff: 

rechte klage erst im Sachsenspiegel-Landrl巴chts(sozusagen) als 

*Professor emeritus an der Hokkaido Universitat. 
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entstanden und festgestellt ist. 

2. Ein Artikel des Sachsenspiegel-Landrechts， wo die Worte: rechte klage erscheinen， 

namlich Ldr. II 44 ~ 1， erkl証rtden Begriff: rechte were am klarsten. Danach gewinnt 

man an dem (Iiegenden) Gut， das man Jahr und Tag ohne rechten (=gerichtlichen) 

Widerspruch in gewere hat， eine rechte were. Auch im Auctor vetus sind zwar nicht 

nur die Worte: iusta warandia zu finden (193)， sondem auch eine Vorstellung， das der 

Besitz eines Guts fur eine langere Zeit zum Gewinn einer Berechtigung daran fuhren 

konne (I 103). Aber dort finden wir einen so klaren Begriff wie rechte were im Ldr. II 

44 ~ I noch nicht. Daraus konnen wir schlies巴n，das auch der (klare) Begriff: rechte 

were erst im Sachsenspiegel-Landrecht entstanden und festgestellt ist. 

3. Nach einem Artikel des Sachsenspiegel-Lehnrechts， wo ebenfalls die Worte: rechte 

klage erscheinen， n証mlichLnr. 13 ~1 ， soll de rechten were heiβen， das ein (Lehns-) 

Mann das Gut， 6 wochen und 1 Jahr， nachdem er es von dem He町nempfangen hat， 

ohne rechten (= gerichtlichen) Widerspruch seines Herrn an sinen weren hat. Woher 

kommt denn der Unterschiied der "6 Wochen" zwischen der Fristen im Land-und 

Lehnrecht? Die Antwort darauf sei wahrscheinlich im folgenden zu suchen. Ein Sohn 

(=Lehnserbe) muβz.B. innerhalb der Frist von "Jahr und Tag" nach dem Tode seines 

Vaters zu dem Herrn kommen， um mit dem Lehnseid von diesem das Gut zu em-

pfangen (Lnr. 23 ~ 1). Der Herr darf nicht ab巴r，wenn auch der Sohn diese Jahresfrist 

versaumt hat， diesem ohne weiteres das Gut abnehmen， sondem er mus noch diesem 

vor seinem Lehngericht al ansprake an dem Gut absprechen (Lnr. 42 ~ 1). Es braucht 

dazu einiger Zeit， aber er muβdies wahrscheinlich innerhalb "6 Wochen" nach (dem 

Ablauf) der Frist von "Jahr und Tag" erledigen (vgl. Lnr. 65 ~21 mit dem巴nt-

sprechenden Auctor vetus II 29). Wenn die rechte were auch im Lehnrecht durch 

den (ruhigen) Besitz eines Guts (=Lehens) uber "Jahr und Tag" entstnaden gewesen 

w証re，sollte der Herr bei der Aberkennung des Guts (=Lehens) von seinem Mann， der 

seine Jahresfrist vers如mthat， in eine schwierige Lage geraten sein. 1m ubrigen finden 

wir solch ein (verdoppelt巴s)Verfahren bei der Aberkennung eines (Iiegenden) Guts nur 

imL巴hnrecht.(In dies巴mSinne liegt dem nach-eikischen Zusatz zu Ldr. I 70 ~ I ein 

grobes Misverst如dniszugrunde). 
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