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凶
け国王自白人学説とその問題点

国
王
自
由
入
学
説
と
そ
の
問
題
点

ー
ー
ー
中
世
初
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
制
史
研
究
へ
の

(ー)
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

l
l
l

目

次

は

じ

め

に

主
要
文
献
略
語
表

第
一
章
概
括
的
序
論

第
一
節
国
王
自
由
人
の
国
制
史
的
位
置

第
一
一
節
国
王
自
白
人
学
説
の
学
説
史
意
義

第
ご
章
ゲ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
豪
族
支
配
体
制
と
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
自
白
人

第
一
節
問
題
の
提
起

第
三
節
タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
由
人
に
お
け
る
自
由
の
根
拠

第
三
節
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
自
由
人
の
社
会
的
寄
在
形
態
(
以
上
本
号
)

第
三
章
諸
部
族
の
形
成
と
豪
族
支
配
体
制
・
部
族
太
公
制
・
軍
隊
主
権
(
以
下
次
号
)

第
四
章
諸
部
族
法
典
の
人
命
金
秩
序
1
i完
全
自
由
人
と
国
主
自
白
人

石

JIl 

武
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説

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

あ

と

き

論

メ

l
ロ
グ
イ
ン
ガ
!
の
軍
制
l
l
「ロ

7
1
ヌ
ス
」
・
「
レ
ウ
デ

l
ス
」
を
め
ヤ
る
問
題

国
王
自
由
人
の
組
織
l
!
l
国
王
自
由
人
と
ツ
ヱ
ン
テ
ナ
・
主
領
地
と
国
家
領

国
王
自
白
人
・
グ
ラ

l
フ
シ
+
フ
ト
・
豪
族
支
配
領
域

国
王
自
白
人
の
概
念
と
そ
の
歴
史
的
展
望

-D 

は

に

じ

め

本
稿
は
、
も
と
も
と
、
久
保
正
幡
教
授
を
代
表
者
と
す
る
総
合
研
究
『
商
、
洋
中
世
前
期
国
制
史
の
基
礎
的
諸
問
題
』
の
「
総
括
報
告
」
と
し
て
準
備
さ
れ

執
筆
さ
れ
た
報
告
原
稿
に
、
若
干
筆
を
加
え
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
概
要
は
、
昭
和
三
十
六
年
九
月
三
日
・
四
日
の
両
日
支
須
湖
で
お
こ
な
わ
れ
た

第
四
回
総
合
研
究
会
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
。

こ
の
総
合
研
究
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
学
説

l
l
こ
こ
で
は
そ
れ
を
「
国
王
自
由
入
学
説
」
と
よ
ぷ
|
|
の
出
現
に
よ
っ
て
、
中
世
初
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

国
制
史
の
全
面
的
・
抜
本
的
な
再
検
討
が
要
請
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
て
出
発
し
た
。
昭
和
三
十
五
年
度
中
に
、
三
回
に
わ
た
っ
て
総

合
研
究
会
を
聞
き
、
五
つ
の
報
告
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
か
な
り
立
入
っ
た
討
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
問
に
、
各
参
加
者
の
問
題
関
心
に
つ
い
て
の
相
互
理

解
は
大
い
に
深
め
ら
れ
た
が
、
一
方
で
は
、
参
加
者
の
あ
い
だ
に
お
い
て
さ
え
、
新
学
説
に
対
す
る
理
解
の
仕
方
が
か
な
り
く
い
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
昭
和
三
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
総
合
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
る
た
め
に
も
、
新
学
説
の
全
容
と
そ
の
問
題
点
を
明
ら

か
に
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て
、
当
初
比
較
的
大
ま
か
な
見
当
だ
け
つ
い
て
い
た
分
担
課
題
を
、
よ
り
厳
密
に
、
ま
た
よ
り
統
一
的
な
視
角
か
ら
設
定
し
な
お
す

と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
ワ
た
。
そ
の
た
め
に
、
前
記
第
四
回
研
究
会
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
新
学
説
の
側
か
ら
提
出
さ
れ
た
全
体
像
へ
の
手
が
か
り
と

し
て
は
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
も
の
と
い
え
る
。
ポ
ー
ズ
ル
の
概
説
と
マ
イ
ヤ

l
の
論
文
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
(
崎
市
明
い
歓
附
)
、
新
学
説
の
内
容
と
そ
の
問
題
点
を

明
ら
か
に
し
つ
つ
分
担
課
題
の
設
定
に
資
す
る
、
と
い
う
任
務
が
、
「
総
括
報
止
己
に
課
せ
ら
れ
、
代
表
者
久
保
教
授
か
ら
そ
の
担
当
者
と
し
て
私
が
指
名
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
そ
の
指
名
を
受
け
て
か
ら
報
告
の
日
ま
で
き
わ
め
て
短
か
い
時
日
し
か
な
く
、
し
か
も
、
総
合
研
究
に
加
わ
っ
て
お
ら
れ
る
諸
先
生
・
諸
先
輩

を
さ
し
お
い
て
、
花
ご
と
き
若
輩
が
右
の
よ
う
な
大
任
を
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
は
い
か
に
も
心
許
な
か
ツ
た
の
で
、
七
月
半
ば
か
ら
三
週
間
あ
ま
り
の
あ

い
だ
急
速
上
京
し
、
久
保
教
授
な
ら
び
に
直
居
淳
氏
と
か
な
り
突
っ
こ
ん
だ
打
ち
合
わ
せ
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
う
し
て
「
総
括
報
告
」
に
お
い
て
と
り
上
げ

る
べ
ま
問
題
点
な
ら
び
に
そ
の
と
り
上
げ
方
に
つ
い
て
は
、
大
ま
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
浮
び
上
る
と
こ
ろ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
の
原
型
は
、

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
一
ヶ
月
足
ら
ず
の
あ
い
だ
に
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
点
で
意
に
充
た
な
い
点
を
残
し
て
は
い
る
が
、
本
稿
を
と
も
か
く
も

こ
の
よ
う
な
形
に
ま
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
終
始
変
ら
ぬ
久
保
教
授
の
御
鞭
捻
と
、
直
居
氏
に
よ
る
数
々
の
貴
重
な
示
唆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
記
し
て
心
か
ら
の
謝
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
本
稿
の
多
く
の
点
で
、
直
接
・
間
接
に
、
も
と
直
居
氏
の
ア
イ
デ
ア
で
あ
っ
た
も
の
が
活
か
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

九
月
三
日
・
四
日
の
第
四
回
総
合
研
究
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
総
括
報
告
」
に
も
と
み
つ
い
て
討
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
世
良
晃

志
郎
教
授
か
ら
、
多
く
の
点
に
つ
い
て
御
批
判
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
私
と
し
て
も
根
本
的
に
問
題
を
考
え
な
お
さ
ね
ば
お
答
え

で
き
な
い
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
と
も
か
く
も
、
こ
の
「
総
括
報
告
」
の
線
に
沿
っ
て
比
較
的
ス
ム
ー
ス
に
分
担
課
題
の
設
定
・
分
担
が
お
こ
な
わ
れ
、

半
年
後
に
、
各
自
が
そ
の
成
果
を
ひ
っ
さ
げ
て
再
会
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
四
回
総
合
研
究
会
は
合
宿
形
式
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
、
「
総
括
報
告
」
に
は

け

時
間
的
制
約
が
課
さ
れ
ず
、
私
は
三
日
・
四
日
の
両
日
に
わ
た
り
、
都
合
五
時
間
に
及
ぶ
報
告
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し
て
、
各
自
分
担
課
題

国王自由入学説とその問題点

の
研
究
を
進
め
る
便
宜
の
た
め
、
「
総
括
報

ι
Eな
ら
び
に
そ
れ
を
め
ぐ
る
討
論
は
、
速
記
録
の
形
に
な
お
す
暇
さ
え
も
惜
し
み
、
直
ち
に
テ

l
プ
に
録
音
し

て
総
合
研
究
参
加
者
の
手
許
に
配
布
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
異
例
の
時
聞
を
与
え
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必
ら
ず
し
も
す
べ
て
の

論
点
に
わ
た
っ
て
十
分
に
論
旨
を
展
開
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
録
音
テ

l
プ
の
作
製
と
並
行
し
て
、
私
の
報
告
原
稿
を
と
り
急
ぎ
印
刷
に
付
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
、
と
さ
れ
た
。
多
く
の
箇
所
に
お
い
て
未
整
理
の
点
。
不
確
か
な
点
を
残
し
た
ま
ま
本
稿
を
公
表
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
残
念
で
あ
る
が
、
「
総
括

報止

E
の
趣
旨
か
ら
い
え
ば
、
本
稿
は
も
と
も
と
分
担
課
題
の
進
展
に
資
す
る
こ
と
を
最
大
の
任
務
と
し
て
い
る
。
本
稿
の
最
終
的
仕
上
げ
は
、
む
し
ろ
わ

れ
わ
れ
の
総
合
研
究
の
完
成
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
思
い
切
っ
て
本
稿
を
公
表
し
、
単
に
総
合
研
究
の
参
加
者
の
み
な
ら
ず
、
ひ
ろ
く
大
方
の
御

批
判
を
仰
ぎ
た
い
、
と
決
心
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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説

是
非
は
じ
め
に
述
べ
て
お
ぎ
た
い
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
る
。

そ
れ
は
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
マ
イ
ヤ

l
教
授
と
な
ら
ん
で
、

5命

ド
イ
ツ
新
学
説
の
創
設
者
で
あ
り

最
大
の
支
柱
で
も
あ
ソ
た
ハ
イ
ン
リ
ツ
ヒ
・
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア

l
教
授
が
、
こ
の
三
月
十
七
日
、
心
筋
梗
塞
の
た
め
急
に
な
く
な
ら
れ
た
、
と
い
う
か
な
し

い
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
。
私
の
計
算
に
ま
ち
が
い
が
な
け
れ
ば
、
亨
年
六
十
三
歳
で
あ
る
。
不
幸
中
の
幸
い
と
で
も
い
お
う
か
、

uhロ釘件。
rc口
問
肘
C
H
C
M
)
忠良

の
第
宜
巻
の
原
稿
は
ほ
と
ん
ど
完
成
し
て
お
り
、
出
版
元
で
は
そ
の
出
版
を
快
諾
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
教
授
の
絶
筆
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
、
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア

l
教
授
の
業
績
を
総
括
的
に
評
価
し
て
い
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
あ
の
大
胆
不
敵
な
問
題
提
起
と
古
典
学
説
に
対
す
る
挑
戦
、

説
得
的
と
い
わ
ん
よ
り
は
む
し
ろ
圧
倒
的
と
も
い
う
べ
ま
強
力
な
論
旨
の
展
開
、
そ
れ
を
支
え
る
彪
大
な
史
料
的
知
識
と
そ
の
細
心
に
し
て
的
確
な
位
置
づ

け
、
し
か
も
そ
の
背
後
に
桜
め
ら
れ
た
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
生
観
と
き
わ
め
て
謙
虚
な
人
柄
、
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア

l
教
授
は
、
そ
の
発
想
法
と
人
柄
に

お
い
て
、
古
典
学
説
か
ら
は
最
も
踊
る
こ
と
の
遠
い
地
点
に
立
v

て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
の
中
世
史
研
究
グ
ル
ー
プ
」
は
、
そ
の

後
ま
す
ま
す
、
西
ヨ

l
ロ
ン
パ
全
体
に
お
け
る
中
世
史
研
究
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
地
歩
を
確
め
つ
つ
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
が
、
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア

l
教

授
の
ぎ
び
し
い
、
時
に
あ
ま
り
に
も
さ
び
し
す
ぎ
る
論
理
、
な
い
し
自
己
抑
制
、
そ
う
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
ね
に
古
典
学
説
に
代
る
何
ら
か
の

テ
ー
ゼ
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
激
し
い
ま
で
に
積
極
的
な
意
欲
、
い
ま
「
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
の
中
世
史
研
究
グ
ル
ー
プ
」
か
ら
そ
う
し
た
個
性
が
永
遠
に
失
わ

れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
か
け
が
え
の
な
い
打
撃
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
つ
マ
イ
ヤ

i
教
授
が
、
こ
の
瓦
月
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
の
学
会
で
述
べ
た
追
悼
の
辞

も
、
心
な
し
か
し
め
り
が
ち
で
あ
り
、
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
の
同
じ
学
会
で
、
そ
の
直
前
に
六
十
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア

l
教
授
に
対

し
て
、
マ
イ
ヤ

i
教
授
が
述
べ
た
祝
辞

i
l
私
は
そ
れ
を
じ
か
に
聞
く
機
会
に
恵
ま
れ
た
1

1

に
く
ら
べ
る
と
、
些
か
精
彩
を
欠
い
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
か
け
が
え
の
な
い
共
同
研
究
者
・
親
友
を
失
す
た
マ
イ
ヤ

l
教
授
の
衝
撃
の
ほ
ど
が
偲
ば
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
以
下
の
報
告
に
お
い
て
も

し
ば
し
ば
ダ
ン
ヰ
ン
パ
ウ
ア

l
教
授
の
所
説
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
私
は
、
は
じ
め
に
同
教
授
の
逝
去
に
対
す
る
心
か
ら
の
哀
悼
の
窓
を
表
す
る

と
り
あ
え
ず
こ
の
さ
さ
や
か
な
報
告
を
同
教
授
の
霊
前
に
鋒
げ
た
い
。
(
江
お
、
「
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
の
中
世
史
研
究
グ
ル
ー
プ
」
、
そ
の
中
で
タ

、，、.、.

ン
ネ
ン
パ
ク
ア

l
教
授
が
占
め
て
い
た
地
位
、
マ
イ
ヤ

l
教
授
と
ダ
ン
不
ン
パ
ウ
ア

l
教
授
の
学
問
的
で
あ
い
、
な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
法
制
史
研
究
」
九

と
と
も
に
、

の
拙
稿
を
御
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
〉
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凶
リ

∞仏・

H
a
u
s
a
-
(な
お
、
乙
の
論
文
は
、
現
在
、
若
干
の
補
筆
を
施
さ
れ
て
、

3t弓
ぬ
加
巾
仏
四
円

H105口
E
Z
E

、ロL・口
u

固め円

g
n
E
h同
E
ι
ω
宮
丘

町

HHF向
疋
色
色
丹
め
円

wrH∞m-
〈
-
出
・
阿
部
同
H
6
p
s
g・
に
収
め
ら
れ
て
い
る

D

本
稿
に
お
け
る
引
用
は
後
者
に
よ
る
o
)

シ
ュ
レ

i
ジ
ン
ガ

l
『
軍
隊
王
権
』

1
忌
ヨ
-
v
c
r
R
間

2
B
E
E
F
g
E
2円
r
C
E
R
E
F
5
3〈
C
E回
目
。

E
L
Hり

C円
ω
ロ
E
口
問
。

1
1
E
H
H
H
(前
記
7

イ

ャ
i
『カ

i
ロ
リ
ン
ガ

i
時
代
の
国
家
観
』
の
項
参
照

Y
5
8・

増
田
四
郎
雲
洞
文
集
』

1
南
西
洋
封
建
社
会
成
立
期
の
研
究
同
一
九
五
九
年
。

世
良
晃
士
山
郎
『
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
』

1
『
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
研
究
の
新
動
向
』
、
「
法
学
」
一
一
一
一
の
一

t
四
、
一
九
五
八
年
。

『
速
記
録
工
』

1
昭
和
三
十
五
年
四
月
下
旬
、
本
郷
学
士
会
館
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
第
一
回
総
合
研
究
会
の
速
記
録
。
〔
乙
の
研
究
会
に
お
け
る
報
告
者

は
世
良
教
授
、
テ

l
マ
は
増
田
教
授
の
前
娼
『
論
文
集
』
の
書
評
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
の
ち
に
「
史
学
雑
誌
」
六
九
の
六
(
一
九
六

O
年
〉
に
掲
載
さ

れ
た
。
な
お
、
つ
い
で
十
月
下
旬
、
関
西
学
院
大
学
に
お
い
て
、
第
一
一
回
総
合
研
究
会
が
お
こ
な
わ
れ
、
直
居
淳
氏
が
木
村
山
同
一
二
郎
民
の
『
封
建
制
社

会
の
理
論
的
諸
問
題
』
(
「
歴
史
学
研
究
」
ご
四
六
、
一
九
六

0
・一

O
〉
を
と
り
上
げ
た
が
、
テ

I
プ
・
コ

I
ダ

l
故
障
の
た
め
、
速
記
録
は
な
い
。

な
お
、
直
居
氏
の
報
告
の
要
旨
は
、
『
一
九
六

O
年
の
歴
史
学
界

l
回
顧
と
展
望
』
(
「
史
学
雑
誌
」
七

O
の
五
、
一
九
六
一
年
)
の
う
ち
同
民
担
当
の

「
西
洋
史
・
中
世
」
の
項
に
よ
っ
て
知
る
乙
と
が
で
き
よ
う
。
〕

『
速
記
録
E
』
l
昭
和
三
十
五
年
十
ご
月
上
旬
、
駿
河
台
山
の
土
ホ
テ
ル
で
お
こ
な
わ
れ
た
第
三
回
総
合
研
究
会
の
速
記
録
。
〔
こ
れ
は
な
お
未
完
成
の
部
分
を

残
し
て
お
り
、
通
し
頁
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
稿
で
は
現
在
ま
で
配
布
さ
れ
た
ご
冊
の
分
に
、
そ
れ
ぞ
れ
表
紙
を
除
い
た
上
で
通
し
頁
を
附
レ
、

そ
の
頁
数
に
よ
っ
て
関
係
箇
所
を
指
示
す
る
。
私
の
通
し
ナ
ン
バ
ー
に
ま
ち
が
い
が
な
け
れ
ば
、
第
一
冊
目
は
七
五
頁
、
第
ご
冊
目
は
一

O
一
頁
で
終

る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
第
三
回
総
合
研
究
会
に
お
い
て
は
、
増
田
・
世
良
・
直
居
三
氏
に
よ
ワ
て
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
増
田
教
授
の
報
告
は
『
初

期
中
世
の
村
落
秩
序
と
そ
の
変
貌

l
特
に
シ
ユ
ワ

l
ベ
ン
の
事
例
を
中
心
に

i
』
(
「
一
橋
論
議
」
四
四
の
六
、
一
九
四

O
年
)
に
も
と
づ
い
た
も
の
で

あ
り
、
ま
に
直
居
民
の
報
告
の
概
要
は
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
封
建
社
会
』
(
筑
摩
書
房
版
『
世
界
の
歴
史
』
第
八
巻
、
一
九
六
一
年
〉
に
お
け
る
ド
イ
ツ
新

学
説
の
評
価
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
世
良
教
授
の
報
告
は
前
記
木
村
論
文
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
が
、
そ
の
要
旨
は
「
法
制
史
研

究
」
一
一
一
(
一
九
六
ご
年
)
に
掲
載
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
〕
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第
一
章

概

括

的

序

論

論

第
一
節

国
王
自
白
人
の
国
制
史
的
位
置

本
稿
の
課
題
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
学
説
の
内
容
お
よ
び
そ
の
問
題
点
を
、

で
き
る
だ
け
具
体
的
に

ま
た

そ
れ
が
お
か
れ
て
い

る
問
題
関
連
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
総
括
的
K
整
理
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
個
別
的
な
問
題
に
と
り
か
か
る
前
に
、
国
王
自
由
人
の
概
念

な
い
し
そ
の
国
制
史
的
位
置
に
つ
い
て
、
概
括
的
に
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い

Q

わ
が
国
で
は
そ
の
点
に
関
し
、
既
に
世
良
教
授

に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
た
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
必
ら
ず
し
も
、
さ
し
あ
た
り
こ
乙
で
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
考
え
て
い

る
こ
と
の
す
べ
て
が
論
じ
っ
く
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
、
以
下
、
主
に
ポ
1
ズ
ル
の
「
テ
キ
ス
ト
』
を
参
照
し
つ
つ
、
国
王
自
由
人
の
国

制
史
的
位
置
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
川
ρ

そ
の
際
、

あ
ら
か
じ
め
お
断
わ
り
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
乙
と
が
一
つ
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ポ
ー
ズ
ル
は
、

ケ

l
ニ

ヒ

ス

フ

ラ

イ

エ

ゲ

マ

イ

シ

フ

ラ

イ

エ

ま
だ
「
国
王
自
由
人
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
は
お
ら
ず
、
依
然
と
し
て
「
一
般
自
白
人
」
と
い
う
表
現
を
踏
襲
し
て

乙
の
「
テ
キ
ス

ト
』
の
中
で
は
、

る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
ポ
ー
ズ
ル
が
「
一
般
自
白
人
」
と
い
う
名
の
下
に
叙
述
し
て
い
る
も
の
は
、

し
か
し
な
が
ら

の
具
体
的
内
容
と
国
制
史
的
位
置
づ
け
に
お
い
て
、
現
在
、

と
り
わ
け
マ
イ
ヤ

I
の
影
響
の
下
に
、

一
般
に
「
国
王
自
由
人
」
と
名
づ
け

ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
で
あ
り
、

そ
れ
を
古
典
学
説
に
お
け
る
「
一
般
自
白
人
」
と
混
同
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
因
み
に
、
ポ
1

グ
l
ニ
ヒ
ス
フ
ラ
イ
ハ
イ
ト

は
っ
き
り
と
「
国
王
自
白
人
」
な
い
し
「
国
王
の
自
由
」
と

ズ
ル
自
身
、

乙
の
「
テ
キ
ス
ト
」
よ
り
も
後
に
書
い
た
も
の
の
中
で
は
、

い
う
表
現
を
用
い
て
、
『
テ
キ
ス
ト
」
に
お
け
る
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
紋
述
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
乙
と
に
よ
っ
て
既
に
、
ボ
1
ズ
ル
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の
『
テ
キ
ス
ト
」
が
き
わ
め
て
過
渡
的
な
性
格
を
し
か
も
ち
え
な
い
こ
と
、

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ポ
ー
ズ
ル
は
基
本
的
に
は

A
U
3
J
V
 

新
学
説
の
立
場
に
立
っ
て
ζ

の
「
テ
キ
ス
ト
』
を
書
い
て
い
る
こ
と
、
を
う
か
が
う
ζ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
そ
の
点
を
、
具
体

的
に
『
テ
キ
ス
ト
』
の
中
か
ら
跡
づ
け
て
み
た
い
。

ヤ)

グ
マ
イ

y
y
ラ
イ
ハ
イ
ト

乙
の
『
テ
キ
ス
ト
』
で
は
、
「
一
般
自
白
人
」
な
い
し
「
一
般
自
由
」
と
い
う
言
葉
は
、

グ
ル
マ
ン
時
代
に
関
す
る
章

ま
ず

(〉

-
U
5
m
2
B
Eぽ
nrmロ
〈
。
E
E
m
m門

N

ロ
ロ
的
問
ロ
仏
何
回
目
宮
司
EZH--nrgω
富
田
仲
何
回
・
)
に
は
現
わ
れ
ず
、

フ
ラ
ン
ク
時
代
に
関
す
る
挙
(
∞
-

ωgzzmmZ
合同り
E
ロ
宮
口
・
)
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
、
と
い
う
乙
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
川
日
グ
ル
マ
ン
時
代
に

関
す
る
問
題
は
後
に
改
め
て
と
り
上
げ
る
が
(
耕
三
)
、
乙
ζ

で
は
と
り
あ
え
ず
つ
ぎ
の
と
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
「
原
始

グ
ル
マ
ン
時
代
」

l
l
「
初
期
民
族
移
動
」
が
開
始
さ
れ
る
紀
元
前
五

O
O年
以
前
の
「
青
銅
器
時
代
」

l
lの
乙
と
を
別
に
す
れ
ば
、

ー
ズ
ル
は
「
グ
ル
マ
ン
時
代
」
l
l
l
タ
キ
ト
ウ
ス
の
時
代
、
な
ら
び
に
、
フ
ラ
ン
ク
部
族
に
あ
っ
て
は
王
権
の
確
立
ま
で
、

そ
の
他
の
諸
部

族
に
あ
っ
て
は
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
編
入
さ
れ
る
ま
で
の
時
期
ー
ー
に
は
「
一
般
自
白
人
」
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で

は
リ

あ
る
。
従
来
、
「
一
般
自
由
人
」
で
あ
る
小
農
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
共
同
体
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
「
マ
ル
ク
グ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」

国王自由入学説とその問題点

は
、
グ
ル
マ
ン
時
代
に
関
し
て
は
は
っ
き
り
と
そ
の
存
在
を
否
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
従
来
、

グ
ル
マ
ン
時
代
の
「
国
家
」
に
お
け
る

最
下
級
の
行
政
的
・
司
法
的
区
分
、

「
一
般
自
白
人
」
の
公
的
組
織
の
最
小
単
位

換
言
す
れ
ば

と
考
え
ら
れ
て
き
た
「
フ
ン
デ
ル
ト

シ
ャ
フ
ト
」
に
つ
い
て
は
、
グ
ル
マ
ン
時
代
に
関
す
る
章
に
そ
の
紋
述
を
見
出
し
え
な
い
。
と
う
し
た
古
典
的
な
叙
述
に
代
る
も
の
は
、

ア
l
デ
ル
ス
へ
ル

ν
ヤ

ブ

ト

グ

フ

オ

ル

ク

ジ

ャ

ブ

ト

「
豪
族
支
配
体
制
」
と
「
従
士
制
」
の
強
調
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
箇
所
に
お
い
て
は
、
ダ
ン
、
不
ン
パ
ウ
ア
l
の
「
グ
ル
マ

ン
時
代
に
お
け
る
豪
族
支
配
体
制
」
の
要
約
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ζ

れ
を
要
す
る
に
、
ポ
ー
ズ
ル
は
、
グ
ル
マ
ン
時
代

に
つ
い
て
は
、
「
一
般
自
白
人
」
の
存
在
そ
の
も
の
、

し
た
が
っ
て
ま
た
、
「
一
般
自
白
人
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
原
始
民
主
政
的
社
会 ポ
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説

を
否
定
し
、

と
い
え
よ
う
。

そ
の
代
り
に
、
「
豪
族
支
配
体
制
」
を
前
提
し
て
い
る
、

M
H
 

つ
ぎ
に
、

ポ
ー
ズ
ル
が
「
一
般
自
由
人
」

(
H
「
国
王
自
由
人
)
に
つ
い
て
述
べ
た
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
関
す
る
叙
述
を
検
討
し
た
い
。

論

「
一
般
自
由
人
」
と
い
う
表
現
を
二
つ
の
箇
所
に
お
い
て

フ
ラ
ン
ク
時
代
に
関
す
る
章
で
は

わ
れ
わ
れ
は

ま
た
、
実
質
上
そ
れ
に

関
す
る
紋
述
を
さ
ら
に
も
う
一
箇
所
に
お
い
て
、

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

、、-
1

・'''
・1(
 
ポ
ー
ズ
ル
が
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
「
一
般
自
由
人
」
に
つ
い
て
述
べ
た
の
は
、

ま
ず
東
フ
ラ
ン
ク
王
国
な
い
し
オ
ス
ト
フ
ラ
ン
ケ
ン

地
方
に
お
け
る
国
家
的
植
民
と
の
関
連
に
お
い
て
で
あ
る
(
語
町
一
)
。

ア
フ
ィ
ン
右
岸
の
ゲ
ル
マ

l
ニ
ア
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ク
人
に
よ
る
国
家
の
建
設
、
な
ら
び
に
、
東
フ
ラ
ン
ク
の
領
域
の
定
住
(
植
民
)
に
関
す
る
根
拠
の
あ

ラ
イ
ヒ
ス
グ

l
ト

る
表
象
は
、
ド
イ
ツ
な
ら
び
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
帝
国
領
の
隙
閣
の
な
い
研
究
に
か
か
っ
て
い
る
。
征
服
に
と
も
な
っ
て
、
フ
ラ
ン
ク
人
は
、
モ

l

v
ユ
タ
ム
メ
ス
グ
ピ

i
ト

ゼ
ル
・
ラ
イ
ン
両
河
附
近
の
彼
ら
の
部
族
領
域
か
ら
、
定
住
(
植
民
)
し
な
が
ら
東
方
に
向
っ
て
進
出
し
た
。
道
路
沿
い
に
並
ん
だ
ハ
イ
ム
・
オ
ル

ト
[
日
ハ
イ
ム
と
い
う
語
尾
を
も
っ
村
]
と
ケ

l
ニ
ヒ
ス
ホ

l
フ
に
よ
ワ
て
、
様
々
な
進
出
方
向
(
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
か
ら
ヴ
ュ
ル
ヅ
ブ
ル
ク
を

へ
て
ニ
ュ
!
ル
ン
ベ
ル
ク
へ
)
を
認
識
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
地
方
[
日
オ
ス
ト
フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
]
に
お
い
て
、
定
住
(
績
民
)
と
国
家

、.、.、.、，、.、
... 
、

.

、

.

、

.

、

'

、

... 
、'、.、
... 

、.、.、.、

組
織
は
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ひ
と
は
、
フ
ラ
ン
ク
の
国
家
植
民
に
つ
い
て
語
り
、
ま
た
、
軍
役
の
義
務
を
負
い
・
戦
時
に
は
グ
ラ

l
フ

、
.
‘
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
，
、
，
、
，
、
，
、
，
、
，
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

の
軍
事
罰
令
権
に
服
す
フ
ラ
ン
ク
の
一
般
自
由
人
を
、
フ
ラ
ン
ク
の
王
領
地
に
住
み
、
開
墾
地
を
受
け
と
る
こ
と
も
あ
る
植
民
者
で
あ
る
、
と
推
定
し
た

、.、.、.、.、.、.、.、.、.

の
で
あ
る

0

フ
ラ
ン
ク
の
ツ
ェ
ン
ト
は
、
お
そ
ら
く
1
i
i
た
と
え
ば
近
世
の
ラ
ン
ト
ク
ラ
イ
ス
に
似
た
1

1
フ
ラ
ン
ク
国
家
の
最
下
級
の
行
政
単
位
で
は
な

、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、

く
、
(
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
ー
が
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
と
反
対
に
そ
う
考
え
て
い
る
よ
う
に
)
王
領
地
管
理
・
国
王
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
十
フ
ト
の
最
下
級
の
単

位
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ガ
リ
ア
の
外
部
に
お
い
て
、
『
征
服
し
た
地
方
の
政
治
的
・
軍
事
的
把
握
、
経
済
的
開
発
の
た
め
の
、
フ
ラ
ン
ク
の
支
配
権
確
保

、、、、、

の
た
め
の
、
ま
た
圏
内
植
民
の
た
め
の
、
王
権
の
道
具
と
し
て
』
大
規
模
に
用
い
ら
れ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
一
地
方
一
地
方
が
、
次
第
に

ケ
l
ニ
ヒ
メ
ホ

l
フ
か
ら
、
政
治
的
に
一
つ
の
統
一
体
に
ま
で
ま
と
め
上
げ
ら
れ
、
開
墾
に
よ
ワ
て
、
定
住
可
能
な
土
地
が
経
済
的
・
政
治
的
に
把
握
さ
れ
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、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.

た
の
で
あ
る
。
植
民
者
の
自
由
の
法
的
綬
拠
は
、
こ
の
ば
あ
い
、
開
墾
地
に
お
け
る
土
地
所
有
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
の
た
て
方
の
下
に
、
フ
ラ
ン
ク
の

一
般
自
由
、
そ
れ
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
社
会
秩
序
の
問
題
を
、
改
め
て
全
面
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
ポ
ー
ズ
ル
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
見
ら
れ
る
通
り
、
主
に
オ
ス
ト
フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
の
軍
事
的
植
民
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ

八
世
紀
後
半
に
お
こ
な
わ
れ
た
乙
と
で
あ
る
。
ツ
エ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
ダ
ン
、
不
ン
パ
ウ
ア

1
説
に
拠
っ
て

れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

い
る
と
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

ポ
ー
ズ
ル
は
、
少
な
く
と
も
東
フ
ラ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、

乙
の
時
は

い
わ
ゆ
る
「
一
般
自
由
人
」
は

じ
め
て
フ
ラ
ン
ク
王
権
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
と
と
で
ボ

1
ズ
ル
が
、
オ
ス
ト
フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
に
お
け
る
寧

ぺ

o
y
y
、
ァ
イ
ネ
ス
・
グ

l
ツ

事
的
植
民
者
の
自
由
の
法
的
根
拠
を
、
「
開
墾
地
」
に
お
け
る
土
地
所
有
に
求
め
た
の
は
、
ダ
ン
、
不
ン
パ
ウ
ア

l
読
に
拠
る
限
り

そ
の
点
は
後
に
再
び
ふ
れ
る
と
し
て
(
耕
一
一
韓
)
.

問
題
で
あ
り
、
当
然
「
壬
領
地
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

『
テ
キ
ス
ト
』
に
い

わ
ゆ
る
「
一
般
自
由
人
」
が
、

古
典
学
説
に
お
け
る
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
新
学
説
の
い
わ
ゆ
る
「
国
王
自
由
人
」
を
指

以
上
の
引
用
に
よ
っ
て
既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
は
、

l寸

、‘‘
a
，，，

・1・1(
 

オ
ス
ト
フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
に
お
け
る
グ
ラ

1
フ
シ
ャ
フ
ト
と
の
関
連
に
お
い

て
、
再
び
「
一
般
自
由
人
」
に
つ
い
て
述
べ
る
(
崎
紅
一
一
)
。

ζ

れ
は
、
の
ち
に
と
り
上
げ
る
グ
ラ

1
フ
シ
ャ
フ
ト
の
問
題
(
朝
七
)
に
と
っ
て

も
、
貴
重
な
示
唆
を
含
む
の
で
、
煩
を
い
と
わ
ず
、
当
該
箇
所
の
誌
と
合
わ
せ
て
、

つ
ぎ
に
ポ
ー
ズ
ル
は
、
東
フ
ラ
ン
ク
王
国
な
い
し
、

国王自由人学説とその問題点

こ
乙
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。

、.、.、.、.

「
グ
ラ

I
フ
は
、
た
と
え
ば
後
代
の
う
ン
ト
リ
ヒ
タ
l
の
ご
と
き
、
近
代
的
特
徴
を
も
っ
行
政
官
で
は
な
く
、
彼
の
領
域
に
お
け
る
国
王
の
利
害
関
係
の
代

、.、.、.、.‘.、.、.

表
者
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
す
べ
て
の
領
域
・
す
べ
て
の
地
方
に
お
い
て
、
国
王
の
権
力
の
基
礎
で
あ
る
王
領
地
の
看
視
者
で
あ
る
。
グ
ラ
l
フ
は
、
彼
の

、.、.、.、.、.、.

領
域
に
お
け
る
国
王
の
腹
心
で
あ
り
、
軍
事
的
統
率
者
で
あ
っ
て
、
は
っ
さ
り
し
た
法
規
・
や
か
ま
し
い
行
政
法
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
。
彼
は
そ
の
活
動
範

ア
ム
ツ
ゲ

図
を
自
ら
決
定
し
、
そ
の
身
に
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
課
題
を
、
大
部
分
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
処
理
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
し
か
し
、
彼
は
そ
の
《
管
轄
領
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説

ピ

ー

ト

、

、

、

、

、

、

、

域
》
に
お
い
て
自
分
自
身
の
権
力
的
地
位
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
を
彼
に
与
え
る
の
は
し
か
し
、
で
き
る
だ
け
大
ぎ
な
ア
ロ
ツ
ド
な
い
し

ν
l
ン
の
所
有
で

、
、
、
、
、
、
、
、
エ
ク
ス
ベ
デ
イ
一
プ
イ
オ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
る
。
オ
ス
ト
フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
に
お
け
る
グ
ラ
l
フ
は
、
《
出
軍
》
の
際
に
は
、
彼
の
領
域
の
人
民
の
指
揮
を
と
っ
た
。
そ
れ
と
な
ら
ん
で
彼
は
、

、

.

、

.

、

.

、

.

、

，

、

.

、

.

、

.

、

.

、

曹

、

.

、

，

、

.

、

.

、

.

、

.. 
、.、.、.、.、.

最
高
の
王
領
地
管
理
者
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
お
そ
ら
く
そ
れ
を
一
般
自
由
人
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
王
領
地
に
へ

l
ル
マ
ン
ネ
ン
と
し
て
定

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

住
し
て
い
る
人
々
に
対
す
る
裁
判
官
で
あ
っ
た
よ
註
「
グ
ラ
l
フ
裁
判
所
が
い
か
な
る
人
民
層
を
把
握
し
た
か
が
、
解
明
さ
る
べ
き
問
題
と
し
て
残
さ

、.、.、.、.、.

れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
た
だ
《
一
般
自
由
人
》
(
へ

l
ル
マ
ン
ネ
ン
〉
の
上
に
の
み
及
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ば
あ
い
、
そ
れ
は
、
王
領
地
に
お

、、グ
l

ニ
ヒ
ス
ロ
イ
テ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

け
る
、
国
王
の
人
民
に
対
す
る
、
ま
た
、
王
領
地
に
関
係
あ
る
す
べ
て
の
所
有
関
係
の
移
動
に
つ
い
て
の
、
国
王
裁
判
所
で
あ
ソ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
裁
判
権
を
も
っ
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
、
不
自
由
人
な
ら
び
に
半
自
白
人
の
大
部
分
、
国
家
が
何
ら
関
係
を
も
た
な
い
そ
の

隷
農
を
グ
ラ
I
フ
裁
判
所
か
ら
遮
断
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
で
も
既
に
、
見
易
い
道
理
で
あ
る
。
」

論

以
上
も
ま
た
、
「
一
般
自
白
人
」
の
名
の
も
と
に
実
質
的
に
は
「
国
王
自
白
人
」
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、

、

、

、

、

と
り
わ
け
カ

1
ロ
リ
ン
ガ

1
時
代
の
、
グ
ラ

1
フ
シ
ャ
フ
ト
の
問
題
を
考

と
り
わ
け
オ
ス
ト
フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
の
、

し
た
が
っ
て
ま
た
、

え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

ζ

の
種
の
紋
述
と
し
て
は
、

ほ
と
ん
ど
唯
一
の
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

右
の
引
用
中
、
「
そ

れ
と
な
ら
ん
で
」
と
い
う
語
句
が
、
単
に
グ
ラ

I
フ
の
諸
々
の
権
限
の
並
存
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
グ
ラ

1

フ
権
力
が
及
ぶ
対
象
に
つ
い
て
も
そ
う
言
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
、
換
言
す
れ
ば
、
出
箪
の
際
に
グ
ラ

1
フ
の
指
揮
に
服
す
「
彼

の
領
域
の
人
民
」
と
、
「
壬
領
地
」
に
住
む
「
ヘ

1
ル
マ
ン
、
不
ン
」

l
「
国
主
自
白
人
」
と
が
相
覆
う
か
否
か
、

と
い
う
問
題
は
、
註
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
グ
ラ

1
フ
裁
判
権
に
関
す
る
新
し
い
見
解
と
と
も
に
、

グ
ラ

1
フ
シ
ャ
フ
ト
の
問
題
を
考
察
す
る
際
に
は
き
わ
め
て
重
要
な

意
(iii) 味

を
も
つ
が

乙
乙
で
は
問
題
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

ポ
ー
ズ
ル
の
「
テ
キ
ス
ト
』
で
は
以
上
の
ほ
か
に
も
う
一
箇
所
、
「
一
般
自
由
人
」
と
い
う
名
は
出
て
こ
な
い
が
、
内
容
的
に
は
そ

の
こ
ん
¥

し
た
が
っ
て
ま
た
「
国
王
自
白
人
」
の
こ
と
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
(
鳩
竺
)
。

こ
れ
は
、
こ
の
節
の
標
題
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
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、
、
、
、
、
、
、
、
、

カ
1
ロ
リ
ン
ガ

1
時
代
に
お
け
る
国
家
観
の
転
換
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

、、、、

「
カ
ー
ル
大
帝
の
王
権
は
そ
れ
ゆ
え
、
も
は
や
、
単
な
る
王
族
の
神
的
系
譜
な
い
し
軍
隊
王
権
の
発
露
で
は
な
く
、
神
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
・
教
室
に
よ
っ

ア
ル
グ
マ
イ
ネ
・

ν
ユ
タ

l
ツ
ウ
ン
一
ア
ル
タ

1
ネ
ン

ν
ヤ

フ

ト

ア

ム

ト

て
認
証
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
一
般
的
国
家
臣
民
団
体

(ω戸
Z
R
Z
ω
匂

c-EZm)
の
上
に
立
つ
官
職
で
あ
っ
た
。
・
:
・
:
か
か
る
《
神
の
国
》

、

.

、

.

、

.

、

.

[
日
抽
象
的
・
制
度
的
国
家
観
]
と
対
立
し
た
の
が
、
双
互
の
誠
実
関
係
を
と
も
な
い
・
ロ
!
?
法
的
意
味
で
の
臣
民
を
知
ら
ず
、
た
だ
従
士
の
み
を
知
る
と

‘

.

、

，

、

.

、

.

こ
ろ
の
、
ゲ
ル
マ
ン
的
軍
隊
王
権
の
現
実
で
あ
っ
た
。
教
会
の
意
味
で
自
由
な
の
は
、
国
家
の
首
長
た
る
国
王
に
下
属
す
る
臣
民
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、

、.、.、.、.、.、.、.、.、.、.、.

ゲ
ル
マ
ン
的
・
フ
ラ
ン
ク
的
な
社
会
秩
序
・
国
家
秩
序
に
よ
れ
ば
、
メ

l
ロ
ヴ
イ
ン
ガ

I
時
代
に
は
(
国
王
の
側
近
に
い
る
〉
ア
ン
ト
ワ
ル
ス
テ
ィ
ォ
l
ネ

、

グ

ア

グ

ル

、

、

、

、

、

ン
と
(
史
料
の
門
司
自
己
、
お
そ
ら
く
は
、
封
臣
に
あ
ら
ざ
る
従
士
た
ち
の
大
衆
?
た
る
)
レ
ウ
グ
I
ス
と
い
う
こ
つ
の
従
士
関
係
が
あ
っ
た
O
i
-
-
:
:
国
王

、、、、、、、

の
個
人
的
な
・
封
臣
に
あ
ら
ざ
る
従
士
た
ち
[
日
レ
ウ
デ
l
ス
]
か
ら
、
自
由
な
国
家
臣
民
が
生
れ
た
。
ア
ン
ト
ゥ
ル
ス
テ
ィ
オ
l
ネ
ン
か
ら
は
し
か
し
、

、.、.、，、.

レ
ー
ン
法
の
影
響
の
も
と
に
、
ラ
イ
ヒ
に
参
与
す
る
者
た
ち
[
日
帝
国
貴
族
層
]
か
ら
な
る
身
分
的
上
層
が
発
展
し
た
。
」

乙
の
記
述
に
お
い
て
は
、
グ
ル
マ
ン
的
な
軍
隊
王
権
と
教
会
的
な
抽
象
的
・
制
度
的
国
家
観
と
が
対
置
さ
れ
て
お
り
、

メ
1
ロ
グ
イ
ン

ガ
1
時
代
の
国
家
は
、
広
狭
二
つ
の
従
士
団
か
ら
な
る
従
士
団
国
家
と
し
て
、

し
た
が
っ
て
、
自
由
な
国
家
臣
民
の
前
身
た
る
レ
ウ
デ
1

は
け

ス
は
国
王
の
従
士
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
軍
隊
王
権
に
つ
い
て
は
第
三
章
に
お
い
て
、

レ
ウ
デ

I
ス
な
ら
び
に
メ

I
ロ
ヴ
イ
ン
ガ

1

国王自由入学説とその問題点

ま
た
カ

1
ロ
リ
ン
ガ

1
時
代
の
国
家
観
に
つ
い
て
は
第
八
章
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
些
か

時
代
の
国
制
に
つ
い
て
は
第
五
章
に
お
い
て
、

立
ち
入
っ
た
考
察
を
お
こ
な
う
つ
も
り
で
あ
る
が
、
右
の
引
用
は
、
当
該
箇
所
の
註
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

ほ
か
な
ら
ぬ
マ
イ
ヤ

ー
の
「
カ

1
ロ
リ
ン
ガ

1
時
代
の
国
家
観
』
の
論
旨
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
乙
と
、

乙
乙
で
は
と
り
あ
え
ず
そ
の
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

v
 

つ
ぎ
に
念
の
た
め
、
同
じ
ポ

1
ズ
ル
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
『
ド
イ
ツ
史
事
典
』
の
『
自
由
』
の
項
か
ら
も
引
用
し
て
お
き
た
い
。

以
上
に
よ
っ
て
、

ポ
ー
ズ
ル
の
『
テ
キ
ス
ト
』
が
「
一
般
自
白
人
」

1
「
国
王
自
由
人
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
と
は
っ
き
る
が
、
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説

、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

「
わ
れ
わ
れ
は
、
中
世
に
お
け
る
貴
族
的
自
由
と
、
保
護
さ
れ
た
自
由
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
代
法
的
な
意
味
で
自
由
な
の
は
、
国
王
、

グ
フ
オ
ル
ク
ス
へ
ル

従
士
(
団
)
の
主
君
な
ら
び
に
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
た
る
貴
族
、
そ
れ
に
、
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
+
ワ
ト
と
い
う
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
自
由
な
[
日
自
由
人
た
る
]

ブ
ラ
イ

従
士
た
ち
、
だ
け
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
王
権
の
優
位
が
増
す
と
と
も
に
、
《
自
由
》
と
い
う
言
葉
は
《
国
王
の
支
配
、
ム
ン
ト
権
力
、
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
に
服
す
》

と
い
う
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
つ
ぎ
の
三
つ
の
法
規
範
が
生
れ
る
。
①
国
王
の
空
気
・
国
王
[
に
対
す
る
]
勤
務
は
自
由
に
す
る
。
②
森

論

林
の
空
気
・
開
墾
の
仕
事
は
自
由
に
す
る
。

③
都
市
の
空
気
は
自
由
に
す
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
規
範
の
法
的
な
理
由
は
、
《
空
気
は
不
自
由
に
す
る
》
と
い

う
命
題
で
あ
る
。
か
か
る
中
世
の
《
不
自
由
な
自
由
》
[
U
「
国
王
の
自
由
」
な
ど
]
は
、
半
国
家
的
な
内
容
を
も
っ
。
《
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
》
(
日
初
期
の
国
家

原
理
〉
の
完
全
な
勝
利
に
よ
っ
て
、
ひ
と
は
自
分
の
住
む
土
地
を
有
っ
て
い
る
者
の
臣
下
で
あ
る
、
と
い
う
原
則
が
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
の
国
王
の
臣
民

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
‘
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

団
体
を
創
り
上
げ
よ
う
と
す
る
努
力
と
並
行
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
王
権
に
よ
っ
て
、
自
白
人
の
統
一
身
分
(
日
フ
ラ
ン
ク
的
一
般
自
由
)
を
創
り
出
そ
う
と
す

る
試
み
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
手
本
と
な
っ
た
の
は
、
国
家
に
よ
っ
て
ウ
ア
ツ
ェ
ン
ト
(
日
同
H
E
n
-
F
C
5
5
2
]
、
す
な
わ
ち
防
衛
と
開
墾
に
従
事
す
る
[
自

グ
マ
イ

Y
T

由
]
農
民
の
、
行
政
・
寧
隊
・
裁
判
の
た
め
の
共
同
体
)
に
組
織
さ
れ
・
そ
の
土
地
に
相
続
権
に
よ
っ
て
居
住
す
る
軍
事
的
植
民
者
の
自
由
で
あ
っ
た
・
・
:

-
:
。
[
カ

I
ロ
リ
ン
ガ
!
の
諸
王
は
]
か
か
る
《
自
白
人
》
の
団
体
を
も
っ
て
、
貴
族
た
ち
か
ら
な
る
従
士
団
に
代
え
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
に
、
近
代
的
な
国

、.、.、.、.、.、.

民
の
自
由
の
最
古
の
根
源
が
あ
る
ο
:
:
:
:
か
か
る
自
由
の
法
的
根
拠
は
国
王
の
ム
ン
ト
で
あ
る
。
」

も
う
少
し
先
の
と
こ
ろ
で
、

ポ
ー
ズ
ル
自
身
、
「
国
王
の
自
由
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。

ま
た

こ
乙
で
は

フ
ラ
ン
ク
時
代

に
お
け
る
自
由
の
発
展
に
関
し
、
「
国
王
の
自
由
」
か
ら
「
一
般
自
由
」
へ
と
い
う
こ
つ
の
段
階
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
と
れ

る
が
、

こ
乙
で
は
、
「
国
王
の
自
由
」
の
法
的
根
拠
が
、
「
国
王
の
ム
ン
ト
」
に

そ
の
点
に
つ
い
て
は
の
ち
に
第
八
章
で
ふ
れ
る
。
ま
た

求
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
点
も
第
八
章
で
と
り
あ
っ
か
う
。
今
乙
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、

ポ
ー
ズ
ル
が
二
つ
の
系
列
の
自
由

|
|
「
貴
族
的
自
由
」
と
「
保
護
さ
れ
た
自
由
」
を
考
え
て
お
り
、

国
王
・
貴
族
・
従
士
の
自
由
は
前
者
の
系
列
上
に
お
い
て
、
「
国
王
の

自
由
」
は
後
者
の
系
列
上
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
も
、

ポ
ー
ズ
ル
の
念
頭
に
あ
る
の
は
主
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、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

に
カ

1
ロ
リ
ン
ガ

1
時
代
の
こ
と
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は

改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
σ

以
上
に
よ
っ
て
、

国
王
自
白
人
の
概
念
、

そ
の
国
制
史
的
位
置
に
つ
い
て
、

し
た
が
っ
て
ま
た
、
国
王
自
白
人
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
状

況
配
置
に
つ
い
て
、
大
凡
の
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
考
え
る
。
そ
の
際
、

、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

王
自
白
人
政
策
の
力
点
が
メ

1
ロ
ヴ
イ
ン
ガ

1
時
代
に
あ
る
、
と
い
う
、
増
田
・
世
良
両
教
授
の
見
解
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
か
ら
で
あ

灯
。
以
下
の
行
論
は
、
い
わ
ば
全
体
と
し
て
こ
う
し
た
見
解
に
対
す
る
批
判
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
あ
ら
か
じ
め
お
断
わ
り
し
て

一
々
時
期
の
と
と
を
問
題
に
し
て
き
た
の
は
、
国

お
き
た
い
。

サ

山
世
良
『
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
』
、
と
く
に
岡
。

凶
以
下
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
ボ

I
ズ
ル
の
「
ア

l
デ
ル
パ
ウ
ア

I
」
に
関
す
る
構
強
』
(
本
誌
前
号
、

だ
き
た
い
。

間

ボ

l
ズ
ル
『
古
ド
イ
ツ
の
自
由
』
四
・
五
頁
に
は
、
ボ

l
ズ
ル
に
よ
る
「
古
典
学
説
」
の
評
価
と
こ
の
『
テ
キ
ス
ト
』
の
学
説
史
的
位
置
づ
け
が
見
出

さ
れ
る
。

凶
厳
密
に
い
え
ば
、
ゲ
ル
マ
ン
時
代
に
関
す
る
章
の
中
に
も
、
「
一
般
自
白
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
度
だ
け
現
わ
れ
る
(
五
九
五
頁
註
三
)
。
し
か
し
、

こ
れ
は
、
古
典
学
説
を
批
判
す
る
に
め
の
も
の
で
あ
る
。
乙
の
点
に
関
レ
、
前
掲
拙
稿
・
本
誌
二
一
の
一
・
八
四
頁
を
参
照
。

へ
ル

間
「
民
族
移
動
期
に
お
い
て
既
に
国
王
は
そ
の
従
士
た
ち
に
土
地
を
贈
与
し
て
い
る
:
・
:
・
:
。
富
裕
な
主
君
の
み
が
従
土
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
・
・

タ
キ
ト
ゥ
ス
(
第
一
五
章
)
が
描
い
て
い
る
よ
う
な
豪
者
な
生
活
は
:
:
:
¥
大
土
地
所
有
・
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル

ν
+
フ
ト
を
前
提
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
多
数

グ

7
オ

ル

ク

ス

ヘ

ル

マ

y

の
隷
属
農
民
を
必
要
と
す
る
。
貴
族
た
る
従
士
の
主
君
:
:
・
・
:
と
そ
の
従
士
た
ち
は
、
戦
時
に
は
械
に
住
む
・
:
・

j
o
-
-
:
:
:
墜
と
一
環
を
色
つ
城
は
、
全
ヨ

へ
ル

V
ヤ

ブ

ト

へ

ル

νヤ
ブ
ト

-
ロ
ウ
パ
中
世
の
本
質
的
標
識
で
あ
り
、
支
配
の
中
心
・
礎
石
で
あ
る

0

・
:
・
:
・
保
護
を
与
え
る
乙
と
の
で
き
る
者
が
、
つ
ね
に
支
配
権
を
獲
得
す

ア

l

デ

ル

へ

ル

V
ヤ
プ
ト

る
。
:
:
:
:
賃
(
豪
)
族
・
城
・
支
配
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
も
と
に
お
い
て
も
、
ギ
リ
シ
ャ
人
・
ロ

1
7
人
・
ケ
ル
ト
人
の
も
と
に
お
け
る
と
同
様
、

公
的
秩
序
の
蔚
茅
で
あ
り
、
国
家
的
・
社
会
的
発
展
の
母
胎
で
あ
る
。
」
(
ボ
!
ズ
ル
『
テ
キ
ス
ト
』
五
九
四
頁
)

な
お
、
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア

1
『
ゲ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
豪
族
支
配
体
制
』
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
第
一
一
章
に
お
い
て
ふ
れ
る
が
、
そ
の
梗
概
は
、
平

城
照
介
『
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
ゲ
マ
イ
ン
フ
ラ
イ
エ
に
関
す
る
若
干
の
考
案
』
(
一
)
(
「
学
園
論
集
」
四
、
一
九
五
八
年
)
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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説

附
以
上
に
関
レ
、
と
り
あ
え
ず
世
良
『
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
』
、
と
く
に

H
と
慨
を
参
照
。

間
増
田
教
授
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
『
速
記
録
E
』
ご
四
頁
以
下
。
と
く
に
ご
六
頁
に
お
い
て
は
、
そ
の
根
拠
を
、
「
フ
ン

J

ア
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
」
の
創
設
が

メ

l
口
、
ヴ
ィ
ン
ガ

i
時
代
に
お
乙
な
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
求
め
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
の
ち
に
(
第
六
章
)
述
べ
る
よ
う
に
、
ア
レ
マ
ニ
エ
ン
の

「
フ
ン
タ
リ
」
に
関
し
て
は
そ
う
い
え
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
ツ
ェ
ン
テ
ナ
」
は
、
む
し
ろ
八
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
創
設
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
ま

た、

ζ

の
点
に
関
す
る
世
良
教
授
の
見
解
は
、
『
速
記
録
E
』
五
四
頁
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
北
ガ
リ
ア
に
関
し
、
七
世
紀
後
半
以
降
に
「
封
建
化
」

(
H
「
貴
族
領
」
の
形
成
)
を
考
え
よ
う
と
す
る
「
理
論
的
要
請
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
(
な
お
、
一
三
一
員
に
お
け
る
同
教
授
の
発
言
を
も
参
照
)
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ク
部
族
に
お
け
る
「
豪
族
支
配
体
制
」
の
あ
り
方
が
決
め
手
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
(
第
三
章
)

述
べ
る
。

ζ

乙
で
は
た
だ
、
つ
ぎ
の
乙
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
仮
に
北
ガ
吋
ノ
ア
に
お
け
る
「
貴
族
領
」
の
形
成
が
七
世
紀
後
半
以
来
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
ひ
ろ
く
「
国
王
自
白
人
」
が
寄
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
若
し
そ
の
よ
う
尽
事
実
認
識
を
も
づ
て
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア

I
流

の
ゲ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
豪
族
支
配
体
制
の
構
想
を
否
定
で
き
る
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ
る
な
ら
ハ
五
一
了
一
二
頁
)
、
そ
の
ぱ
あ
い
の
「
国
王
自
由
人
」

と
い
う
の
は
古
典
学
説
に
お
け
る
「
一
般
自
由
人
」
と
一
体
ど
こ
が
ち
が
う
の
か
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
王
権
が
、
自
ら
の
従
士
u
「
国
王

自
由
人
」
を
従
え
て
、
王
権
確
立
以
前
に
あ
っ
た
豪
族
支
配
体
制
を
完
全
に
抹
殺
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
、
ゲ
ル
マ
ン
時
代
の
豪
族
支
配
体
制
に
関
す

る
限
り
、
グ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア

i
説
と
は
矛
盾
し
な
い
は
ず
で
は
な
い
か
。

論

第
二
節

国
王
自
由
入
学
説
の
学
説
史
的
意
義

わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
に
、

以
上
の
よ
う
な
国
王
自
白
人
の
概
念
な
い
し
国
制
史
的
位
置
と
の
関
連
に
お
い
て
、

乙
れ
ま
た
き
わ
め
て
概
括

的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
国
主
自
由
入
学
説
が
学
説
史
の
上
で
有
す
る
意
義
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
ば
あ
い
、

わ
れ
わ
れ
は
、

国
王
自
由
入
学
説
の
学
説
史
的
意
義
を
、

古
典
学
説
の
論
理
構
成
に
お
い
て
そ
の
中
核
に
位
し
て
い
た
「
一
般
自
白
人
」
の
概
念
を
解
体

せ
し
め
た
、

と
い
う
点
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
で
、

ま
ず
ド
イ
ツ
法
制
史
な
ら
び
に
社
会
経
済
史
の
古
典
学
説
に
お
い
て

グ
ル
マ
ン
時
代
・
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
「
一
般
自
白
人
」
に
対
し
て
い
か
な
る
国
制
史
的
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
、

定
め
る
乙
と
か
ら
出
発
し
た
い
。

と
い
う
こ
と
を
見
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H
 

い
る
(
一
一
一
ト
)
Q

ζ

の
占
山
花
関
し
、
シ
ユ
レ

1
ジ
ン
ガ

1
は
、
『
一
フ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
形
成
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
て

「

ζ

の
見
解

[
H
古
典
学
説
]
に
よ
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
史
の
は
じ
め
に
は
ラ
イ
ヒ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
構
造
に
お
い
て
、
原
理
上
《
近
代
》
関
家
と
異

話
ノ

Jηι

レ』

な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
の
国
制
は
、
本
質
的
に
は
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
。
頂
点
に
は
《
国
家
権
力
》
の
唯
一
の
所
持
者
と
し
て
の
国
王

が
立
ッ
て
お
り
、
彼
は
ラ
イ
ヒ
を
彼
の
《
公
的
》
《
官
吏
出
た
る
グ
ラ

l
フ
に
よ
っ
て
《
統
治
》
し
た
。
全
《
国
家
領
域
》
、
す
な
わ
ち
う
イ
ヒ
は
、
ガ
ウ
・
グ

ラ
!
フ
シ
十
フ
ト
に
、
そ
れ
は
ま
た
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
に
区
分
さ
れ
た
。
フ
ン

J

ア
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
の
頂
点
に
立
つ
の
が
ツ
ヱ
ン
テ
ナ

i
ル
で
あ
っ
た
。
彼

は
同
時
に
人
民
の
《
代
表
者
》
で
あ
り
、
人
民
は
彼
の
任
命
に
関
与
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
[
乙
の
フ
ラ
ン
ク
王
国
・
ド
イ
ツ
王
国
は
]
《
官
僚
国
家
》
で
あ

ジ
ユ
タ

l
ツ
ア
ン
グ
ヘ
!
リ
グ
シ

っ
て
、
そ
の
《
臣
民
団
体
》
、
つ
ま
り
近
代
的
用
語
法
に
お
け
る
《
国
民
》
の
全
体
は
、
主
と
し
て
、
相
互
に
平
等
な
権
利
を
も
っ
《
↓
般
自

ア

ー

デ

ル

由
人
》
か
ら
成
っ
て
い
た
。
《
一
般
白
白
人
》
は
、
も
と
も
と
住
民
の
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
が
、
次
第
に
、
《
官
職
貴
族
層
》
か
ら
生
れ
た
貴
(
豪
)
族

H
 

の
隷
属
下
に
焔
ソ
て
い
っ
た
。
:

旧
い
学
説
の
核
心
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
ド
イ
ツ
王
国
の
《
国
家
権
力
》
を
、
中
世
後
期
の
テ
H

ノ
ト
リ
ウ
ム
な
ら
び
に
近
代
の
主
権
国
家
の
そ
れ
と
等
置
す
る
こ
と

グ
ラ

l
フ
エ

yν
ヒ
テ

に
あ
る

0

フ
ラ
ン
ク
・
ド
イ
ツ
の
国
王
は
、
《
公
的
》
な
諸
権
利
を
彼
の
官
吏
た
る
グ
ラ

l
フ
に
委
任
し
た
(
そ
乙
か
ら
《
グ
ラ

l
フ
の
権
利
》
と
い
う
名
前

が
生
れ
る
〉
。
あ
る
い
は
、
教
会
に
委
任
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
教
会
は
フ
ォ
ー
ク
ト
を
し
て
そ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
せ
し
め
た
。
か
か
る
《
官
吏
》
た

ち
が
、
こ
の
国
王
に
由
来
す
る
諸
権
利
を
自
ら
の
も
の
と
し

I
そ
れ
は
レ

l
ン
制
の
道
を
通
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た

|
l、
彼
ら
の
家
系
に
お
い
て
世
襲
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
と
な
っ
た
。
高
級
裁
判
権
(
日
グ
ラ

l
フ
の
裁
判
権
)
が
獲
得
さ
れ
る
や
否
や
、
今
ア
ン
デ
ス
ホ

i
ハ
イ
ト
》
な

国王自白人学説とその問題点

る
事
態
が
は
じ
ま
る
、
と
考
え
ら
れ
た
。
」

以
上
の
シ
ユ
レ

1
ジ
ン
ガ
ー
に
お
け
る
古
典
学
説
の
要
約
は
き
わ
め
て
明
快
で
あ
る
が
、
彼
が
そ
こ
で
時
代
順
に
従
わ
ず
、

フ
-
フ
ン
庁
ノ

時
代
か
ら
グ
ル
マ
ン
時
代
に
遡
る
方
式
を
と
っ
た
の
は
、
右
の
引
用
の
後
段
に
一
ポ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
・
シ
ユ
レ

1
ジ
ン
ガ

1
自
身
の
古
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説

典
学
説
の
本
質
に
対
す
る
把
握
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
、
右
の
シ
ユ
レ

1
ジ
ン
ガ
ー
に
よ
る
要
約
を
、
時
代
順
応
配
列
し
な
お

し
て
私
な
り
に
整
理
し
て
み
る
と
、

古
典
学
説
の
基
本
的
な
論
理
構
成
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
概
括
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

論

グ
ル
マ
ン
時
代
(
川
M
駅
…
ゥ
)
に
あ
っ
て
は

キ

l
ヴ
イ
タ

l
ス

「
国
家
」
の
核
心
を
な
し
て
い
る
。

数
的
に
も
庄
倒
的
多
数
を
占
め
る
「
一
般
自
由
人
」
(
材
齢
制
↑
城
一
件
γ
柑
比
一
山
川
口
一
世
吋
に
)
が

コ
ン
巴
キ
リ
ワ
ム

む
し
ろ
「
グ
ル
マ
ン
国
家
」
は
、
「
一
般
自
由
人
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
民
会
」
に
具
象
化
さ

れ
て
い
る
、

と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
長
た
る
「
ツ

そ
れ
は
さ
ら
に
、
「
ア
ン
グ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
」
に
区
分
さ
れ
る
が
、

エ
ン
テ
ナ

1
ル
」
は
、

人
民
に
よ
っ
て
「
選
挙
」
さ
れ
る
「
人
民
官
吏
」
と
し
て
、

人
民
の
代
表
者
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ク
時
代
に
な
る
と

こ
う
し
た
「
一
般
自
由
人
」
を
「
一
般
臣
民
団
体
」
に
組
織
し
つ
つ

そ
の
上
に

「
王
権
」
・
「
官
僚
機

構
」
が
構
築
さ
れ
る
。
ラ
イ
ヒ
の
頂
点
に
立
つ
「
国
王
」
が
、
今
や
「
国
家
権
力
」

1
「
公
権
力
」
の
唯
一
の
所
持
者
で
あ
り
源
泉
で
あ
る
。

4

ア

ν
ギ
l
レ
ン

彼
は
全
国
家
領
域
を
「
ガ
ウ
・
グ
ラ
1
フ
シ
ャ
フ
ト
」
に
区
分
し
、
彼
の
「
官
吏
」
た
る
「
グ
ラ
1
フ
」
に
「
公
権
力
」
を
「
委
任
」
し

て
、
そ
れ
を
「
統
治
」
せ
し
め
る
。
教
会
に
も
「
グ
ラ

I
フ
権
力
」
が
与
え
ら
れ
、

こ
の
ば
あ
い
に
は
「
フ
ォ
ー
ク
卜
」
が
そ
れ
を
行
使

す
る
。
「
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
」
は
、
ム
7

や
と
の
「
ガ
ウ
・
グ
ラ

I
フ
シ
ャ
フ
ト
」
の
下
級
区
分
と
な
り
、
「
ツ
エ
ン
テ
ナ

1
ル
」
は
「
グ

ラ
1
フ
」
の
下
僚
、
と
な
る
が
、

そ
の
「
人
民
(
法
)
的
」
性
格
は
な
お
存
続
す
る
。
依
然
と
し
て
「
一
般
自
白
人
」
が
彼
の
「
選
挙
」
に

参
与
し
つ
マ
つ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
ツ
エ
ン
テ
ナ
1
ル
」
は
、

序
の
接
点
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
的
「
国
王
法
」
秩
序
と
グ
ル
マ
ン
的
「
人
民
法
」
秩

や
が
て
フ
ラ
ン
ク
主
権
の
弱
体
化
と
と
も
に
、
「
一
般
自
由
人
」
は
社
会
的
没
落
の
過
程
を
辿
り
、
「
官
職
」
な
い
し
「
勤
務
」
か
ら
発

生
し
た
「
貴
族
」
の
「
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
に
お
い
て
、
そ
の
「
私
的
」
な
支
配
権
に
隷
属
す
る
に
い
た
る
。
「
レ

I
ン
制
」
は
、
こ

の
よ
う
な
「
国
家
権
力
」
の
解
体
に
少
な
か
ら
ぬ
責
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
起
源
的
に
は
「
公
的
」
な
「
グ
ラ
1
フ
権
力
」
が
、
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「
官
職
貴
族
」
の
「
私
」
物
祝
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
「
レ

1
ン
制
」
と
い
う
「
私
法
」
的
な
形
式
の
も
と
に
授
与
さ

れ
る
に
い
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
が
、

グ
ル
マ
ン
時
代
・
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
関
す
る
古
典
学
説
の
論
理
構
成
の
骨
酷
で
あ
る
。

一
見
し
て
、
十
九
世
紀
中
棄
な
い
し

後
半
の
ド
イ
ツ
に
特
有
な
政
治
史
的
・
思
想
史
的
な
問
題
状
況
か
ら
生
ま
れ
た
一
つ
の
「
理
想
像
」
が
、
グ
ル
マ
ン
時
代
・
フ
ラ
ン
ク
時

代
の
「
歴
史
像
」
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
を
認
め
る
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
問
題
を
「
思
想
史
」
的
に
分
析
す
る
と
と
は

き
わ
め
て
興
味
深
い
課
題
で
あ
り
、

ま
た
古
典
学
説
の
み
な
ら
ず
新
学
説
を
評
価
す
る
ば
あ
い
に
も
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、

ζ

こ
で
は
そ
れ
に
立
ち
入
っ
て
い
る
暇
が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
本
稿
の
課
題
か
ら
い
っ
て
も
、
そ
の
考
察
を
、
も
っ
ぱ
ら
狭
い
意
味
で

の
「
学
説
史
」
の
局
面
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

同
門

古
典
学
説
の
論
理
構
成
な
い
し
そ
の
歴
史
像
に
お
い
て
、
大
要
右
の
ご
と
き
位
置
を
占
め
て
い
た
ご
般
自
白
人
」
と
い
う
も
の

が
、
若
し
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

古
典
学
説
の
全

一構
方想、
では
はそ

「ーの
豪i脚
族Z下
支ヰか
配んら
体Z土
制?台
」を

の奪

い
う
ま
で
も
な
く
、

H 

そ
う
し
て
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
学
説
は
、

わ
れ
、
全
面
的
な
崩
壊
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

国王自白人学説とその問題点

始
源
性
の
主
張
に
よ
っ
て
、
グ
ル
マ
ン
時
代
の
国
家
・
社
会
が
「
一
般
自
由
人
」
を
中
核
と
す
る
「
原
始
民
主
政
」
的
な
そ
れ
で
あ
っ
た

ケ
l
ユ
ヒ
ス
フ
ラ
イ
エ

こ
と
を
否
定
し
、
他
方
で
は
「
国
王
自
由
人
」
の
発
見
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
「
一
般
自
由
人
」
と
考
え
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
自
由
人

が
、
大
部
分
、
グ
ル
マ
ン
時
代
の
「
自
由
人
」
の
後
喬
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
な
っ
て
か
ら
フ
ラ
ン
ク
王
権
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た

、.、，

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
巧
o

乙
の
意
味
で
、
少
な
く
と
も
古
典
学
説
に
お
け
る
「
一
般
自
白
人
」
の
概
念
は
否
定
さ
れ
た

と
り
わ
け
中
世
中
・
後
期
の
問
題
に
つ
い
て
開
始
さ
れ
た
古
典
学
説
に
対
す
る
批
判
の

の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
今
世
紀
の
初
頭
い
ら
い
、

総
決
算
と
い
っ
て
よ
い
。
古
典
学
説
に
対
す
る
批
判
は
、
最
後
、
学
説
史
的
に
は
「
一
般
自
白
人
」
の
概
念
を
、
思
想
史
的
に
は
そ
の
背
景
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説

に
あ
る
十
九
世
紀
的
「
自
由
」
の
理
念
を
つ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し
、
事
実
つ
い
た
の
で
あ
る
。

論

し
た
が
っ
て
、
「
国
王
自
由
入
学
説
」

さ
し
当
り
は
ネ
ガ
テ
イ
ヴ
な
も
の
で
あ
れ
、
ち
ょ
う
ど
古
典
学
説
の
論
理
構
成
に
お
い
て
ご
般
自
由
人
」
の
概

念
が
占
め
て
い
た
重
要
性
に
対
応
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
し
か
に
増
田
教
授
の
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
新
学
説
と
い
え
ど
も
、
グ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
、
グ
ル
マ
ン
時

の
学
説
史
的
意
義
は
、

代
い
ら
い
の
自
由
人
の
存
在
を
、
完
全
に
否
定
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
新
学
説
の
主
張
を
史
料
の
面
か
ら
見
る
と
、

タ
キ
ト
ウ
ス
の

自
由
人
、
諸
部
族
法
典
の
白
白
人
、
勅
令
や
文
書
の
自
由
人
、

こ
う
し
た
諸
々
の
史
料
に
出
て
く
る
自
由
人
を
、
本
質
的
に
同
一
の
も
の

と
し
て
、
あ
る
い
は
、
直
線
的
系
譜
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
、

そ
う
し
て
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

概
括
的
に
い
え
ば
、
タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
白
人
と
諸
部
族
法
典
の
自
由
人
は
、
新
学
説
|
|
と
り
わ
け
テ
オ
ド
ー
ル
・
マ
イ
ヤ
ー
ー
ー
に
よ
っ

ブ

オ

ル

フ

ラ

イ

エ

ク

ア

フ

ラ

イ

エ

フ

オ

ル

ク

ス

フ

ラ

イ

エ

て
、
「
完
全
自
由
人
」
・
「
原
自
白
人
」
・
「
部
族
戸
法
的
)
自
白
人
」
な
ど
と
よ
ば
れ
、
フ
ラ
ン
ク
時
代
l
lー
と
り
わ
け
カ

1
ロ
リ
ン
ガ

1
時

ケ
l
-一
ヒ
ヌ
フ
ラ
イ
エ

代
の
勅
令
や
文
書
に
出
て
く
る
自
白
人

1
「
国
王
自
白
人
」
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。

先
ほ
ど
の
ポ
ー
ズ
ル
の
引
用
(
僻
1
1
む
に
お
け
る

表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
前
者
の
自
由
は
「
貴
族
的
自
由
」
の
系
列
に
属
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
そ
れ
は
「
保
護
さ
れ
た
自
由
」
の

系
列
上
に
あ
る
、

必
ら
ず
し
も
新
学
説
が
、
グ
ル
マ
ン
時
代
の
、

な
い
し
、

と
い
う
乙
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

マ
ン
時
代
い
ら
い
の
自
由
人
の
存
在
を
、
完
全
に
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
ζ

と
は
、
右
の
よ
う
な
概
括
的
説
明
に

よ
っ
て
も
既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
、
新
学
説
の
投
げ
か
け
る
問
題
を
真
向
か
ら
受
け
と
め
て
、
中
世
初
期
ヨ

ー
ロ
ツ
パ
国
制
史
の
抜
本
的
再
検
討
を
め
ぎ
す
ば
あ
い
、
「
国
王
自
白
人
」
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
「
完
全
自
白
人
」
の
問
題
を
も
追
及
し

な
く
て
は
な
ら
な
い

と
れ
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
当
然
の
課
題
で
あ
る
、

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
こ
と
は

文」
3

り
に

フ
ラ
ン
ク
時
代
に
お
け
る
「
国
王
自
白
人
」
の
国
制
史
的
位
置
に
関
し
て
、
個
別
的
・
具
体
的
な
論
点
の
考
察
を
ま
つ
ま
で
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も
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
は
っ
き
り
し
て
い
る
乙
と
が
も
う
一
つ
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

「
国
王
の
自
由
」
と
い
う
原
理
か
ら
い
っ
て
も
、
現

実
に
「
国
王
自
由
人
」
が
存
在
し
え
た
と
考
え
ら
れ
る
領
域
は
、

た
か
だ
か
、
最
も
広
い
意
味
で
の
王
領
地
、
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
形

で
国
王
の
直
接
的
な
支
配
に
服
し
て
い
る
領
域
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
れ
~
し
か
も
、

フ
ラ
ン
ク
王
国
の
版
図
が
、
す

べ
て
こ
う
し
た
王
領
地
な
い
し
国
王
支
配
領
域
か
ら
成
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
と
様
々
な
形
で
か
ら
み
合
い
な
が

ら
、
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
形
で
フ
ラ
ン
ク
王
権
の
オ
ー
バ
ー
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
受
け
い
れ
な
が
ら
、
本
来
そ
う
し
た
領
域
と
は
異
質
的

な
構
成
を
も
っ
豪
族
支
配
領
域
が
存
在
し
て
い
た
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
新
学
説
に
と
っ
て
、
「
豪
族
支
配
体
制
」
は
「
国
王
自
白
人
」

ν
ユ
パ
ン
ヌ
ン
ク

と
な
ら
ぷ
も
う
一
本
の
支
柱
で
あ
る
。
今
や
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
全
国
制
史
は
、
終
始
フ
ラ
ン
ク
王
様
と
豪
族
支
配
体
制
と
の
緊
張
の

う
ち
に
展
開
さ
れ
た
も
の
、
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
国
王
の
自
由
」
の
原
理
が
、
あ
る
い
は
、

王
領
地
・
国
王
支

配
領
域
が

乙
の
「
豪
族
支
配
体
制
」
が
先
の
「
完
全
自
白
人
」
の
間

と
い
う
と
と
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
が
多
い
が
、
そ
の
点
は
ど
う
あ
れ
、
「
一
一
家
族
支
配
領
域
」
の
存
在

普
ね
く
全
国
土
を
覆
う
こ
と
は

つ
い
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

題
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
、

H 

が
、
量
的
に
い
え
ば
、
新
学
説
に
お
い
て
「
国
王
自
白
人
」
に
与
え
ら
れ
る
国
制
史
的
位
置
を
限
定
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

国王自白人学説とその問題点

れ
を
最
も
高
く
評
価
し
た
ば
あ
い
で
も
、
す
な
わ
ち
、
右
の
国
王
支
配
領
域
に
つ
い
て
古
典
学
説
的
歴
史
像
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
と
考

え
て
み
て
も
、
「
国
王
自
白
人
」
の
概
念
は
本
来
の
豪
族
支
配
体
制
の
内
部
構
成
に
つ
い
て
は
何
ど
と
を
も
語
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
ば
あ
い
、

フ
ラ
ン
ク
王
様
に
よ
る
「
国
王
自
白
人
」
の
創
出
・
設
定
が
「
豪
族
支
配
体
制
」
と
の
関
連
に
お
い
て
い
か
な
る
意

味
を
も
っ
た
か
、
と
い
う
新
し
い
問
題
が
生
ず
る
ζ

と
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
説
く
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
。

以
上
K
述
べ
た
よ
う
に
、
新
学
説
に
お
い
て
「
国
王
自
由
人
」
が
占
め
る
国
制
史
的
位
置
は
、
古
典
学
説
に
お
け
る
「
一
般
自
白
人
」

の
ば
あ
い
ほ
ど
大
き
く
な
い
、
と
い
う
乙
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
正
し
い
指
摘
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、

そ
の
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、 そ
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説

国
王
自
由
入
学
説
の
学
説
史
的
意
義
も
ま
た
さ
し
て
大
き
く
は
あ
る
ま
い
、

と
考
え
る
な
ら
、

そ
れ
は
根
本
的
な
誤
謬
で
あ
り
、
新
学
説

が
投
げ
か
け
て
い
る
問
題
の
深
刻
さ
を
見
落
す
も
の
で
あ
る
。
増
田
教
授
は
、
新
学
説
に
よ
っ
て
「
一
般
自
由
人
」
説
が
完
膚
な
き
ま
で

論

否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
「
学
説
の
結
論
だ
け
を
表
面
的
に
追
っ
て
ゆ
く
」
か
ら
で
あ
る
、
と
判
断
さ
れ
た
。
教
授
に

よ
れ
ば
、
国
王
自
由
入
学
説
は
、
古
典
学
説
に
い
わ
ゆ
る
「
一
般
自
白
人
」
と
は
何
か
、

と
い
う
問
題
を
、
部
分
的
に
し
か
説
明
し
て
い

な
い
、
だ
か
ら
こ
そ
、
新
学
説
に
お
い
て
も
「
完
全
自
白
人
」
と
い
う
概
念
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
は
な
い
か
、

論
拠
で
あ
る
。
し
か
し
、
増
田
教
授
の
よ
う
な
論
法
が
成
り
立
っ
た
め
に
は
、

と
い
う
こ
と
が
そ
の

二
つ
の
前
提
が
必
要
で
あ
る
。

一
つ
は
、
古
典
学
説
に
い

わ
ゆ
る
ご
般
自
由
人
」
が
事
実
普
遍
的
に
存
在
し
た
、

と
い
う
ζ

と
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
新
学
説
が
目
下
の
と
と
ろ
そ
の
存
在
を
認

め
て
い
る
「
完
全
自
由
人
」
は
、
そ
の
概
念
な
い
し
国
制
史
的
位
置
に
関
し
て
、
古
典
学
説
に
お
け
る
ご
般
自
由
人
」
と
同
一
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
前
提
が
成
立
す
る
ば
あ
い
に
の
み
、
「
一
般
自
白
人
」
か
ら
「
国
王
自
由
人
」
を
差
引
い
て
も
、
ま
だ

と
い
う
乙
と
に
よ
っ
て
、
新
学
説
の
学
説
史
的
意
義
を
限
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

、、

提
は
こ
っ
と
も
成
立
し
な
い
。
新
学
説
に
よ
っ
て
古
典
学
説
に
お
け
る
「
一
般
自
由
人
」
の
概
念
が
解
体
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
の
意
味

、.、.‘.、，、.

は
、
古
典
学
説
の
説
く
よ
う
な
ご
般
自
白
人
」
は
、
学
者
の
頭
の
中
に
存
在
し
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
歴
史
的
実
体
と
し
て
は
ど
こ
に
も

「
完
全
自
由
人
」
が
残
っ
て
い
る
、

こ
の
前
…

存
在
し
な
か
っ
た
、

と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
事
実
存
在
し
て
い
た
の
は
、
「
完
全
自
白
人
」
と
「
国
王
自
由
人
」
と
い
う
、
い
ず
れ
も
ご

般
自
由
人
」
と
は
異
質
的
な
二
つ
の
も
の
で
あ
る
@
し
た
が
っ
て
古
典
学
説
は
、
も
と
も
と
、
部
分
的
に
し
か
わ
か
る
は
ず
の
な
い
こ
と

を
、
全
面
的
に
わ
か
っ
た
と
錯
覚
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
新
学
説
に
お
け
る
「
国
王
自
白
人
」
の
概
念
は
も
と
よ
り
、
「
完

全
自
白
人
」
の
概
念
も
ま
た
ー
ー
そ
の
概
念
が
事
実
に
根
拠
を
も
っ
て
い
る
限
り
で

l
l、
古
典
学
説
に
お
け
る
こ
う
し
た
錯
覚
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

北法 12(2・22)150 



‘
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.

こ
れ
を
要
す
る
に
、
新
学
説
に
お
い
て
「
国
王
自
由
人
」
の
占
め
て
い
る
国
制
史
的
位
置
が
、

古
典
学
説
に
お
い
て
ご
般
自
由
人
」

に
与
え
ら
れ
て
い
た
国
制
史
的
位
置
ほ
ど
は
大
き
く
な
い
、
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
事
実
の
中
に
こ
そ
、
古
典
学
説
の
論
理
構
成
の
抜
心
に

、

.

、

，

、

.

、

.

、

.

、

.

、

.

、

.

位
す
る
「
一
般
自
白
人
」
の
概
念
を
解
体
せ
し
め
た
、
と
い
う
、
「
国
王
自
由
入
学
説
」
の
学
説
史
的
意
義
が
、
最
も
端
的
に
一
不
さ
れ
て

、、

い
る
、
と
い
う
こ
と
さ
え
で
き
る
。
乙
の
一
見
逆
説
的
表
現
を
真
の
逆
説
と
う
け
と
る
の
は
、
古
典
学
説
に
お
け
る
「
一
般
自
白
人
」

、

.

、

.

、

.

、

.

が
、
学
説
上
の
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
歴
史
上
の
実
体
と
し
て
実
在
し
て
い
た
、
と
い
う
乙
と
を
前
提
す
る
ば
あ
い
に
限
ら
れ
る
、
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
に
則
し
た
中
世
初
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
制
史
の
研
究
は
、

そ
の
意
味
で
は
、

よ
う
や
く
い
ま
口
火
を
切
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

は
リ

山
以
下
は
、
『
速
記
録
宜
』
一
入
頁
以
下
に
お
い
て
私
が
表
明
し
た
見
解
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
点
に
関
し
、
拙
稿
『
一
九
五
九
年
の
歴
史

学
界
回
顧
と
展
望

l
西
洋
史
・
中
世
』
(
「
史
学
雑
誌
」
六
九
の
五
、
一
九
六

O
年
)
、
一
八
ご
ニ
ニ
頁
、
同
じ
く
拙
稿
・
世
良
『
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
』

の
書
評
(
「
法
制
史
研
究
」
一

o、
一
九
六

O
年
)
三

O
八
頁
以
下
、
直
居
淳
『
一
九
六

O
年
の
歴
史
学
界
(
回
顧
と
展
望
西
洋
史
・
中
世
』
(
「
史
学
雑

誌
」
七

O
の
玉
、
一
九
六
一
年
)
と
く
に
一
八
八
・
九
頁
。

剛
山
古
典
学
説
の
論
的
構
成
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
ー
が
、
ま
ず
『
ゲ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
豪
族
支
配
体
制
』
を
説
い
た

の
ち
、
な
ぜ
『
フ
ン
デ
ル
ト

ν
ャ
フ
ト
』
の
問
題
を
と
り
上
げ
た
か
、
と
い
う
乙
と
は
、
き
わ
め
て
明
白
で
あ
ろ
う
。

間
周
知
の
よ
う
に
わ
が
国
で
は
、
乙
う
し
た
古
典
学
説
的
論
理
構
成
・
古
典
的
歴
史
像
に
対
す
る
根
源
的
な
批
判
は
、
と
り
わ
け
堀
米
庸
三
・
世
良
晃
志

、

郎
両
教
授
に
よ
っ
て
、
ま
ず
中
世
中
期
に
お
け
る
「
レ

l
ン
制
」
の
政
治
的
機
能
を
め
ぐ
っ
て
、
な
い
し
、
「
中
世
国
家
構
造
論
」
・
「
封
建
制
社
会
構
造

、

論
」
と
し
て
展
開
さ
れ
、
か
沿
り
大
き
な
成
果
を
あ
げ
る
乙
と
が
で
き
た
が
、
中
世
初
期
に
関
し
て
は
、
同
一
の
論
者
の
同
一
の
論
著
の
中
に
も
、
か
な

り
濃
厚
な
古
典
学
説
の
残
浮
を
見
出
さ
さ
る
を
え
な
か
ソ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
現
在
に
お
い
て
は
必
ら
ず
し
も
意
に
充
た
は
い
も
の
で
あ
る

が
、
と
り
あ
え
ず
、
拙
稿
『
封
建
制
の
成
立
と
封
建
制
社
会
の
《
細
胞
》
』
(
本
誌
、
八
の
了
ご
合
併
号
、
一
九
五
七
年
)
を
御
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
せ

で
あ
る
。

凶

ζ

の
点
に
関
し
、
わ
れ
わ
れ
の
第
三
一
回
総
合
研
究
会
に
お
い
て
、
直
居
淳
氏
に
よ
り
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
た
(
主
要
文
献
引
用

国王自由人学説とその問題点
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説

略
語
表
、
『
速
記
録
E
』
の
項
を
参
照
)
。
本
稿
は
、
そ
の
報
告
を
承
け
て
、
個
別
的
・
具
体
的
論
点
に
つ
い
て
、
国
王
自
白
人
学
説
の
問
題
点
を
明
ら
か

に
し
よ
う
、
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

聞
こ
の
一
一
つ
の
論
点
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
、
と
り
あ
え
ず
、
前
掲
拙
稿
・
「
史
学
雑
誌
」
六
九
の
五
に
お
け
る
、
世
良
『
フ
ン
デ
ル
ト
シ
十
フ
ト
』
江
ら

び
に
靖
悶
『
論
文
集
』
に
対
す
る
概
括
的
批
判
を
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

刷

ζ

の
点
に
つ
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
シ
ぷ
レ

l
ジ
ン
ガ

l
『
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
形
成
』
一
一
頁
以
下
に
、
す
ヤ
れ
た
概
括
を
見
出
す
ζ

と
が

で
き
る
。

間
以
下
、
国
王
自
白
人
の
国
制
史
位
置
と
国
王
自
由
人
学
説
の
学
説
史
的
意
義
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
第
三
回
総
合
研
究

会
に
お
い
て
、
一
応
解
決
ず
み
の
問
題
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
(
『
速
記
録
E
』
一
入
頁
以
下
)
。
し
か
し
、

F
イ
ツ
に
お
け
る
新
学
説
の
学
説
史
的

意
義
を
で
き
る
だ
け
小
さ
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
者
と
、
反
対
に
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
大
き
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
者
の
あ
い
だ
に
お
け
る
基
本
的
な
対

立
は
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
、
必
ら
ず
し
も
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
私
は
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
大
き
く
考
え
て
み
る
こ
と
が
、
同
時

に
、
事
実
に
則
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
初
期
国
制
史
研
究
へ
の
唯
一
可
能
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
か
ら
、
本
稿
を
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。

附
増
田
四
郎
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
初
期
中
世
に
お
け
る
土
地
支
配
と
農
民
最
近
の
学
界
動
向
か
ら
み
た
若
干
の
問
題
提
起
』
(
「
歴
史
学
研
究
「
ご
四
ご
、
一

九
六

0
・
六
)
ご
ご
頁
右
・
『
初
期
中
世
の
村
落
秩
序
と
そ
の
変
貌
|
特
に
シ
ュ
ワ

i
ベ
ン
の
一
事
例
を
中
心
に
|
』
(
「
一
橋
論
議
」
四
四
の
六
、
一
九
六

O

年
)
一

0
・
一
一
頁
。
と
く
に
後
者
に
お
い
て
は
、
「
そ
れ
で
は
こ
の
新
説
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ク
の
旧
い
ご
般
自
由
民
」
め
は
、
完
膚
な
き
ま
で
に
否

、，、.、.

定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
学
説
の
結
論
だ
け
を
表
面
的
に
追
っ
て
ゆ
く
際
に
は
、
一
見
あ
た
か
も
旧
学
説
の
根
本
的
な
否
定
の
よ
う
に
う
け

と
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
具
体
的
に
解
明
さ
れ
た
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、
新
学
説
は
:
・
:
:
国
家
領
ま
た
は
王
領
地
の
在
寄
し
な
か
v

た
地
域
の
、
民

、.、.、.、.、.、.

衆
の
身
分
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
積
極
的
な
発
言
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る

0

・
:
:
:
旧
学
説
で
い
う
こ
般
自
由
民
」
(
の
B
5
5守
色
白
)
と
は
何
か

.
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
問
題
は
、
部
分
的
に
は
説
明
さ
れ
え
で
も
、
全
面
的
に
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
新
学
説
を
な
す
論
者
と
い
え
ど
も
、
本
来

、.、.

の
「
完
全
自
由
民
」
(
〈
♀
-
片
目
玉
と
か
、
「
原
初
自
由
民
」
(
己
正
門
司
王
と
か
の
存
在
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
つ

ζ

乙
で

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

は
、
古
典
学
説
に
お
け
る
ご
般
自
由
人
」
の
概
念
が
実
体
化
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
国
王
自
由
人
の
国
制
史
的
位
置
と
新
学
説
の
学
説
史
的
意
義
と
が
混

同
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
『
速
記
録

I
』
一

0
・
一
一
頁
に
お
け
る
同
教
授
の
発
一
言
を
も
参
照
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
言
っ
て
お
き
た
い
が
、
私
は
、
増
国

教
授
が
、
「
村
」
の
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
学
界
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
「
完
全
自
白
人
」
ー
に
当
る
で
あ
ろ
う
と
考
え

、.、.

ら
れ
る
も
の
l
i
l
-
の
実
態
に
迫
ろ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

聞
と
り
あ
え
ず
増
田
前
掲
論
文
・
「
一
橋
論
叢
」
四
四
の
六
、
一

0
・
一
一
頁
を
参
照
。

論

北法 12(2・24)152 



制
「
完
全
自
白
人
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
第
ご
章
・
第
四
章
・
第
八
章
江
ど
で
ふ
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、

対
し
て
か
な
り
根
本
的
な
疑
問
を
抱
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

間
前
註
制
参
照
。

あ
ら
か
じ
め
、

私
は
マ
イ
ヤ
!
の
見
解
に

第
二
章

ゲ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
豪
族
支
配
体
制
と
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
自
由
人

第
一
節

問

題

の

提

起

前
章
(
4
一
節
)
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
新
学
説
は
、
グ
ル
マ
ン
時
代
H

タ
キ
ト
ウ
ス
の
時
代
に
お
け
る
「
一
般
白
白
人
」

ア
l
デ
ル
ス
へ
ル

V
ヤ
ブ
ト

の
存
在
を
否
定
し
「
豪
族
支
配
体
制
」
を
前
提
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
タ
キ
ト
ウ
ス
の
「
グ
ル
マ
I
ニ
ア
」
に
は
、
「
自
由

コ
シ
キ
リ
ウ
ム

人
」
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
「
自
由
人
」
は
い
わ
ば
グ
ル
マ
ン
時
代
の
「
園
家
」
そ
の
も
の
で
あ
る
「
民
会
」
を
構
成

プ
リ
ソ
キ
ベ

l
ス

し
て
い
る
。
仮
に
新
学
説
の
説
く
よ
う
に
、
「
民
会
」
に
お
け
る
主
導
権
は
「
豪
族
」
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
グ

ア
リ
ス
ト
ク
ラ
l
テ
イ
ツ
ジ
ユ

ル
マ
ン
時
代
の
「
国
家
」
が
き
わ
め
て
「
貴
族
政
的
」
に
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
乙
と
を
認
め
る
に
し
て
い
J

少
な
く
も
か
な
り

け

の
程
度
独
立
的
な
「
自
白
人
」
の
存
在
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
比
較
的
重
要
な
そ
の
園
制
上
の
地
位
、

そ
う
し
た
も
の
ま
で
を
否
定

国王自由人学説とその問題点

す
る
と
と
は
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、

タ
キ
ト
ウ
ス
に
出
て
く
る
「
自
白
人
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
、

が
占
め
て
い
る
比
較
的
重
要
な
国
制
上
の
地
位
は

い
う
と
と
ろ
の
コ
蒙
族
支
配
体
制
」
と
は
ど
の
よ
う
に
調
和
す
る
か
、

あ
る
い
は
逆

に
、
そ
う
し
た
自
白
人
の
存
在
・
そ
の
国
制
上
の
地
位
を
許
容
し
、

な
い
し
、

前
提
す
る
と
こ
ろ
の
「
豪
族
支
配
体
制
」
と
は
い
っ
た
い

こ
う
し
た
疑
問
と
対
決
せ
ざ
る
を
え
ま
い

何
か
。
国
王
自
由
入
学
説
は
、
グ
ル
マ
ン
時
代
の
国
制
に
関
し
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
疑
問
を
、
タ
キ
ト
ウ
ス
の
時
代
に
お
け
る
全
国
制
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る
ゆ
と
り
は
な

い
の
で
、
焦
点
を
「
自
由
人
」
の
問
題
に
し
ぼ
っ
て
、
若
干
の
問
題
を
提
起
し
た
い
、
と
考
え
る
。

と
思
わ

そ
れ
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説

最
初
に
、
私
が
兼
々
抱
懐
し
て
い
た
疑
問
を
端
的
に
述
べ
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
く
な
ら
、
第
一
の
、

そ
う
し
て
ま
た
最
も
根
本
的

な
問
題
は
、
果
し
て
タ
キ
ト
ウ
ス
の
時
代
の
グ
ル
マ
ン
人
の
も
と
に

ほ
ん
と
う
に
「
自
白
人
」
は
い
た
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

論

こ
う
し
た
疑
問
を
提
出
す
る
こ
と
自
体
、

ど
い
う
こ
と
は
、

私
自
身
よ
く
承
知
し
て

い
か
に
愚
か
で
あ
り
無
鉄
砲
で
あ
る
か
、

見

い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
現
に
タ
キ
ト
ウ
ス
は
、
グ
ル
マ
ン
人
の
奴
隷
を
扱
っ
た
『
ゲ
ル
マ
I
ニ
ア
」
の
第
二
五
掌
に
お
い
て
、
は
っ
き
り

ノ

1
ピ
レ

l
ス

イ

ン

グ

ヌ

イ

l

リ
ベ
ル
テ
イ

l

セ
ル
ヴ
イ

l

〔

4
》

と
「
貴
族
」
・
「
自
白
人
」
・
「
解
放
奴
隷
」
・
「
奴
隷
」
と
い
う
諸
身
分
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
以
前
の
章
、
と
り
わ
け
第
六

章

t
第
一
五
章
を
絞
述
す
る
際
に
は
、

そ
の
う
ち
「
自
白
人
」
(
な
ら
び
に
「
貴
族
」
)
の
乙
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
、

と
い
v

つ
こ
と
に

つ
い
て
、
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
全
く
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ど
う
し
て
、
敢
え
て
右
の
よ
う
な
問
題
を

提
起
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
本
章
に
お
け
る
私
の
課
題
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、

そ
の
疑
問
の
よ
っ
て
き
た
る
ゆ
え
ん
を
、
多
少
な
り
と

も
明
ら
か
に
し
て
お
く
、

と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
、

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

端
的
に
い
う
な
ら
ば
、
私
は
、

タ
キ
ト
ウ
ス
が
グ
ル
マ
ン
の
「
自
由
人
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
乙
と
か
ら
、

た
だ
ち
に
グ
ル
マ
ン
人

の
も
と
に
事
実
「
自
白
人
」
が
存
在
し
た
|
|
タ
キ
ト
ウ
ス
の
い
う
「
自
由
人
」
が
グ
ル
マ
ン
人
の
も
と
に
お
い
て
も
事
実
「
自
由
人
」

と
よ
ば
れ
て
い
た
、

と
い
う
結
論
を
ひ
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
、

な
る
ほ
ど
グ
ル
マ
ン
人
の
も
と
に
は
、
諸
々
の
社
会
的

と
考
え
る
。

階
層
が
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
う
し
て
そ
の
中
に
は
、
「
豪
族
」
の
ほ
か
に
、

タ
キ
ト
ウ
ス
の
眼
か
ら
見
て
、
「
自
白
人
」
と
思
わ
れ
る
も
の
が

あ
っ
た

と
い
う
乙
と
は
確
実
で
あ
る

わ
れ
わ
れ
の
眼
か
ら
見
て
も
、
「
自
白
人
」
と
よ
ん
で
さ
し
っ
か
え
の
な
い
者
が

あ
る
い
は

あ
っ
た
、

と
い
う
乙
と
に
つ
い
て
、
私
は
な
ん
ら
異
を
と
な
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
な
い
。

し
か
し
、

一
切
の
疑
問
の
余
地
な
く
い
え
る

の
は
そ
と
ま
で
で
あ
り
、

そ
れ
以
上
に
は
出
な
い
は
ず
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
眼
か
ら
見
て
「
自
由
人
」
と
い
え
る
、

と
い
ャ
っ
と
と
は
、

彼
が
近
代
的
自
由
に
匹
敵
す
る
「
自
由
」
を
も
っ
て
い
た
、

グ
ル
マ
ン
人
白
身
が
当
時
既
に
そ
れ
を
「
自
由
」

と
い
う
と
と
で
あ
っ
て
、
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と
考
え
た
、

と
い
う
乙
と
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
「
自
由
」
を
も
っ
者
を
、

ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
「
自
由
人
」
と
考
え
た
、

う
乙
と
と
は
全
く
関
係
が
な
い
。
同
じ
よ
う
に

「
自
由
」
に
つ
い
て
の
ロ
1
マ
的
観
念
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る

タ
キ
ト
ウ
ス
は

し

そ
う
し
た
「
自
由
」
の
観
念
を
尺
度
に
し
て
グ
ル
マ
ン
社
会
の
実
態
を
は
か
っ
た
ー
ー
ー
グ
ル
マ
ン
社
会
の
実
態
を
銭
述
す
る
に
当
り
、

と
い
う
可
能
性
を
、
頭
か
ら
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

グ
ル
マ
ン
人
自
身
は
知
ら
ぬ
身
分
的
差
別
を
外
か
ら
も
ち
ζ

ん
だ
、

「
自
由
人
の
み
が
武
装
能
力
を
も
っ
」
と
い
う
原
則
1

1

い
う
ま
で
も
な
く
ζ

れ
は
、

の
原
則
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ー
ー
に
関
す
る
世
良
教
授
の
御
指
摘
を
想
起
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、

般
l乙

私
は
乙
乙
で
、

グ
ル
マ
ン
時
代
以
来

世
良
教
授
に
よ
る
と
、
テ
オ
ド

ー
ル
・
マ
イ
ヤ
1
が
、
こ
の
原
則
を
グ
ル
マ
ン
的
原
則
と
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ロ

I
マ
的
原
則
と
考
え
て
い
る
の
か
、
「
彼
の
絞
述

お
そ
ら
く
後
者
の
方
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
世
良
教
授
は
、

ζ

れ
に
関

連
し
て
、
マ
イ
ヤ

I
の
二
つ
の
論
文
の
参
照
を
求
め
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
論
文
か
ら
、
マ
イ
ヤ

I
が
右
の
原
則
を
ロ
1
7
的
原
則
と
考
え

は
や
や
あ
い
ま
い
で
あ
る
が
、

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
読
み
と
る
の
は
難
か
し
く
、

む
し
ろ
逆
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

マ
イ
ヤ
ー
が
そ
の
占
山

し
か
し
、

乙
乙
で
は

け

と
い
ャ
つ
ζ

ム
」
に
つ
い
て
、

は
っ
き
り
と
、
決
着
を
つ
け
る
必
要
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
さ
し
当
り
必
要

を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
、

国王自由入学説とその問題点

な
こ
と
は
、

そ
の
点
に
関
す
る
マ
イ
ヤ
l
の
考
え
方
い
か
ん
に
か
か
わ
り
な
く
、
「
白
白
人
の
み
が
武
装
能
力
を
も
っ
」
と
い
う
原
則
を
、

あ
る
い
は
、
武
装
能
力
を
も
っ
者
の
み
が
「
自
白
人
」
で
あ
る
と
い
う
身
分
観
を
、

ロ
ー
マ
起
源
の
も
の
と
考
え
る
余
地
は
な
い
か

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
章
以
下
に
お
け
る
詳
細
な
検
討
を
ま
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、

い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず

つ
ぎ
の
こ
と
を
指
搭
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
国
王
自
由
人
の
身
分
の
母
胎
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
つ
の
源
泉
と
な
っ
た
の
は
、

リ

ミ

タ

ネ

イ

l

ー
マ
の
辺
境
守
備
隊
の
制
に
範
を
求
め
た
軍
事
的
植
民
の
制
度

(
H
ツ
エ
ン
テ
ナ
)
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
若
し
ロ
1
7
人
が
、
グ
ル

マ
ン
人
を
辺
境
守
備
兵
と
し
て
用
い
る
に
当
り
、
彼
ら
に
「
自
白
人
」
の
身
分
を
与
え
た
、

と
か
、
あ
る
い
は
、

自主
lζ 

ロ
ー
マ
に
お

と
とロ
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説

け
る
「
自
由
人
」
と
い
う
観
念
が
「
式
装
能
力
」
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
乙
と
が
い
え
る
な
ら
、
右
の
原
則
を
ロ

1
マ

き
わ
め
て
蓋
然
性
の
高
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

起
源
の
も
の
と
解
す
る
ζ

と
は
、

論

も
ち
ろ
ん
、

そ
の
こ
と
と
、

グ
ル
マ
ン
人
の
も
と
に
ほ
ん
と
う
に
「
自
由
人
」
が
い
た
の
か
、

と
い
う
疑
問
は
、

た
だ
ち
に
は
結
び
つ

か
な
い
。
史
料
的
に
い
え
ば
、
『
レ

I
ク
ス
・
サ
リ
カ
与
の
「
自
由
人
」
を
ど
う
処
理
す
る
か
、

と
い
う
問
題
が
残
る
が
、

そ
れ
は
別
に
し

て
も
|
!
こ
れ
は
第
四
章
で
と
り
あ
げ
る
|
|
、

そ
の
ほ
か
に
、
仮
に
以
上
の
よ
う
に
言
え
た
と
し
て
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な

る
と
と
は

ヂ
】
〉

r
明

〉

J
J
A
M
今
j
A
U

「
保
護
さ
れ
た
自
由
」
の
系
列
上
に
あ
る
「
国
王
の
自
由
」
が

ロ
1
7
と
の
接
触

グ
ル
マ
ン
人
に
と
っ
て

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
覚
さ
れ
た
、

そ
の
こ
と
は
、

グ
ル
マ
ン
人
の
も
と
に
お
け
る
「
貴
族
的

と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

自
由
」
の
存
否
と
は
、

さ
し
当
り
無
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
が
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
グ
ル
マ
ン
人
の
も
と
に
、

、、A

?

i

h

卜

U
，
刀
れ
冗

る
意
味
に
お
い
て
も
「
自
白
人
」
が
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
、
「
貴
族
的
自
由
」
あ
る
い
は
「
完
全
自
由
人
」
と
い
う

よ
う
な
考
え
方
が
な
か
っ
た
、

乙
乙
で
は
、

以
上
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ギ
ャ
ッ
プ
と
し
て
残
し
て
お
い
た
ま
ま
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ト
ウ
ス
の
「
自
由
人
」
の
検
討
に
移
り
た
い
。

山
こ
れ
は
、
主
に
『
ゲ
ル
マ

1
ニ
ア
』
第
一
一
章
(
民
会
)
の
よ
み
方
に
関
係
す
る
が
、
晩
年
の
ミ
ッ
タ
イ
ス
も
と
の
点
に
つ
い
て
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア

l

と
同
様
の
見
解
に
立
っ
て
い
た
。
国
・
呂
志
o
F
問
。
円
日

E
L
R
〉

L
m
r
r
O
2
2
E
F
F
B
富
三
己
主
円
四
円

(H5H)・
5
3
宮
内

H
N
2
r
z
E
m
m
g
L巾円

。gnr
-
n
y
F
R
呂
町
叶

wω
・

8甲・

同
前
掲
拙
稿
・
本
誌
前
号
、
八
七
頁
を
も
参
照
。

間
最
近
で
は
、
増
田
『
論
文
集
』
の
第
一
一
論
文
『
古
ゲ
ル
マ
ン
社
会
の
基
本
構
造
』
が
、
こ
の
点
の
概
括
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
後
述
す
る
よ

う
に
、
い
く
つ
か
の
点
で
増
田
教
授
の
見
解
に
は
同
調
し
え
な
い
。

凶
な
お
、
第
四
回
章
を
参
照
。
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ノ

1
ピ

V
l
ス

間
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
ー
は
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
お
け
る
「
貴
(
豪
〉
族
」
を
問
題
に
し
た
際
に
、
そ
の
概
念
が
ロ

1
7
人
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
明
確
な
概
念

で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
タ
キ
ト
ゥ
ス
自
身
、
れ
っ
き
と
し
た
ロ
!
?
の
貴
族
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
『
ゲ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
豪
族
支
配

体
制
』
一
一
一
六
・
七
頁
)
。
ま
た
、
「
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
不
自
由
人
の
中
に
は
、
お
そ
ら
く

p
l
テ
ン
も
含
ま
れ
て
い
た
ろ
う
」
と
も
い
う
(
一
三
九
頁
註
四

九
、
な
お
こ
の
点
に
つ
き
、
一
回

O
頁
註
五
一
と
そ
れ
に
対
応
す
る
本
交
を
も
参
照
)
。
す
な
わ
ち
、
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
ー
は
、
「
且
民
族
」
に
つ
い
て
は
少

芯
く
と
も
暗
款
の
う
ち
に
、
そ
う
し
て
「
不
自
由
人
」

(
H
「
奴
隷
」
)
に
つ
い
て
は
か
な
り
明
確
に
、
ロ

1
7
的
尺
度
の
適
用
を
考
え
て
い
た
、
と
い
え
る

の
で
は
な
い
か
。

附
世
良
『
フ
ン
グ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
』
・
同
・
ご
五
頁
註
四

O
。

m
『
国
王
自
白
人
』
一
入
頁
以
下
、
『
自
由
農
民
』
(
乙
れ
に
つ
い
て
は
、

N
・
戸
当
口

3
0
g
r・戸田・

5
w
S
E・
の
五
五
・
六
頁
を
指
示
し
て
お
ら
れ
る
が
、

ぞ
れ
が
『
論
文
集
』
の
何
頁
に
当
る
か
は
明
ら
か
に
で
き
尽
か
っ
た
)
。
な
お
、
『
王
権
と
自
由
』
一
四
一
頁
に
も
、
『
国
王
自
白
人
』
一
八
頁
に
あ
げ
ら

れ
た
の
と
同
じ
、
ラ
ン
ゴ
パ
ル

F
人
に
関
す
る
事
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

附
ロ
!
?
の
事
情
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
は
、
現
在
の
私
に
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
が
、
の
ち
に
第
五
章
に
お
い
て
、
マ
イ
ヤ
!
の
『
国
王
自
由
人
』
に

拠
り
な
が
ら
、
乙
の
点
に
関
連
す
る
問
題
に
ふ
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

H
 

第

節

タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
白
人
に
お
け
る
自
由
の
根
拠

悶王自由人学説とその問題点

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず

タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
由
人
に
お
け
る
自
由
の
根
拠
と
し
て

乙
れ
ま
で
何
が
考
え
ら
れ
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
を

そ
れ
ら
の
点
を
め
ぐ
る
最
近
の
学
説
の
動
向
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

n
e
A
》

ポ
ー
ズ
ル
の
一
“
テ
キ
ス
ト
』
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、

念
頭
に
お
き
な
が
ら
、

ご
く
大
雑
把
に
で
は
あ
る
が
、

最
近
で
は

「
マ
ル
ク
グ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
を

グ
ル
マ
シ

ヤ)
時
代
の
「
一
般
自
由
人
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
共
同
体
の
遣
制
、

と
考
え
る
見
解
は
、

ほ
ほ
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
、

と
い
っ
て
も

「
マ
ル
ク
グ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
は
、

l
lそ
れ
が
い
つ
の
と
と
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
(
|
も
っ
と
後

代
に
な
っ
て
か
ら
で
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ン
時
代
い
ら
い
存
在
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

北法 12(2・29)157 



説

た
が
っ
て
、
「
一
般
自
白
人
」
で
あ
れ

タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
由
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
共
同
体

そ
れ
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
「
自
由
人
」

一
般
で
あ
れ
、

を
考
え
て
、

そ
こ
に
何
ら
か
の
意
味
で
彼
ら
の
「
自
由
」
の
根
拠
を
求
め
よ
う
と
し
て
も
、

論

同
じ
乙
と
は
、
「
フ
ン

J

ア
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
」
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
既
に
世
良
教
授
の
「
フ
ン

J

ア
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
』
に
関
す
る
論
文
に
よ

っ
て
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ダ
ン
、
不
ン
パ
ウ
ア
1
・
シ
ユ
タ
イ
ン
パ
ツ
ハ
・
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
「
フ
ン

J

ア
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
」

論
争
を
通
じ
て
、

グ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
「
フ
ン

J

ア
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
」
の
存
在
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、

「
一
般
白

由
人
」
の
、

な
い
し
、
「
自
白
人
」
そ
の
も
の
の
、
「
公
的
組
職
」
の
最
小
単
位
が
、
グ
ル
マ
ン
時
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

コ
シ
キ
リ
ク
ム

グ
ル
マ
ン
時
代
の
「
国
家
」

1
「
民
会
」
の
構
成
に
つ
い
て
も
、
古
典
的
イ
メ

1
グ
の
再
検
討
を
せ
ま
る
も
の
で

こ
の
こ
と
は
、
当
然
、

あ
る
が

そ
の
占
山
に
つ
い
て

本
章
第
一
節
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
最
近
で
は
、
「
民
会
」
の
「
貴
族
政
的
」
構
成
を

こ
こ
で
は

説
く
見
解
が
有
力
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

要
す
る
に

「
民
会
」

今
日
で
は

へ
の
出
席
に
そ
の

最
も
集
約
的
な
表
現
を
見
出
す
よ
う
な
「
公
的
生
活
へ
の
参
与
」
と
い
う
点
に
、

コこ
v

っ
と
、

千
d
J
j
t
-
、，
U

タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
由
人
に
お
け
る
自
由
の

根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
ま
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

同

タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
由
人
に
お
け
る
自
由
の
根
拠
を
考
え
る
ば
あ
い
に
.
「
マ
ル
ク
グ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
や
「
フ
ン
」
ア
ル
ト
シ
ヤ

フ
ト
」
以
上
に

面完
l乙全
お な
い権
て利
自 を
由 も
の つ
根、共
拠、同
で体

決
定
的
な
意
義
を
も
つ
で
あ
ろ
う
、

と
思
わ
れ
る
の
は
、
「
ジ
ツ
ペ
」
の
問
題
で
あ
る
。

の
構
成
員
で
あ
る
乙
と
、

あ
る
い
は
、
「
国
家
」
の
積
極
的
構
成
員
で
あ
る
こ
と

そ
う
し
た
乙
と
は

あ
る
と
同
時
に
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、
自
由
の
帰
結
で
あ
る
と
い
う
側
面
を
も
も
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
グ
ツ
ペ
に
属
す
る
者
・
グ

ツ
ペ
を
も
っ
者
が
自
由
人
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
は
、
ま
さ
し
く
自
由
の
根
拠
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
ミ
ツ
タ

イ
ス
の
『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
』
は
、

き
わ
め
て
明
確
に
、

グ
ル
マ
ン
時
代
の
自
白
人
に
お
け
る
自
由
の
根
拠
を
こ
の
点
に
求
め
て
い
る
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し
、
ポ
1
ズ
ル
の
「
テ
キ
ス
ト
』
も

か
な
り
明
瞭
に
と
ど
め
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
で
も
、
増

こ
う
し
た
考
え
方
を
依
然
と
し
て
堅
持
し
て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
や
ク

レ
ツ
シ
ェ
ル
に
よ
っ
て
、
別
な
機
会
に
比
較
的
詳
細
に
紹
介
し
て
お
い
た
よ
う
に
今
崎
、
1

一
)
、
グ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
「
グ
ヅ
ペ
」
の

国
教
授
は
、

こ
う
し
た
考
え
方
の
痕
跡
を
、

世
良
教
授
に
よ
る
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

存
在
が
真
向
か
ら
否
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
私
見

K
よ
れ
ば
、

乙
の
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
論
文
は
き
わ
め
て
説
得
的
で
あ
り
、

た
が
っ
て
、

グ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
「
ジ
ツ
ペ
」
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
者
は
、

「
マ
ル
ク
グ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
や
「
フ
ン
デ

ル
ト
シ
ャ
フ
ト
」
の
ば
あ
い
と
同
じ
よ
う
に
、

ま
ず

l
iク
レ
ツ
シ
ェ
ル
論
文
に
対
す
る
反
証
を
提
出
し
て
1

1

「
ジ
ツ
ペ
」
の
存
在
そ
の

も
の
を
立
証
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
、

と
思
わ
れ
る
。

ー「

家2も

士 2ち
λVろ

ヤ，

配7八 J

L-

「
ジ
ツ
ペ
」

と
り
わ
け

の
否
定
と
い
っ
て
も

「
ジ
ツ
ペ
」

ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
説
は

に
代
え
る
に

「
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
」

の
始
諒
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
早
い
時
代
に
お
け
る
血
縁
関
係
一
般
の
重
要
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
そ
乙
で
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
概
言
す
る
な
ら
ば
、

古
典
学
説
に
お
け
る
テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ
1
ム
と
し
て
の
「
ジ
ツ
ペ
」
、
古
典
学

け

説
に
お
け
る
「
ジ
ツ
ぺ
」
の
概
念
で
あ
る
、

と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
注
意
深
く
文
献
を
読
む
な
ら
ば
、
「
ジ
ツ
ぺ
」
と
い
う

国王自白人学説とその問題点

古
典
学
説
的
概
念
内
容
が
盛
り
と
ま
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
乙
と
が
わ
か

る
。
ポ
ー
ズ
ル
の
「
テ
キ
ス
ト
』
に
お
け
る
「
グ
ツ
ぺ
」
と
い
う
表
現
の
大
部
分
が
そ
う
で
あ
る
し
、
増
田
教
授
の
ば
あ
い
に
も
同
じ
よ

表
現
は
用
い
ら
れ
て
い
て
も

つ
ね
に
そ
こ
に
、

う
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
教
授
が
「
ジ
ツ
ぺ
」
の
名
の
も
と
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
大
部
分
、
グ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
、
事

実
上
の
、
な
い
し
擬
制
さ
れ
た
血
縁
関
係
の
重
要
性
に
す
ぎ
ず
、

し
た
が
っ
て
、

ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
説
が

E
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち

に
、
増
田
教
授
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
グ
ル
マ
ン
時
代
の
歴
史
像
が
全
面
的
に
崩
壊
す
る
、
と
い
う
ζ

と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、

ζ
ζ

で
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
若
し
古
典
学
説
に
お
け
る
意
味
で
の
「
ジ
ツ
ぺ
」
が
存
在 し

北法 12(2・31)159 



説

し
な
い
と
す
れ
ば

タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
由
人
に
お
け
る
自
由
の
根
拠
と
考
え
ら
れ
た
も
の
が
消
滅
し
て
し
ま
う
で

こ
の
点
に
関
し
て
も
、

あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

血
縁
関
係
一
般
な
ど
と
い
う
漢
と
し
た
も
の
が
、
自
由
の
根
拠
と
な
り
う
る
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

論

ポ
ー
ズ
ル
の
『
テ
キ
ス
ト
』
は

国

乙
の
点
に
関
し

一
見
き
わ
め
て
魅
力
的
な
構
想
を
展
開
し
て
い
る
。
「
ア
1
デ
ル
パ
ウ
ア
1
」

に
関
す
る
構
想
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
私
は
、
最
近
、
詳
細
に
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
い
た
の
で
(
献
時
)
、

こ
ζ

で
は
ど

く
簡
単
に
、
要
点
の
み
に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ポ
ー
ズ
ル
は
、
「
原
始
ゲ
ル
マ
ン
時
代
」
に
お
け
る

自
由
で
平
等
な
「
ア
1
デ
ル
パ
ウ
ア
1
」
ー
ー
す
な
わ
ち
、
「
オ
ー
ダ
ル
」
と
い
う

土
地
を
代
々
世
襲
す
る
農
民

l
ー
の
一
般
的
存
在
を
想
定
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、

と
こ
で
は

自
由
の
根
拠
が
「
オ
ー
ダ
ル
」
の
所
有

に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
し
て
、
一
初
期
民
族
移
動
」
前
後
か
ら
は
じ
ま
る
「
ア
1
デ
ル
パ
ウ
ア
1
」
の
階
層
分
化
に
よ
っ
て
、

ト
ウ
ス
の
時
代
に
お
け
る
「
ア

1
デ
ル
」
と
「
パ
ウ
ア

1
」
|
l後
者
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
、

身
分
的
に
は
自
由
な

し
か
し
社
会
経

済
的
に
は
隷
属
的
な
「
農
民
」
l

|
の
存
在
を

一
万
両
断
の
も
と
に
説
明
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

、
必
ら
ず

乙
う
し
た
構
想
は
、

戸

凶

)

し
も
ポ
ー
ズ
ル
の
独
創
に
か
か
る
も
の
で
な
く
、
ネ
ッ
ケ
ル
や
オ
ツ
ト
1
の
構
想
を
う
け
つ
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
ポ
ー
ズ
ル
の
ば

あ
い
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
(
耕
一
個
)
、
基
本
的
に
は
国
王
自
由
入
学
説
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
構
想
は
、
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て

そ
れ
だ
け
一
一
層
興
味
深
い
も
の
と
な
る

と
の
構
想
が
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
出
発
点
と
な
り

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

う
る
か
、

と
い
う
と
、
私
は
そ
れ
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

ポ
ー
ズ
ル
の
発
想
法
に
お
け
る
一
つ
の
基
本
的
特
質
は
、
自
由
人
に
対
す
る
支
配
と
い
う
事
実
の
中
に
「
国
家
」
の
本
質
を
見
ょ
う
と

す
る
考
え
方
で
あ
る
、
と
い
え
そ
う
で
あ
烈
グ
ル
マ
ン
時
代
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
自
由
人
i

タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
由
人
を
、
「
被

治
者
層
」
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
点
に
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
現
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
系
列
で
考
え
て
い
く
と
、
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タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
由
人
に
お
け
る
自
由
と
は
、
「
保
護
さ
れ
た
自
由
」
で
あ
る
、

と
い
う
乙
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
「
自
ら
を
自
由
と

名
づ
け
る
理
由
を
も
つ
の
は
、
不
自
由
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
者
の
み
で
あ
る
。
」

と
り
わ
け
、

「ア

1
Jア
ル
パ
ウ
ア

1
」
に
関
す
る
彼
の
構
想
、

し
か
し
社
会
経
済
的
に
は
隷
属
的
な
農
民
が
成
立
し
た
か
、
と
い
う
問
題
の
た
て
方
自

い
か
に
し
て
身
分
的
に
は
自
由
な
、

体
、
グ
ル
マ
ン
時
代
の
自
白
人
に
対
す
る
乙
う
し
た
把
握
を
前
提
と
す
る
ば
あ
い
に
の
み
意
味
を
も
っ
、
と
い
う
と
と
に
つ
い
て
は
、

ら
た
め
て
説
明
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、

ほ
か
な
ら
ぬ
こ
う
し
た
考
え
方
に
、
根
本
的
な
疑
問
が
残
さ
れ
て
い
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、

グ
ル
マ
ン
時
代
の
自
由
の
根
拠
を
「
オ
ー
ダ
ル
」
に
求
め
る
見
解
が
、
お
そ
ら
く
、
い
か
な
る
同
時
代
的
史
料
を
も
も
っ
て
い
な
い
、
と
い

う
点
は

一
応
不
聞
に
附
し
て
お
く
。

そ
の
よ

ポ
ー
ズ
ル
の
よ
う
に
、
自
由
人

κ対
す
る
支
配
に
「
国
家
」
の
本
質
を
見
る
と
す
れ
ば
、

う
な
「
国
家
」
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、

お
そ
ら
く
「
国
宅
一
の
自
由
」
の
原
理
を
創
出
し
展
開
し
た
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
国
家
で
あ

り
、
そ
れ
が
、

グ
ル
マ
ン
的
豪
族
支
配
体
制
と
、

ま
さ
に
こ
の
自
白
人
に
対
す
る
支
配
と
い
う
点
で
軌
を
一
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
も
、

uリ

あ
ま
り
納
得
の
い
く
議
論
で
は
な
い
が

乙
乙
で
は
そ
の
点
に
も
立
ち
入
ら
な
い
。
ポ
ー
ズ
ル
の
構
想
は
、
少
な
く
も
つ
ぎ
の
二
つ
の
点

国王自由人学説とその問題点

で
彼
自
身
の
銭
述
と
矛
盾
し
、

し
か
も
、

そ
の
矛
盾
は
、

き
わ
め
て
致
命
的
な
論
点
に
か
か
わ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
よ
う
な
鍍
述
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
矛
盾
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ポ
1
ズ
ル
は
、
「
グ
ル
マ
ン
人
は
、
開
墾
し
た
り
耕
作

、.、.、.、.、.、.

し
た
り
す
る
こ
と
よ
り
も
、
戦
う
と
と
を
好
む
。
耕
作
と
開
墾
の
仕
事
を
す
る
の
は
不
自
由
な
下
僕
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
し
か
し
、
グ

、.、.

の
ち
に
本
章
第
三
節
で
述
べ
る
よ
う
な
タ
キ
ト
ウ
ス
の
解
釈
、
す
な
わ
ち
、

を
前
提
と
す
る
。
果
し
て
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
白
人

つ
は

ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
前
提
す
る
」
と
い
う
。

と
れ
は
、

土
地
を
耕
作
す
る
農
民
は
「
不
自
由
人
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
、

そ
の
自
由
を
「
保
護
さ
れ
た
自
由
」
で
あ
る
と
考
え
て
、

を
「
農
民
」
で
あ
る
と
考
え
、

そ
こ
か
ら
問
題
を
出
発
さ
せ
る
乙
と
自
体
、

あヂ
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説

ツ
ハ
リ
ヒ
に
は
い
か
な
る
根
拠
を
も
も
た
ぬ
問
題
提
起
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
今
一
つ
、
何
と
し
て
も
理
解
で
き

な
い
の
は

こ
う
し
た
隷
属
的
な
被
治
者
層
と
し
て
の
自
白
人
と
そ
の
上
に
君
臨
す
る
も
の
と
し
て
の
豪
族
支
配
体
制
、

と
い
う
考
え

論

方
と
、
「
従
土
制
」
な
い
し
「
従
士
の
自
由
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
農
耕
に
従
事
す
る
の
は
「
不
自
由
人
」
で
あ
る
、
と
い
う
タ
キ
ト
ウ
ス

の
解
釈
は

い
わ
ば
反
射
的
に
、
「
従
士
」
は
農
耕
に
従
事
し
な
い

と
い
う
見
解
を
導
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が

そ
の
点
は
本
章
第

節
で
あ
ら
た
め
て
問
題
に
す
る
。

「
自
白
人
」

か
ら
上
昇
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
し
、

こ
の
「
テ
キ
ス
ト
』
の
中
で
も
、
別
な
関
連
で
は
、
「
従
士
」
が
隷
属
的

そ
れ
よ
り
も
、
先
に
(
詳
立
一
時
)
引
用
し
た
「
ド
イ
ツ
史
事
典
」
に
お
い
て
は
、
「
従
士
」
は

ポ
ー
ズ
ル
自
身

「
貴
族
的
自
由
」
を
も
っ
者
の
中
に
算
え
ら
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
由
人
が
、
す
べ
て
、
「
従
士
」
ー
ー
ー
と
ま
で
は
い

え
な
く
と
も
、
「
戦
士
」
|
l
t
で
あ
っ
て
「
農
民
」
で
は
な
い
、

ポ
ー
ズ
ル
は
、

も
と
も
と
「
貴
族
的
自
由
」
の

と
い
う
乙
と
に
な
る
と
、

由
来
な
い
し
根
拠
を
説
明
す
べ
き
と
こ
ろ
に
、
「
保
護
さ
れ
た
自
由
」
の
説
明
を
も
ち
だ
し
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え

タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
由
人
の
社
会
的
存
在
形
態
を
問
題
に
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

な
い
で
あ
ろ
う
。
次
節
に
お
い
て
、

前
掲
拙
稿
・
本
誌
前
号
、
八
一
頁
以
下
を
参
照
。

た
と
え
ば
、
増
田
『
論
文
集
』
・
補
論
一
『
中
世
村
落
研
究
の
問
題
点
』
な
ど
を
参
照
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
最
も
重
要
な
文
献
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
、
〉
-
U
0
3
n
y
o庁
内

3
5ロ
呂
田
H
r
B
5
u
g
g
n
y
gロ【
Y
E
S
-
で
あ
る
が
、
私
の
知
る
限
り
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
わ
が
国
で
こ
の
文
献
の

徹
底
的
な
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
私
が
本
誌
前
号
で
問
題
に
し
た
よ
う
な
、
あ
ま
り
に
も
古
典
的
な
構
想

の
可
能
性
は
あ
ら
か
じ
め
封
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
が
、
も
う
一
つ
、
ダ
ン
ネ
ン
パ
ク
ア
ー
に
よ

、.、，、
.. 
、.、.、.、.

っ
て
、
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
「
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
が
「
王
領
地
」
に
「
悶
主
自
由
人
」
の
共
同
体
と
し
て
現
わ
れ
る
、
と
い
う
趣
旨
の
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
る
今
日
(
乙
の
点
に
つ
い
て
第
八
章
で
簡
単
に
ふ
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
、
拙
稿
・
「
法
制
史
研
究
」
一

O
H
世
良
『
フ
ン

デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
』
に
対
す
る
書
評
を
参
照
)
、
そ
の
指
摘
を
、
「
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
は
中
世
後
期
に
な
ら
ね
ば
史
料
に
登
場
し
な
い
、
と

い
う
、
ド
l
プ
シ
ュ
流
の
見
解
と
つ
き
合
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(2) (1) 
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間
前
掲
拙
稿
(
前
註
1
)
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
古
典
学
説
」
は
、
「
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」

l
ψ
「
村
溶
」
と
い
う
発
展
を
考
え
て
い

ジ
ツ
ペ
ソ
ド
ル
ブ

る
か
ら
、
こ
こ
で
「
氏
族
村
落
」
の
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
「
ジ
ツ
ペ
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
あ
と
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る

が
、
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
!
の
『
八
世
紀
末
に
お
け
る
村
』
は
、
き
わ
め
て
明
確
に
、
八
世
紀
末
(
と
い
う
こ
と
は
史
料
に
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
、
と
い
う

こ
と
だ
が
)
の
村
に
「
民
族
村
落
」
の
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
乙
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

凶
世
良
訳
・
一
三
二
頁
。
な
お
こ
の
邦
訳
は
第
ご
版
の
訳
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
、
ミ
ツ
タ
イ
ス
自
身
の
見
解
で
あ
る
。

間
前
掲
拙
稿
・
本
誌
前
号
、
四
の
同
・
四
の
岡
(
と
く
に
九
一
一
頁
)
を
比
較
参
照
の
乙
と
。

附
増
田
『
論
文
集
』
に
対
す
る
「
書
評
」
(
史
学
雑
誌
」
六
九
の
六
、
八

0
・
一
頁
)
を
参
照
。
そ
こ
で
世
良
教
授
は
、
「
ジ
ツ
ペ
」
の
不
存
在
を
説
か
れ

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
ジ
ツ
ペ
」
と
「
ゲ
フ
オ
ル
ク
シ
ャ
フ
ト
」
と
い
う
一
一
つ
の
概
念
の
本
質
的
相
違
に
つ
い
て
、
、
き
わ
め
て
鋭
い
批
判
を
投
げ
か
け

て
い
る
。

間
『
速
記
録
H
』一二

O
頁
以
下
、
と
く
に
三
六
・
七
頁
の
討
論
、
江
ら
び
に
、
筑
摩
版
『
世
界
の
歴
史
』
第
五
巻
所
収
の
『
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
社
会
と
経

済
同
九
一
一
・
一
二
頁
を
参
照
。

川
間
前
掲
拙
稿
・
本
誌
前
号
、
と
く
に
五
の
同
を
参
照
。

川
間
私
見
に
よ
れ
ば
、
と
く
に
「
豪
族
の
ヅ
ウ
ペ
」
に
関
す
る
構
組
は
、
ー
l
l
ζ
乙
で
は
「
ジ
ツ
ペ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
き
し
当
り
ひ
ろ
く
「
血
縁
関

係
一
般
」
を
考
え
る
と
し
て
|

i
ゲ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
「
豪
族
支
配
体
制
」
を
考
え
る
際
に
、
か
な
り
重
要
な
モ
メ
ン
ト
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

乙
の
点
に
つ
き
、
ダ
ン
ネ
ン
バ
ウ
ア

l
『
ゲ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
豪
族
支
配
体
制
』
、
一
回
一
一
頁
を
参
照
。
同
・
吋
F
E
R
-
U
E官
nrmH山
o
n
r
E刷
町
田
口

E
n
r
s
u

s印
(
)
w
ω

・
5
同
・
の
記
述
は
、
お
そ
ら
く
、
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア

l
論
文
の
右
の
箇
所
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
何
か
根
拠
な

い
し
典
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

間
前
掲
拙
稿
・
本
誌
前
号
、
九
八
頁
註
刷
。

間
た
と
え
ば
『
古
ド
イ
ツ
の
自
由
』
六
頁
以
下
。

間

ボ

l
ス
ル
『
テ
キ
ス
ト
』
、
五
九
五
頁
、
註
側
参
照
。

間
前
掲
拙
一
禍
・
本
誌
前
号
、
五
、
と
く
に
そ
の
同

l
同
を
参
照
。
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国王自白人学説とその問題点

第
三
節

タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
白
人
の
社
会
的
存
在
形
態

タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
白
人
と
は
一
体
何
か
、
そ
れ
は
、
グ
ル
マ
ン
時
代
の
「
豪
族
支
配
体
制
」
と
ど
の
よ
う
に
調
和
す
る
か
、

と
い
う
問
題



説

を
考
え
る
た
め
に
、

タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
白
人
に
お
け
る
自
由
の
根
拠
を

わ
れ
わ
れ
は
前
節
に
お
い
て
、

き
わ
め
て
不
完
全
で
は
あ
る
が
、

検
討
し
て
み
た
。

そ
の
結
果
、
そ
乙
で
は
、
自
由
の
決
定
的
な
根
拠
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、

論

タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
由
人
は
果
し
て
「
農
民
」
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
れ
は
む
し
ろ
「
従
土
」
で
は
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
問
題
が
で
で
き

た
。
本
節
に
お
い
て
は
、

ま
ず
乙
の
問
題
を
検
討
し
、

タ
キ
ト

そ
れ
と
の
関
連
で
、
再
び
本
章
・
第
一
節
に
掲
げ
た
問
題
、
す
な
わ
ち
、

ウ
ス
の
時
代
に
ほ
ん
と
う
に
自
由
人
は
存
在
し
た
の
か
、

と
い
う
疑
問
に
立
ち
か
え
る
つ
も
り
で
あ
る
。

ト)

グ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
豪
族
支
配
体
制
を
最
も
大
胆
な
形
で
主
張
し
た
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
ダ
ン
、
不
ン
パ
ウ
ア
ー
で
あ
る

カヨ

タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
由
人
の
社
会
的
存
在
形
態
を
検
討
す
る
た
め
に
、

ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
1
の
『
グ
ル
マ
ン
時
代

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、

の
豪
族
支
配
体
制
」
に
関
す
る
論
文
の
、
論
旨
の
展
開
過
程
を
ふ
り
返
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

平
城
照
介
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、

し
か
し
、

乙
の
論
文
の
梗
概
は
既
に

と
乙
で
は
、

わ
れ
わ
れ
の
設
聞
に
と
っ
て
必
要
な
限
り
、
ま
た
、

タ
キ
ト
ウ
ス
の
読
み

方
に
焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら
、

ダ
ン
、
不
ン
パ
ウ
ア
ー
に
よ
る
論
旨
の
展
開
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

)
 

目

1(
 

こ
の
論
文
を
、

「
中
世
の
世
界
は
貴
族
的
世
界
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
に
導
か
れ
る
・
中
世
の
貴
族
的

ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
1
は

世
界
の
ス
ケ
ッ
チ
に
よ
っ
て
開
始
す
る
。

「
グ
ル
マ
ン
時
代
に
つ
い
て
こ
う
し
た
事
態
・
こ
う
し
た
イ
メ
l
グ
を
求
め
る
こ

と
の
論
文
の
主
題
に
と
り
か
か
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
古
典
的
な
著
作
に
お
い
て
は
、
グ
ル

そ
う
し
て
、

と
は
決
し
て
洛
意
的
で
な
い
」
と
し
て

マ
ン
時
代
の
国
家
・
社
会
の
中
核
を
占
め
る
の
は
貴
族
で
は
な
く
、
小
農
民
た
る
「
一
般
自
由
人
」
で
あ
る
、

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

た
が
っ
て
、

ダ
ン
、
不
ン
パ
ウ
ア
1
は
、

こ
う
し
た
古
典
学
説
的
歴
史
像
に
対
す
る
反
撃
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、

グ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る

「
豪
族
支
配
体
制
」
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
ー
は
、

ノ
l
ピ

ν
l
ス

ま
ず
タ
キ
ト
ウ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
貴
族
」
が
、
彼
自
身
れ
っ
き
と
し
た
貴
族
の
一
員
で
あ
っ
た
タ
キ
ト
ウ
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ス
に
と
っ
て
、
決
し
て
単
に
社
会
的
声
望
と
い
っ
た
漠
と
し
た
意
味
を
も
(
J

も
の
で
は
な
く
、
誰
が
貴
族
に
属
し
、
誰
が
そ
れ
に
属
さ
な

い
か
を
直
ち
に
挙
示
し
う
る
、
き
わ
め
て
明
確
な
概
念
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
‘
「
グ

ノ

i
ピ
レ

i
ス

ル
7
1
ニ
ア
」
の
「
貴
族
」
に
関
す
る
記
述
か
ら
は
、
多
く
の
も
の
が
え
ら
れ
な
い
。
そ
乙
で
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
1
は
、
タ
キ
ト
ウ
ス

の
他
の
著
作
か
ら
、
彼
の
用
語
法
に
お
い
て
は
、
「
ノ
l
ピ
レ

l
ス
」
と
「
プ
リ
ン
キ
ペ
I
ス
」
と
が
同
一
の
も
の
を
指
し
て
い
る
、
と
い

A
U
3
V
 

う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
「
プ
リ
ン
キ
ぺ
1
ス
」
が
い
な
け
れ
ば
「
プ
レ
1
ブ
ス
」
は
何
ご
と
を
も
な
し
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
プ

リ
ン
キ
ペ
1
ス
」
は
、
明
ら
か
に
、
古
典
学
説
の
い
う
よ
う
な
「
人
民
宮
吏
」
で
は
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
、
タ
キ
ト
ウ
ス
の
い
う
「
ノ

I
ピ
レ
1
ス
」

1
「
プ
リ
ン
キ
ぺ
1
ス
」
と
は
何
か
、

ま
た
、
彼
ら
の
支
配
権
は
何
に
も
と
づ
い

て
い
る
の
か
。

ま
ず
「
グ
ル
マ

l
ニ
ア
」
第
二
ニ
輩
の
読
み
方
を
問
題
に
す
る
。

Tこ
ほ7と
んクえ

~ ii 
の2国

少;了
年i泉
l乙井
対訳
し l乙

ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
l
は

よ
る
と
、
こ
の
箇
所
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
る
。

、
、
、
、
、

プ
H
Y
Y

キ
ペ

l
ス

デ

イ

グ

ナ

1
3
7
イ
オ

て

も

、

長

老

の

恩

顧

が

与

え

ら

れ

る

」

。

「
高
貴
な
身
分

或
は
祖
先
の
偉
功
に
よ
っ
て
は

乙
れ
に
つ
づ
く
箇
所
は
、
「
従
土
」
と
な
っ
た
「
少
年
」
に
関
す
る

し
た
が
っ
て
、

凶
リ

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ダ
ン
、
不
ン
パ
ウ
ア
1
は
、

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

若
き
者
に
も
貴
族
(
と
し
て
)
の
地
位
を
与
え
る
」
と
読
む
。
し
た
が
っ
て
、
乙
れ
に
つ
づ
く
筒
所
も
、
と
う
し
た
「
年
若
き
者
」
が
他
の

乙
れ
を
コ
ロ
向
貴
な
出
白
、
あ
る
い
は
、
祖
先
の
功
績
は
、
未
だ
年

国王自由人学説とその問題点

ぷ
頁
族
」
た
ち
の
列
に
加
わ
る
乙
と

ま
た

こ
う
し
た
「
年
若
き
」
「
貴
族
」
の
従
土
と
な
る
の
は
決
し
て
恥
か
し
い
ζ

と
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ダ
シ
、
不
ン
パ
ウ
ア
1
の
読
み
方
に
よ
れ
ば
、
タ
キ
ト
ウ
ス
の
「
プ
リ
ン
キ

ゲ

フ

オ

ル

グ

戸

4
)

ペ
ー
ス
」
と
は
、
「
従
土
」
を
も
っ
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
グ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
豪
族
の
支
配
権
の
根
拠
は
、

一
つ
に
は
、
従

士
団
と
い
う
形
で
豪
族
が
も
っ
実
力
に
求
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

タ
キ
ト
ウ
ス
の
第
一
五
章
に
よ
る
と
、
彼
ら
「
従
士
」
た
ち
は
、
「
戦
争
に
出
な
い
時
、
日
々
幾
分
は
狩
猟
に
、
よ
り
多
く
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説

は
睡
眠
と
飲
食
と
に
耽
り
つ
つ
、
無
為
に
日
を
過
す
」
の
で
あ
っ
て
、
農
耕
は
お
こ
な
わ
な
い
。

こ
う
し
た
従
士
を
相
当

し
た
が
っ
て
、

数
抱
え
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
豊
か
な
者
だ
け
で
あ
る
。
当
時
に
お
け
る
富
と
い
え
ば
し
か
し
、

ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
土
地
で
あ

論

グ
ル
マ
ン
の
従
士
制
は
、
何
ら
か
の
形
に
お
け
る
土
地
な
ら
び
に
そ
れ
を
耕
作
す
る
農
民
に
対
す
る
支
配
を
前
提
す

る
。
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア

1
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
い
わ
ゆ
る
「
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ヤ
フ
与
の
痕
跡
を
か
ぞ
え
上
げ
る
の
で
あ
る
が
、

セ
ル
グ
イ

l

グ
ル
マ
ン
の
「
奴
隷
」

コ
ロ
I
ヌ
ス

「
主
人
は
宛
も
借
地
人
に

る
。
し
た
が
っ
て
、

ζ

こ
で
は
、
「
グ
ル
マ

1
ニ
ア
」
の
読
み
方
の
み
を
問
題
に
す
る
。

タ
キ
ト
ウ
ス
は
そ
の
第
二
五
章
に
お
い
て
、

カま

ロ
ー
マ
の
家
内
奴
隷
と
は
異
な
り

独
立
の
所
帯
を
も
っ
て
い
る
こ
と

ま
た
こ
れ
ら
の
奴
隷
に
対
し

対
す
る
ご
と
く

一
定
量
の
穀
物
・
あ
る
い
は
家
畜
、
或
は
織
物
を
負
担
せ
し
め
」
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

パ
ハ
ト
パ
ク
エ
ル
ン

あ
る
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
小
作
農
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ロ
1
7
の
コ
ロ

し
か
し
、

ー
ヌ
ス
と
は

ζ

の
第
二
五
章
の
あ
と
に
、
「
農
耕
」
に
関
す
る
第
二
六
章

が
つ
づ
く
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
「
農
耕
」

の
記
述
が
も
っ
と
早
く
、
す
な
わ
ち
「
第
一
五
章
」
の
あ
と
に
位
置
す
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
非
難
は
、
「
す
べ
て
の
グ
ル
マ
ン
人
が
農
民
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う
先
入
観
か
ら
生
ず
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
す
な
わ
ち
、

とダ
いン
つ不
のン
でパ
あウ
るτァ

に
よ
れ
ば

グ
ル
マ
ン
人
の
も
と
に
お
い
て
「
農
耕
」
に
従
事
し
て
い
た
の
は
、
「
奴
隷
」

1
「
不
自
由
人
」
で
あ
る
、

と
こ
ろ
で
、

以
上
の
よ
う
に
、

ゲ
フ
オ
ル
ク
ス
ヘ
ル
た
る
と
同
時
に
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
で
も
あ
っ
た
ゲ
ル
マ
ン
の
「
豪
族
」
は
、
果
し
て

農
家
に
住
み

垣
根
ご
し
に
戦
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

プ

ル

ク

(

?

)

の
中
心
・
礎
石
で
あ
る
」
「
城
」
を
と
り
上
げ
る
。

つ
ぎ
に
こ
う
し
た
問
題
を
提
出
し

ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
l
は

「
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

タ
キ
ト
ウ
ス
の
読
み
方
と
は
関
係
が
な
い
の
で

し
か
し

こ
の
点
は

こ
乙
で
は

省
略
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ー

l
大
要
以
上
が

ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
ー
に
よ
る
革
命
的
な
問
題
提
起
の
論
理
構
成
を
、

タ
キ
ト
ウ
ス

『
グ
ル
マ

I
ニ
ア
」
の
読
み
方
に
焦
点
を
し
ぼ
り
な
が
ら
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
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ダ
ン
、
不
ン
パ
ウ
ア
ー
は
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
第
一
三
章
か
ら
、

タ
キ
ト
ク
ス
の
「
プ
リ
ン
キ
ぺ

1
ス
」
と
は
「
従
士
」
を
も
っ

ル
」
の
こ
と
で
あ
る
、

と
り
わ
け
ワ
イ
ツ
に
見
ら
れ
る
古
典
学
説
を
批
判
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述

と
い
う
帰
結
を
ひ
き
出
し
た
の
ち
、

べ
て
い
る
(
一
一
一
定
)
。

「
ワ
イ
ツ
、
か
い
た
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
暗
黙
の
う
ち
に
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
根
本
的
見
解
1
i
彼
に
よ
ワ
て
ゲ
ル
マ
ン
の
国
家
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の

ゲ
マ
イ
ン
グ
エ

1
ゼ
シ

が
、
は
っ
き
り
し
た
組
織
を
も
っ
政
治
的
な
団
体
で
あ
り
、
自
由
・
平
和
・
秩
序
の
国
家
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
は
、
全
く
怒
意
的
な
考
え
で
あ

る
。
政
治
的
自
由
は
、
啓
蒙
思
想
家
た
ち
の
考
え
た
の
と
は
ち
が
い
、
決
し
て
自
然
の
状
態
な
の
で
は
な
く
、
長
期
に
わ
た
り
労
苦
に
み
ち
た
文
化
事
業
の

成
果
な
の
で
あ
る
。
自
然
な
も
の
、
始
源
的
事
態
は
、
実
力
の
支
配
・
強
者
の
支
配
で
あ
る
。
自
由
1
l
1
た
し
か
に
古
ゲ
ル
マ

l
ニ
ア
に
お
い
て
も
そ
れ
は

存
在
し
た
。
し
か
し
、
強
者
に
と
っ
て
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
ダ
ン
、
不
ン
パ
ウ
ア

1
が
、
「
政
治
的
自
由
」
を
も
っ
者
と
考
え
た
「
強
者
」
と
は
、
右
に
お
け
る
こ
の
論
文
の
要
約
に
照
し
て
、

ま
ず
も
っ
て
「
豪
族
」
で
あ
る
こ
と
に
は
ま
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
タ
キ
ト
ウ
ス
に
お
け
る
「
従
士
」
と
「
農
民
」
の
峻

凶
リ

別
に
力
点
を
お
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、

ダ
ン
、
不
ン
パ
ウ
ア
ー
が
「
強
者
」
の
中
に
「
豪
族
」
と
な
ら
ん
で
「
従
士
」
を

国王自白人学説とその問題点

も
含
め
て
考
え
て
い
た
、
と
推
定
し
て
も
、

ま
ず
ま
ち
が
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ポ
ー
ズ
ル
流
に
い
う
な
ら
ば
、
「
従
土
」
た
ち
も
ま
た
、

「
貴
族
的
自
由
」
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

意
識
的
に

近
代
的
自
由
の
基
準
を
も
っ
て

し
か
し

乙
こ
で
ダ
ン
、
不
ン
パ
ウ
ア

1
は

グ
ル
マ
ン
社
会
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
念
の
た
め
、
『
グ
ル
マ
I
ニ
ア
』
そ
の
も
の
に
則
し
て

タ
キ
ト
ウ
ス
の
白
由
人

は
従
土
で
あ
る
、

と
い
う
見
解
の
妥
当
性
を
、
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
っ
て
も
、
も
と
も
と
問
題
の
解
決
で
は
な
く
、

そ
の
提
出
を
課
題
と
す
る
本
稿
で
可
能
な
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
全
面
的
な
検
討
で
は
な
く
、

た
か
だ
か
、

そ
の
た
め
の
若
干
の
手
が

か
り
を
提
出
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
が

1
1
0

ー寸

J¥  
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、、，，，・11
 

(
 
ま
ず
『
グ
ル

7
1
ニ
ア
』
の
第
六
章
。

論

そ
こ
で
は
、
グ
ル
マ
ン
人
の
武
器
な
ら
び
に
兵
制
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
古
典
学

パ

1
グ
ス

説
に
お
い
て
グ
ル
マ
ン
時
代
の
「
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
」
の
存
在
が
信
じ
ら
れ
た
際
、
そ
の
一
つ
の
根
拠
と
な
っ
た
、
「
一
郷
に
つ
い
て

ケ
シ
テ
ユ

l

百
名
宛
」
の
精
兵
隊

1
「
百
」
に
関
す
る
記
述
は
、
こ
の
後
段
に
現
わ
れ
る
。
そ
ζ

で
タ
キ
ト
ウ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
楯

ヨ

y

キ

η
ノ

ウ

ム

を
遺
棄
し
て
来
た
と
と
は
、
こ
の
上
な
き
恥
辱
で
あ
り
、
か
か
る
恥
知
ら
ず
に
は
、
:
:
:
会
議
(
民
会
)
に
列
す
る
乙
と
は
許
さ
れ
な
い
」

ケ
シ
テ
ュ
ー

と
。
乙
の
記
述
が
、
戦
争
に
参
加
す
る
全
兵
士
に
関
す
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
「
精
兵
隊
」
の
み
に
関
す
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
抑
々
、

そ
う
し
た
こ
と
は
一
切
不
明
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
精
兵
隊
」
と
よ
ん
だ
も
の
が
兵
士
の
す
べ
て
な
の
か
、

こ
と
か
ら
第
一
五
章
ま
で
は
、
き
わ
め
て
緊
密
な
内
容
的
連
闘
を
も
ち
、

プ
リ
シ
キ
ペ

l
ス

オ

ム

ネ

l
ス

述
さ
れ
て
い
る
乙
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
小
事
に
は
長
老
達
が
、
大
事
に
は
邦
民
全
体
が
こ
れ
に
掌
わ
る
。

プ

ν
Iプ
ス

の
決
定
権
が
人
民
に
あ
る
ご
と
き
問
題
も
、
予
め
長
老
達
の
手
許
で
精
査
せ
ら
れ
る
と
い
う
風
に
し
て
で
あ
る
。
」
「
王
あ
る
い
は
長
老

つ
ぎ
に
「
民
会
」
に
関
す
る
第
一
一
章
。
ま
ず

一
気
に
紋

し
か
し
そ

が
、
各
々
、

そ
の
年
齢
の
多
少
、
身
分
の
高
下
、
戦
功
の
大
小
、
弁
舌
の
功
拙
に
相
応
し
て
、
い
ず
れ
も
命
令
の
カ
よ
り
は
、
説
得
の
権
威

を
以
て
傾
聴
せ
ら
れ
る
。
」

「
民
会
」
の
「
貴
族
政
的
」
構
成
が
主
張
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
の
「
民
会
」
に
出
席
す
る
「
人
民
」
が

F
ベ
ル
タ

l
ス

し
か
し
、
「
正
に
彼
ら
の
自
由
よ
り
来
る
と
こ
ろ
の
欠
点
と
し
て
、
彼
ら
は
決
し
て
一

「
自
白
人
」
で
あ
る
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

時
に
、
ま
た
命
令
せ
ら
れ
た
ご
と
く

κ集
ま
る
と
と
」
が
な
い
、

タ
キ
ト
ウ
ス
が
そ
う
考
え
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
は
承

と
あ
る
か
ら
、

認
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
彼
ら
は
武
装
の
ま
ま
若
席
す
る
。
」

ラ
メ
ア
を
打
ち
あ
わ
す
」
(
は
臨
時
&
)
。

ま
た
「
王
あ
る
い
は
長
老
」
の
発
言
が
「
意
に
遇
っ
た
場
合
、
彼
ら
は
フ

「
同
じ
乙
の
集
会
に
お
い
て
は
、

コ
ミ
テ

l
ス

各
々
の
長
老
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
人
民
の
中
よ
り
選
ば
れ
た
百
人
宛
の
厘
従
者
が
:
:
:
:
・
附
随
し
て
い
る
じ
こ
れ
ま
た
、
古
典
学
説
に
お
け

つ
ぎ
に
「
裁
判
」
に
関
す
る
第
二
一
章
。

ま
た
郷
や
村
に
法
を
行
な
う
長
老
の
選
立
も
行
な
わ
れ
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る
「
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
」
論
の
一
論
拠
と
な
っ
た
笛
所
で
あ
る
が
、

ζ

れ
は

「
コ
ミ
テ

1
ス
」
と
い
う
表
現
か
ら
い
っ
て
も

ぎ
の
第
一
三
章
以
下
に
お
け
る
「
従
士
制
」
の
絞
述
へ
の
媒
介
的
位
置
か
ら
い
っ
て
も
、
疑
問
の
余
地
な
く
「
従
士
」
の
と
と
を
書
い
た

も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、

タ
キ
ト
ウ
ス
は
、
「
民
会
」
か
ら
出
発
し

そ
乙
で
の
裁
判
を
行
な
う
「
長
老
」
の
「
選
立
」
と
、

そ
の
「
従
士
」
を
媒

介
に
し
て

「
従
士
制
」
の
絞
述
に
移
っ
て
い
る
。

第
二
ニ
章
の
官

そ
の
内
容
を
こ
ζ

に
改
め
て
紹
介
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

何
事
も

必
ら
ず
武
装
し
て
で
な
け
れ
ば
行
な
わ
な
い
。

邦?頭
グ

家{手
ず伝
、、/，守¥.

品おの
事

資と
格町
が ;JZ
あ干

と
る
1 を
訪問
せわ
りず
る
ま
で
は

し
か
し
武
器
を
帯
び
る
こ
と
は

一
般
に
何
人
に
も
許
さ
れ
な
い
習
い
で
あ
る
」
と
し
て
、

グ
ル
マ
ン
人
の
も
と
に
お

け
る

「
ト
ガ
」

そ
れ
に
す
ぐ
っ
。
つ
け
て
と
の
章
の
主
題
た
る
「
従
士
制
」
1
1
1
ダ
ン
、
不
ン
バ
ウ
ア
ー
が
そ
の
読
み
方
を

と
い
う
、
殺
述
の
進
め
方
は
注
目
に
値
す
る
。

に
つ
い
て
語
り

問
題
に
し
た
と
こ
ろ
I
l
-
-
に
移
っ
て
い
く
、

(寸

平
時
に
お
け
忍
従
士
の
生
活
を
述
べ
た
第
一
五
章
に
つ
い
て
は
既
に
ふ
れ
た
が
、
先
に
引
用
し
た
す
ぐ
あ
と
の
所
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

そ
の
他
す
べ
て
の
覇
弱
な
も
の
に
打
ち
任
せ
て
、
)

「
家
事
、
家
庭
、

一
切
の
世
話
を
、

そ
の
家
の
女
、
老
人
、

書
か
れ
て
い
る
。

田
畑

国王自由入学説とその問題点

自
ら
は
た
だ
閣
情
に
の
み
打
ち
暮
す
。
」

と
を
説
く
な
ら
ば

こ
れ
を
、
第
一
四
章
の
「
人
あ
っ
て
、
も
し
彼
ら
に
地
を
耕
し
、
年
々
の
収
穫
を
期
待
す
る
こ

い
た
で

こ
れ
却
っ
て
、
敵
を
挑
ん
で
[
栄
誉
の
]
負
傷
を
蒙
る
こ
と
を
勧
め
る
程
に
は
容
易
な
ら
ざ
る
を
悟
る
で
あ
ろ
う
」
と

「
従
土
」
自
身
が
農
耕
に
従
事
し
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し

第
一
五
章
か
ら

い
う
記
述
と
併
せ
よ
む
な
ら
ば

「
従
士
」
の
家
族
が
農
耕
に
従
事
し
て
い
た
、

と
考
え
る
乙
と
は
可
能
で
あ
る
。

乙
れ
よ
り
先
、
既
に
ふ
れ
た
「
奴
隷
」
に
関
す
る
第
二

五
章
に
い
た
る
ま
で
、
グ
ル
マ
ン
の
「
自
由
人
」
が
農
耕
に
従
事
し
た
こ
と
を
示
す
記
述
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
五
章
に
は
、

ド

ミ

ヌ

ス

ゴ

ロ

1
ヌ
ス

「
主
人
は
宛
か
も
[
我
々
が
]
借
地
人
に
対
す
る
ご
と
く
、
[
乙
れ
ら
の
奴
隷
に
対
し
]

一
定
量
の
穀
物
、
あ
る
い
は
家
畜
、
或
は
織
物
を つ
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説

負
担
せ
し
め
、
:
:
:
:
・
そ
の
他
家
の
仕
事
は
妻
子
た
ち
が
こ
れ
を
執
り
行
な
う
」
と
あ
る
。
第
二

O
章
で
は
、
奴
隷
の
主
人

1
自
由
人
と

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
乙
の
第
二
五
章
か
ら
は
、
奴
隷
の
主
人
た
る
白
由
人
は
、
そ
の
家
族
を
も
含
め
て
、
農
耕
に
従
事
し
な
い
よ
う
に
も

論

乙
れ
と
、
前
記
第
一
五
章
の
記
述
の
あ
い
だ
に
は
、

読
み
と
れ
る
。

さ
し
当
り
一
つ
の
空
隙
が
感
じ
ら
れ
る
が
、

乙
乙
で
は
そ
の
占
山
に
は

立
ち
入
ら
な
い
。

以
上
を
要
す
る
に

タ
キ
ト
ウ
ス
の
「
自
白
人
」
を
「
従
土
」
と
考
え
る
こ
と
は

「
グ
ル
マ

1
ニ
ア
」
の
絞
述
に
照
し
て

か
な
り

有
力
な
見
解
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

タ
キ
ト
ウ
ス
の
「
自
由
人
」
が
す
べ
て
「
従
士
」
で
あ
る
、

と
い
う
乙
と
を
、
決
定

的
な
形
で
論
証
す
る
の
は
困
難
と
思
わ
れ
る
が

少
な
く
と
も
逆
に

『
グ
ル

7
1
ニ
ア
』
の
中
に

そ
う
考
え
る
こ
と
の
障
碍
に
な
る

記
述
は
見
出
さ
れ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
う
し
て
、
グ
ル
マ
ン
時
代
の
国
家
を
、

そ
れ
ぞ
れ
従
土
団
を
従
え
る
豪
族
た
ち
の
連

八
戸
口
国
家
と
考
え
る
こ
と
は
、
単
に
タ
キ
ト
ウ
ス
の
解
釈
と
し
て
最
も
見
込
み
の
あ
り
そ
う
な
構
想
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
に
よ
っ
て

豪
族
支
配
体
制
と
自
白
人
が
ど
の
よ
う
に
調
和
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、

一
挙
に
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
。
豪
族
と
そ
の
従
士
た
る
自
白
人

が
支
配
層
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
れ
は
、
次
章
以
下
に
お
い
て
と
り
あ
げ
る
「
軍
隊
王
権
」
(
時
一
一
一
)
な
い
し
「
メ
l
ロ
ヴ
イ

慎
重
な
考
慮
に
値
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で

ン
ガ

1
の
軍
制
」
(
時
五
)

あ
ろ
う
。

と
最
も
適
合
的
な
構
想
で
も
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
自
体
、

凶

H

以
上
の
よ
う
に
、

タ
キ
ト
ウ
ス
の
自
由
人
を
「
従
士
」
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
こ
と
は
、
本
章
第
一
節
で

ふ
れ
た
「
自
由
人
の
み
が
武
装
能
力
を
も
っ
」
と
い
う
原
則
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

常
識
的
に
は

む
し
ろ
、
新
た
な
よ
り
磯
実
な
基

そ
れ
に
よ
っ
て

乙
の
原
則
を
グ
ル
マ
ン
起
源
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
、

礎
が
与
え
ら
れ
た
、

し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

タ
キ
ト
ワ
ス
が
ロ

1
マ
的
基
準
を
も
っ
て
グ
ル
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マ
ン
人
の
社
会
を
は
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
問
を
も
っ
者
に
と
っ
て
は
、

む
し
ろ
そ
こ
か
ら
正
反
対
の
帰
結
を
ひ
き
出
す
こ

と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

理
由
は
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
。
若
し
右
の
原
則
が
ロ

1
マ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

そ
う
し
て
、
グ
ル
マ
ン

人
の
社
会
に
は
、
大
小
の
豪
族
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
従
士
団
を
従
え
て
君
臨
し
て
い
た
。
彼
ら
の
も
と
に
は
隷
属
的
な
農
民
層
が
い
て
そ
の

支
配
に
服
し
て
い
た
。

こ
の
豪
族
た
ち
と
そ
の
従
士
団
に
よ
っ
て
、

乙
う
し
た
社
会
を

グ
ル
マ
ン
人
の
「
民
会
」
は
構
成
さ
れ
て
い
た
。

タ
キ
ト
ウ
ス
が
右
の
原
則
を
基
準
に
し
て
見
た
と
き
、
彼
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
従
士
」
た
ち
を
「
自
白
人
」
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
ζ

と
は
、

あ
ま
り
に
も
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し

ブ
リ
1

「
自
由
」
と
い
う
言
葉
の
最
古
の
語
義
と
の
関
連
に
お
い
て
、

ポ
ー
ズ
ル
に
よ
る
な
ら
ば
、
「
〈
自
由
〉
な
の
は
、
そ
の
最
古
の
語
義
に
よ
れ
ば
、
〈
愛
〉
に
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

さ
り

l乙
重

_1/大
子~ t.ょ

門主帰
l乙結
属が
すひ
るき
者出
でさ
あれ

ざ
る
を
え
な
い
。

る
。
〈
愛
〉
と
は
し
か
し
、
大
切
に
さ
れ
保
護
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
乙
と
を
も
意
味
す
る
。
」

ポ
ー
ズ
ル
は
乙
こ
か
ら
、
〈
自
由
V

の
概

念
が
家
の
領
域
な
い
し
「
ジ
ツ
ペ
」
化
属
す
、
と
い
う
結
論
を
ひ
き
出
す
の
で
あ
る
が
、

わ
れ
わ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
理
由
か
ら
、

t寸

結
論
に
は
同
調
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ポ
1
ズ
ル
が
と
こ
で
述
べ
て
い
る
「
自
白
し
の
最
古
の
語
義
に
関
す
る
見
解

l
lそ
れ
は
い
う
ま
で

フ
qJ
ー

も
な
く
オ
ツ
ト
l
の
見
解
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
ー
ー
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
「
自
由
」
と
い
う
概
念
が
グ
ル
マ
ン
人
自
身
に
よ
っ

国王自由人学説とその問題点

そ
れ
は
寸
貴
族
的
自
由
」
の
系
列
上
に
で
は
な
く
、

「
保
護
さ
れ
た
自
由
」
の
系
列
上
に
あ
っ
た
、

て
自
覚
さ
れ
た
と
き
、

と
い
v

っ
こ
ル
}

に
な
ら
ざ
る
を
え
ま
い
。

現
在
の
と
ζ

ろ
、
私
に
は
、
右
の
点
に
関
す
る
オ
ッ
ト
1
や
ポ
1
ズ
ル
の
見
解
を
、

そ
の
根
拠
に
ま
で
遡
っ
て
検
討
す
る
だ
け
の
余
俗

も
能
力
も
な
い
。

し
か
し
、
抑
々
グ
ル
マ
ン
語
の
史
料
が
残
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
自
体
、
そ
う
旧
い
こ
と
で
は
な
い
と
息
わ
れ
る
。

大
雑
把
に
い
え
ば
、

そ
れ
は
早
く
て
も
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

フ
ラ
ン
ク
時
代
に
な
っ
て
か
ら こ

の

北法 12(2・43)171 



説

と
い
う
こ
と
は
、
既
に
フ
ラ
ク
ン
王
権
が
何
ら
か
の
形
で
ロ

1
マ
の
遺
産
を
継
承
し
、

た
と
え
璃
芽
的
な
形
に
お
い
て
で
は
あ
れ
、
既
に

「
国
王
の
自
由
」
の
原
理
が
創
出
さ
れ
た
の
ち

し
た
が
っ
て

史
料
に
現
わ
れ
る
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
の
最

と
い
う
と
と
で
あ
る
。

論

古
の
語
義
が
「
保
護
さ
れ
た
自
由
」
の
系
列
上
に
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
正
し
い
と
し
て
、

そ
う
し
た
語
義
に
よ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ク
時
代

以
前
の
グ
ル
マ
ン
人
の
社
会
に
お
け
る
「
自
由
」
の
概
念
に
つ
い
て
遡
及
的
推
定
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
「
国

王
の
自
由
」
と
い
う
原
則
の
存
在
し
な
か
っ
た
グ
ル
マ
ン
時
代
に
お
い
て
既
に
、

「
保
護
さ
れ
た
自
由
」

に
当
る
も
の
が
存
在
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、

わ
れ
わ
れ
が
タ
キ
ト
ウ
ス
の
「
自
由
人
」
の
検
討
を
通
じ
て
到
達
し
え
た
結
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
タ
キ
ト
ウ

ス
に
は
、
「
保
護
さ
れ
た
自
由
」
の
痕
跡
は
見
出
し
え
な
い
。
逆
に
、

タ
キ
ト
ウ
ス
か
ら
何
ら
か
の
自
由
の
概
念
を
探
り
う
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
「
従
士
」
の
自
由
|
|
ダ
ン
、
不
ン
パ
ウ
ア

I
の
い
わ
ゆ
る
「
強
者
の
自
由
」
、

ポ
ー
ズ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
貴
族
的
自
由
」
で
あ
っ

た
。
果
し
て
「
保
護
さ
れ
た
自
由
」
は
、

自
由
の
「
最
古
の
」
語
義
と
い
う
表
現
か
ら
印
象
づ
け
ら
れ
る
ほ
ど
旧
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

い
う
と
と
ろ
の
自
由
の
最
古
の
語
義
は
、
既
に
何
ら
か
の
形
で
「
国
王
の
自
由
」
と

そ
う
し
て

い
う
新
し
い
原
理
の
影
響
の
も
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
点
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

こ
と
で
最
も
重
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
は
つ
ぎ
の
と
と
で
あ
る
。
さ
し
当
り
グ
ル
マ
ン
語
の
史
料
に
限
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
グ
ル
マ
ン
人
自
身
が
自
ら
の
「
自

由
」
に
つ
い
て
自
覚
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
最
古
の
史
料
が
、
自
由
を
「
保
護
さ
れ
た
自
由
」
の
系
列
上
に
お
い
て
と
ら

タ
キ
ト
ウ
ス
の
時
代
に
事
実
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
「
貴
族
的
自
由
」
に
つ
い
て
は
、
グ
ル
マ
ン
人
自
身
が
そ
れ
を

え
て
お
り
、

「
自
由
」
と
し
て
自
覚
し
て
い
た

「
自
由
人
」
が
自
ら
を
「
自
由

と
い
う
い
か
な
る
証
拠
も
な
い
の
で
あ
る
。

若
し
タ
キ
ト
ウ
ス
の

人
」
と
よ
ん
で
い
た
の
な
ら
、

ど
う
し
て
そ
の
痕
跡
が
自
由
の
最
古
の
語
義
に
残
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。
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繰
返
し
て
い
う
な
ら
ば
、

私
は
、
事
実
「
自
由
人
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
者
の
み
に
つ
い
て
、

そ
の
自
由
の
根
拠
な
り
機
能
な
り
を
問
題

に
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
、

と
考
え
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、

以
上
の
よ
う
な
問
題
の
た
て
方
の
ど
こ
か
に
あ
や
ま
り
が
あ
っ
て
も
、

の
こ
と
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
、

タ
キ
ト
ウ
ス
の
「
自
由
人
」
は
ほ
ん
と
う
に
「
自
白
人
」
だ
っ
た
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
す
べ
て
氷
解
す

る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
で
も
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
の
た
て
方
が
可
能
で
あ
る
限
り
、
私
の
疑
問
が
ま
す
ま
す
補
強
さ
れ
る
こ
と
は
い
う

タ
キ
ト
ウ
ス
の
つ
自
由
人
」
と
は
、
タ
キ
ト
ウ
ス
が
グ
ル
マ
ン
人
の
社
会
を
は
か
る
に
当
っ
て
用
い
た
と
乙
ろ
の
ロ

1
7

し
か
し
、

的
基
準
を
示
す
に
す
ぎ
な
い

乙
と
は
一
挙
に
落
着
す
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
国
王
の
自
由
」
が
「
貴
族
的
自

と
考
え
れ
ば

由
」
を
完
全
に
圧
殺
し
た
、

そ
乙
に
脱
出
口
を
求
め
る
者
は
、
の
ち
に
と
り
あ
げ

、

、

、

る
「
完
全
自
由
人
」
の
問
題
へ
の
通
路
を
見
失
う
で
あ
ろ
う
乙
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
ば
あ
い
、
「
完
全
自
白
人
」
を
も
っ
て
「
原
自
由
人
」

、

な
い
し
「
古
自
白
人
」
と
考
え
る
余
地
が
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
は
、

と
考
え
る
余
地
が
全
く
な
い
ζ

と
は
な
い
。

し
か
し
、

乙
乙
で
あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お
き
た
い
a

。

け

山
平
城
・
前
掲
論
文
・
「
学
園
評
論
」
図
。
こ
の
論
文
は
、

3
E
2
0
1
2
F
S
F
F
E
n
r
-
R
の
第
六
一
巻
(
一
九
四
一
年
)
に
掲
載
さ
れ
る
ま
で
、
一
一
度
ま

で
も
雑
誌
へ
の
掲
載
を
担
否
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
乙
の
論
文
は
、
は
じ
め
か
ら
「
異
端
」
の
刻
印
を
お
び
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
併
せ
て
『
論
文
集
』

の
序
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア

l
の
並
々
な
ら
ぬ
自
負
を
も
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

ω
こ
こ
で
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
ー
が
お
こ
な
っ
た
中
世
の
貴
族
的
世
界
の
ス
ケ
ッ
チ
、
な
ら
び
に
、
か
か
る
問
題
提
起
の
仕
方
と
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
!
の
基

本
的
発
想
法
に
つ
い
て
は
、
直
居
・
前
掲
論
文
・
筑
摩
版
『
世
界
の
歴
史
』
第
八
巻
、
八

l
一
一
頁
を
参
照
。

間
乙
れ
は
、
ワ
イ
ツ
が
古
典
的
イ
メ
ー
ジ
を
創
り
出
す
際
に
や
っ
た
の
と
、
ち
ょ
う
ど
正
反
対
の
方
法
で
あ
る
o

ワ
イ
ヅ
は
「
ノ

l
ピ
レ

i
ス
」
と
「
プ

リ
ン
キ
ペ

I
ス
」
を
峻
別
し
、
後
者
を
u
w
司
民
同

ω
芯
ロ
R

(

「
人
民
官
吏
」
)
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
「
貴
族
」
の
存
在
を
小
さ
く

見
積
ろ
う
と
し
た
。
乙
乙
で
、
ワ
イ
ツ
説
を
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
い
と
ま
は
な
い
が
、
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア

l
説
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
対

極
に
ワ
イ
ツ
を
お
い
て
考
え
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
の
で
、
と
く
に
一
言
し
て
お
き
た
い
。

キ
l
ず
イ
ダ

1
ス

凶
序
に
ふ
れ
て
お
く
と
、
第
一
四
章
、
田
中
・
泉
井
訳
に
よ
る
と
「
も
し
お
の
れ
の
生
れ
た
国
が
永
き
平
和
と
無
為
と
の
た
め
に
英
気
を
失
ワ
て
い
る
場
合
、

国王自由人学説とその問題点

そ
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説

、.、.、.、.、.、.

身
分
あ
る
若
者
の
大
部
分
は
自
ら
進
ん
で
、
恰
も
そ
の
時
に
あ
っ
て
何
ら
か
の
戦
争
を
行
な
っ
て
い
る
国
を
求
め
て
出
か
け
る
」
と
い
う
箇
所
の
可
身

ピ
レ

I
ヌ
ア
ド
ウ
レ

1
ヌ
ケ

y
テ
ィ
ー

分
あ
る
若
者
」
は
、
明
ら
か
に
、
「
ゲ
フ
ォ
ル
ク
ス
へ
ん
」
の
乙
と
を
言
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
も
、
「
プ
リ
ン
キ
ペ

l
ス
」
リ
「
ノ

l
ピ
レ

l
ス
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
一
つ
の
典
拠
を
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
が
、
タ
キ
ト
ウ
ス
自
身
、
「
年
若
き
」
「
貴
族
」
の
存
在
を
前
提
し
て
お
り
、

し
か
も
決
し
て
稀
ら
し
く
な
い
も
の
と
し
て
前
提
し
て
い
る
(
複
数
形
け
じ
、
と
い
う
こ
と
の
論
拠
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

閉
そ
の
意
味
は
、
す

σ前
の
文
章
で
述
べ
に
通
り
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
前
掲
拙
稿
・
本
誌
前
号
、
八
一
-
一
一
頁
を
参
照
。

刷

ボ

l
ズ
ル
は
、
一
面
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
読
み
方
に
同
調
し
た
わ
け
で
あ
る
。
本
章
・
第
ご
節
、
註
回
参
照
。

間
第
一
章
・
第
一
節
、
註
矧
で
引
用
し
た
ボ

l
ズ
ル
の
叙
述
と
照
合
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
前
註
刷
に
指
摘
し
た
ボ

l
メ
ル
の
理
解
は
、
ま
さ
に
こ
の
叙

述
(
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア

l
論
文
の
要
約
)
に
附
さ
れ
た
註
の
中
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

間
ダ
ン
ネ
ン
パ
ウ
ア
ー
は
、
こ
の
「
ケ
ン
テ
ニ

l
」
を
「
従
士
団
」
と
考
え
る
見
解
に
組
し
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
節
が
な
い
で
も
な
い
(
『
フ
ン
デ
ル

ト
シ
ャ
フ
ト
』
一
八
五
・
六
頁
註
側
〉
。
こ
の
点
に
は
、
第
四
回
総
合
研
究
会
に
お
い
て
、
世
良
教
授
か
ら
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
通
り
、
か
な
り
厄
介
な

問
題
が
伏
在
し
て
い
る
。

ド
ミ
ニ

l

イ
ン
グ
ヌ
イ

聞

な

お

第

ご

O
章
に
お
け
る
子
供
の
育
て
方
に
関
す
る
記
述
を
る
参
照
。
そ
こ
で
は
、
主
人
(
目
白
白
人
)
と
奴
隷
の
子
供
が
わ
け
へ
だ
て
な
く
育
て
ら

れ
て
い
る
が
、
「
勇
殺
さ
」
が
自
白
人
た
る
こ
と
を
承
認
せ
し
め
る
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

州
側
乙
乙
の
原
文
は
、
込
包
括
同
片
山

L
D
B
5
2
H
)問
E
C
Z
B
2
m
m円
O
E
B
n
z
s
r
B
5
2
2ロ
守
口
ω
且口。

2
5
F
B
2
2
5
0
2
5ロ
。
。
H
F
S庄内凶
Z

で

あ
る
。

間
前
註
剛
参
照
。

凶
行
仙
お
、

J々

キ
ト
ワ
ス
の
「
自
白
人
」
が
す
べ
て
「
従
士
」
で
あ
る
、
と
い
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
農
民
」
で
は
な
く
、
「
戦
士
」
で
あ
る
こ
と

は
、
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
以
下
の
私
の
立
論
は
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
「
自
由
人
」
が
「
豪
族
」
の
「
従
土
」
で
な
く
、
自
主
独

立
の
「
戦
士
」
で
あ
る
ば
あ
い
に
も
、
同
じ
よ
う
に
成
立
す
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

回
以
下
に
つ
き
、
前
掲
拙
稿
・
本
誌
前
号
、
九
ご
頁
・
九
六
頁
以
下
を
参
照
。

論

i
ー
以
上
一
九
六
一
・
九
・
一
七
加
筆

i
l
i
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ADELSHERRSCHAFT UND KON1GSFRE1HE1T 

1M FRUHM1TTELALTER (1) (S. l-S. 46) 

Takeshi ISHIKAWA 
a. o. Professor (Rechtsgeschichte) 
Rechtswissenschaftliche Fakultat 

der Universitat Hokkaido 

Vom letzten Fruhjahr an haben wir eine乱1itarbeitan den 

"Grundproblemen der fruhmittelalterlichen Recht-und Verfassungs-

geschichte Europas“ in Angriff genommen. M. KUBO prasidiert 

diese Mitarbeit und die Teilnehmer daran sind H. HANAWA， Sy. 
HlRAKI， Y. HORIGOME， T. ISHlKAWA， S. KIMU凧 T.KITAMURA， 
Sh. MASUDA， ]. NAOI， K. SERA， M. T ANAKA， K. Y AMADA und M. 
YO~dIDA. 

Dト neuerendeutschen Forschungen haben in den wesentlichen 

Punkten das klassische Lehrgebaude uber die fruhmittelalterlichen 

R:ocht-und Verfassungsgeschichte zerstort. Das gab Anlas zu unserer 

Mitarbeit. 1m letzten Jahre haben wir uns dreimal zusammen-

gefunden und uber mehrere Sachen diskutiert. Dazwischen gelang 

es uns， einige Probleme klar zu machen， andererseits aber ist es uns 
in die Augen gefallen， das selbst wir， Teilnehmer dieser Mitarbeit， 
verschiedener， sogar entgegengesetzter Meinung uber die neueren 
deutschen Forschungen sind. Also hielten wir es fur nδtig， das einer 
von uns die wesentlichen Ergebnisse der neueren deutschen Forschun-

gen und die Probleme， die dort zu erklaren ubrig sind， zusammenfast 
und auf Grund dieser Zusammenfassung die eigenen Aufgaben 

unserer Mitarbeit grundlich durchschaut. Diese Abhandlung ist 

eigentlich dafur vorbereitet und vorgetragen worden. 

Anfang Septembers haben wir am Shikotsu・seebei Sappporo 

eine Tagung gehalten， absichtlich dem Muster von der Reichenauer 
Tagung folgend. Wir hatten als gemeinsame Texte zu der dortigen 

Diskussion die folgenden ausgewahlt: K. BOSL， Staat， Gesellschaft， 
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Wirtschaft im deutschen Mittelalter (in: Gebhardt， Handbuch der 
deutschen Geschichte， 8. Aufl.); Th. MAYER， Der Wandel unseres 

Bildes vom恥1ittelalter(in: Blatter fur deutsche Landesgeschichte， 
94. ]g.). Beim jetzigen Stande der Forschung ist das k1assische 
Lehrgebaude zerstort worden， ohne bislang ein neues an seine Stelle 

zu setzen. Wir haben uns in den obengenannten Texten die An-

haltspunkte fur das nene Gesamtbild zu suchen bestrebt. Sonst 

habe ich anf den Unterschied der Ansichten unter den Forschern， 
die den neueren Standpunkt vertreten， besonders zwischen Th. 

MAYER und H. DANNENBAUER， aufmerl王sam gemacht. Auf diese 

羽Teisegelang es mir， hoffentlich， unsere eigene Aufgaben an der 
neueren deutschen Forschungen genauer zu orientieren. 

Wir mδchten nochmal im nachsten Fruhjahr eine Tagung 

halten， nachdem jeder von uns getrennt das einzelne Thema weiter-

geforscht hat. Ich habe einen Plan， die Hauptergebnisse dieser 

Mitarbeit nach ihrem Abschlus in der deutschen Fassung zu ver-

offentlichen. Dabei wurde das Inhalt dieser Abhandlung mit einbe-

griffen werden. Also mochte ich hier nur das folgende Inhalts-

verzeichnis voranschicken. 

Zum Schus wurde ich wegen des Herrn Prof. H. DANNENBAUERS 

plotzigen Todesfalles mein herzlichstes Beileid bezeigen und diese 

kleine Abhandlung ihm widmen. 

1. Prolog-Ein Uberblick. 

1. Die verfassungsgeschichtliche Stellung der Konigsfreien. 

i) Das Nichtdasein der "Gemeinfreien:“ in der germanischen 

Zeit. 

ii) Die "Gemeinfreien“( Konigsfreien) in der frankischen Zeit. 

2. Die Bedeutung der neueren Auffassungen in der Geschichte 

der Lehren uber die mittelalterliche Rechts-und Verfassungs-
geschichte. 

i) Die Stellung des "Gemeinfreien“-Begri旺sin der klassischen 

Lehrgebaude. 

ii) Die verfassungsgeschichtliche Stellung der Konigsfreien und 

die Tragweite der neueren Auffassungen in der Geschichte 

der Lehren. 

II. Die Adelsherrschaft in der germanischen Zeit und die "Freien“ 
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bei Tacitus. 

1. Eine Problemstellung-Gab es wirklich die Freien in der 

germanischen Zeit ? und was ist das Rechtsgrund ihrer Freiheit ? 

i) Its nicht die Freiheit bei Tacitus nur die Projektion der 

romischen Standeau旺assung?

ii) Its das Grundsatz das der freie Mann waffenfahig sei 

wirklich germanisch oder ist das romisch? 

2. Der Rechtsgrund der Freiheit bei den taciteischen Freien. 

i) Das Nichtdasein der germanischen "Hundertschaft“ und 

"Markgenossenschaft“. 
ii) Das Nichtdasein der germanischen "Sippe“. 

iii) Der "Adelbauer"-begriff bei BOSL und sein Widerspruch. 

3. Das soziale Daseinsform der taciteischen Freien. 

i) Sind sie wirklich "Bauern“? 
ii) Sind sie nicht vielmehr "Gefolge“? 
iii) Das Zusammenhang mit dem obengenannten Grundsatz. 

(Fortsetzung auf dem nachsten Heft) 
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