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ザ
ク
セ

ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
に
お
け
る
ゲ
ヴ

*
 

エ
!
レ

石

武

l
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--a，， 

は
じ
め
に

「
あ
る
主
君
が
あ
る
土
地
(
官
同
)
を
あ
る
家
臣
に
留
保
な
し
に

(
E
E
2
5骨
2
8
8
授
封
ず
れ
ば
、
そ
の
(
土
地
の
)
上
に
あ
る
建
物

は
す
べ
て
、
そ
の
土
地
と
一
緒
に
そ
の
家
臣
の
も
の
で
あ
る
」

0

・
サ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
あ
る
条
項
は
そ
う
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
法
書
に
次
の
よ
う
な
命
題
が
見
ら
れ
る
の
は
不
思
議
で
な
い
。
「
あ
る
土
地
(
恒
三
は
、
そ
れ
を
次
々
と
あ
る
一
人
が
他
の
者
か
ら
受

領
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
幾
人
か
の
持
主

(
y
q
Zロ
)
(
ま
た
は
、
主
人
・
主
君
)
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
」
(
レ
l
ン
法
一
四
・
二

と

あ
る
土
地
な
い
し
物
が
同
時
に
複
数
の
人
の
も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
各
人
が
そ
の
物
に
対
し
て
も
つ
権
利
を
、
無
制

約
な
い
し
絶
対
的
な
「
所
有
権
」
と
考
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
以
上
の
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
記
述
は
、
ド

北法37(2・1)125 



説

イ
ツ
古
法
は
占
有
と
所
有
権
そ
の
他
の
制
限
物
権
と
の
対
立
を
知
ら
ず
、
両
者
の
聞
に
は
程
度
の
差
し
か
な
か
っ
た
と
す
る
ド
イ
ツ
私
法
学

の
通
説
を
支
持
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。

論

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
さ
ら
に
進
ん
で
、
各
人
の
も
つ
権
利
は
そ
の
性
質
に
お
い
て
基
本
的
に
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
じ
か
も
い
わ

ゆ
る
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
(
占
有
l
権
利
)
な
る
も
の
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
そ
れ
な
の
か
、
と
問
う
て
み
る
と
、
通
説
の
基
盤
は
た
ち
ま
ち
に

し
て
い
さ
さ
か
頼
り
な
げ
に
見
え
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
実
は
た
っ
た
今
引
用
し
た
箇
所
に
す
ぐ
に
つ
づ
い
て
、
「
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
は
し
か
し

一
人
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誰
で
あ
れ
そ
れ

(
1そ
の
土
地
)
を
用
益
し
(
山
口
ロ

E
Cロ
母
一
吉

m
o
E巾
町
内
〈

2
1直
訳
す
れ
ば
、
利
用

と
収
益
に
お
い
て
持
ち
)
ま
た
そ
れ
か
ら
賃
料

2
5
1こ
の
場
合
、
「
小
作
料
」
と
訳
し
て
も
よ
い
)
を
取
得
し
て
い
る
者
が
、
そ
れ
が
男
で
あ

れ
女
で
あ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
持
つ
の
で
あ
る
」
(
向
上
)
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
「
ゲ

ヴ
ェ

1
レ
」
と
は
あ
る
土
地
の
単
な
る
用
益
権
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
小
作
料
の
収
取
権
で
あ
り
、
し
か
も
一
人
の
も
の
で
し
か
あ
り
え
な

ぃ
。
こ
の
こ
と
は
、
通
説
の
説
く
ゲ
ル
マ
ン

l
ド
イ
ツ
物
権
法
の
基
礎
概
念
と
し
て
の
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
(
占
有
1
権
利
)
と
ど
の
よ
う
に
|
|
あ
る
い

は
、
そ
も
そ
も
|
|
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
の
か
。

以
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
出
発
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語

(422(あ
る
い
は

)
m
g
g吋
巾
)

の
用
法
を
網
羅
的
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
な
い
し
「
ゲ
ル
マ
ン
的
」
所
有
権
概
念
を
め
ぐ
る
長
い
学
説

史
、
な
ら
び
に
、
そ
の
中
で
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
!
ゲ
ル
が
少
な
く
と
も
主
要
史
料
の
一
つ
(
あ
る
い
は
、
お
よ
そ
最
も
重
要
な
史
料
)
と
し
て
占

め
て
き
た
位
(
酌
な
ど
に
は
い
っ
さ
い
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
の
検
討
に
よ
っ
て
、
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
に
関
す
る
通
説
を
根
本
か
ら
批

判
す
る
た
め
の
、

一
つ
の
さ
さ
や
か
な
予
備
作
業
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
、
名
詞
形
の

4
5
5
な
い
し

m
9
2
5
の
語
が
、
序
詩
に
一
箇
所
、
ラ
ン
ト
法
に
七
一
〔
九
二
〕
箇
所
、

ー
ン
法
に
は
一

O
九
〔
一
二
三
箇
所
に
登
場
し
て
く
(
れ
。
こ
の
う
ち
、
ラ
ン
ト
法
の
一
五
〔
一
九
〕
箇
所
、
レ
ー
ン
法
の
六
箇
所
は
男
性

形
で
、
ぺ
保
障
人
」

l
「
追
奪
担
保
人
」
を
意
味
す
{
れ
。
そ
の
他
は
す
べ
て
女
性
形
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
ラ
ン
ト
法
の
二
箇
所
と
序
詩
一
箇

所
で
は
、

5
5の
語
が
そ
れ
ぞ
れ
「
武
器
」
・
「
防
禦
(
設
備
)
」
・
「
拒
絶
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
じ
。
さ
ら
に
、
ラ
ン
ト
法
の
一
四
箇
所

と
レ

l
ン
法
の
二
箇
所
で
は
、

4
2
2
な
い
し

m
2
5
5
の
語
は
(
裁
判
上
の
、
あ
る
い
は
、
訴
訟
遂
行
に
関
す
る
)
「
保
障
」
を
指
し
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
箇
所
は
、
上
述
し
た
男
性
形
名
詞
と
の
つ
な
が
り
を
示
し
、
よ
り
具
体
的
に
「
追
奪
担
保
」
を
意
味
し
て
い
る
。

以
上
に
触
れ
た
も
の
を
除
い
て
、

4
5
5
な
い
し

m
2吊
吋
め
と
い
う
名
調
が
出
て
く
る
ラ
ン
ト
法
の
四

O
〔
五
七
〕
箇
所
、

レ
ー
ン
法
の
一

〔一

O
五
〕
箇
所
が
、
通
説
の
い
う
意
味
で
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
関
係
し
う
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
主
に
検
討
の
対
象
と
な
る
。
あ
ら

か
じ
め
一
言
し
て
お
く
と
、
こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
い
て
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
は
、
大
別
し
て
、

(a)
家
・
屋
敷
な
い
し
(
や
や
広
く
)
所
領
、

(b)
事
実
と
し
て
の
占
有
、

(
C
)

な
ん
ら
か
の
権
利
を
と
も
な
う
(
あ
る
い
は
、
な
ん
ら
か
の
権
利
に
も
と
づ
く
)
占
有
、
な
い
し
、
占
有
権

そ
の
も
の
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
語
義
聞
の
境
界
線
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
時
に
流
動
的
で
あ
っ
て
、

O い
ず
れ
と
も
決
し
難
い
場
合
も
そ
う
稀
し
く
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
ご
く
簡
単
な
統
計
的
処
理
か
ら
、
早
く
も
次
の
二
つ
の
傾
向
を
は
っ
き
り
摘
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一

に
、
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
語
は
、
ラ
ン
ト
法
で
は
ア
イ
ケ
以
後
の
補
筆
に
か
か
る
部
分
に
比
較
的
高
い
頻
度
で
現
わ
れ
、
し
か
も
こ
こ
で
問
題
に

な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
特
に
そ
の
傾
向
が
強
い
。
第
二
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
つ
ま
り
、
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
テ
キ

ス
ト
に
お
い
て
す
で
に
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
は
、
ラ
ン
ト
法
よ
り
も
レ

l
ン
法
の
方
に
は
る
か
に
頻
繁
に
登
場
し
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、

レ

北法37(2・3)127 
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説

よ
そ
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
関
す
る
学
説
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
を
全
く
無
視
し
よ
う
と
す
る
の
で
な
い
限
り
、
こ
う
し
た
史
料
的
所
見
に

対
す
る
十
分
な
説
明
を
含
む
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
。

呈泊、

日間

ま
ず
ラ
ン
ト
法
の
関
係
箇
所
を
検
討
す
る
。

( 

ー
) 

〔
二
〕
箇
所
に
お
い
て
、
あ
る
出
来
事
が
宝
ロ
見
ロ
∞
E
g
m
o
g
o
Zロ
(
彼
の
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
の
内
部
で
)
起

き」ヲ
h
v

、

ア
イ
ケ
以
後
の
テ
キ
ス
ト

と
言
わ
れ
て
い
説
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
出
来
事
の
場
所
的
特
定
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の

き
わ
め
て
具
体
的
に
、
あ
る
出
来
事
が
起
き
る
「
家
・
屋
敷
」
を
指
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の

E
ロロ
g
∞
E
g
(唱
)
当
2
8
に
還

元
で
き
る
表
現
は
他
に
も
四
箇
所
出
て
く
る
が
、
こ
れ
ら
も
す
べ
て
、
そ
こ
に
あ
る
物
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
あ
る
家
畜
が
居
た
り
す

(U) 

る
場
所
、
具
体
的
に
は
「
家
・
屋
敷
」
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
家
畜
を

g
a
q
ω
ロ
印
山
口
何
者
O
R
E
E同
(
再
び
彼
の
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
の
中
へ
と
収

容
す
る
)
と
い
う
の
も
、
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
物
を
宮
(
印
E
Oロ
。
己
・
印

Eq)(mo)45吋巾(ロ)

語
は
、

げ
ぬ
〈
向
洋
(
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
中
に
持
つ
)
と
言
わ
れ
て
い
る
三
〔
四
〕
箇
所
に
お
い
て
も
、
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
の
語
が
具
体
的
な
「
家
・
屋
敷
」
、
あ

る
い
は
、
(
や
や
広
く
)
「
所
領
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
あ
る
出
来
事
が
起
き
た
り
、
あ
る
い
は
、
あ
る
物
が

所
在
す
る
場
所
を
指
示
す
る
こ
と
は
、
物
権
法
の
基
礎
概
念
と
し
て
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
と

(
ほ
と
ん
ど
)
全
く
関
係
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
次
に
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が
明
示
的
に
動
産
に
ー
ー
ー
し
か
も
も
っ
ぱ
ら
動
産
だ
け
に
|
|
関
係
づ
け
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
い

る
場
合
を
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、
右
の
(
一
)
に
挙
げ
た
も
の
を
も
含
め
て
都
合
一

O
〔
二
ニ
〕
箇
所
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
箇
所
に
は
、
す

で
に
引
用
し
た
庄
ロ
ロ
巾
ロ
回
目
ロ
gM(問。)当
q
g
や
古
(
印
Z
Oロ。仏
-aロ巾円)(肉巾)さ司巾(ロ
)
F
2
2
だ
け
で
な
く
、

E
4山口出
E
O口
当
q
g
M
-
Z
(彼

の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
か
ら
(
外
に
)
出
す
、
あ
る
い
は
、
手
放
す
)
な
い
し
巳
〈
山
口

]
g
g
s
gロ
2
4
2司
g
m
o
σ
E
n
Z
Z〈
巳
(
か
の
者
の
ゲ
ヴ
エ

( 

一一) 

北法37(2・4)128 



ー
レ
か
ら
持
ち
出
し
た
)
と
い
う
表
現
も
出
て
く
る
。
動
産
に
つ
い
て
は
、
あ
る
物
を
「
家
・
屋
敷
」
の
中
に
持
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
を
占

有
し
て
い
る
こ
と
と
、
ま
た
、
あ
る
物
を
「
家
・
屋
敷
」
か
ら
外
に
出
す
こ
と
は
占
有
を
手
放
す
こ
と
と
、
多
く
の
場
合
ほ
と
ん
ど
同
義
に

解
し
う
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
語
に
は
、
多
か
れ
少
か
れ
寸
家
・
屋
敷
L

の
合
意
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を

占
有
の
概
念
に
移
す
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
そ
れ
を
「
占
有
権
」
の
意
に
解
す
る
こ

と
は
ま
っ
た
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
動
産
に
関
す
る
こ
の
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
(
リ
占
有
)
は
、
占
有
者
が
本
来
の
持
主
と
異
な

る
場
合
、
占
有
者
に
対
し
て
い
か
な
る
法
的
保
護
を
も
与
え
て
く
れ
ぬ
だ
け
で
な
く
、

で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
所
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

マ
イ
ナ
ス
の
効
果
を
さ
え
も
た
ら
し
か
ね
な
い
か
ら

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

(
三
)
誰
か
か
ら
何
か
が
盗
ま
れ
あ
る
い
は
強
奪
さ
れ
る
と
、
被
害
者
は
叫
ぴ
声
(
肉
巾
E
n
y
Z
)
を
あ
げ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
人
々
が
駆
け

つ
け
、
犯
人
の
追
跡
が
始
ま
る
。
い
わ
ゆ
る
印
℃

Rr-唱
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
叫
び
声
は
訴
訟
の
開
始
と
見
な
さ
れ
る
が
、
訴
訟
は
、
い

っ
た
ん
始
め
た
以
上
、
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
犯
人
が
そ
の
場
で
盗
ま
れ
た
物
ま
た
は
強
奪
さ
れ
た
物
と
と

も
に
逮
捕
さ
れ
る
と
、
彼
は
盗
品
も
ろ
と
も
法
廷
に
引
き
出
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
(
改
め
て
)
「
叫
び
声
を
も
っ
て
」
現
行
犯
の
か
ど
で
訴
え
ら

れ
裁
か
れ
る
。
犯
人
が
逃
走
中
に
(
盗
品
を
持
た
ず
に
)
逮
捕
さ
れ
て
も
、
「
窃
盗
品
ま
た
は
強
盗
品
を
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
っ
て
・
:

い
る
場
合
に
は
、
現
行
犯
が
存
在
す
る
」
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
現
行
犯
手
続
に
お
い
て
第
一
義
的
な
関
心
は
、
(
盗
ま
れ
た
)
物
を
取
り
戻

す
こ
と
に
で
は
な
く
、
犯
人
を
逮
捕
し
処
罰
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
特
に
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な

場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
強
奪
さ
れ
た
物
が
ど
こ
へ
持
ち
去
ら
れ
た
か
を
被
害
者
が
知
っ
て
い
る
場
合
、
彼
は
裁
判
官
を
「
叫
び
声
を
も

っ
て
」
そ
こ
へ
呼
ぴ
、
.
(
そ
の
場
所
で
)
「
叫
び
声
を
も
っ
て
」
骨
仔
妊
の
か
ど
で
訴
え
な
く
て
は
な
ら
丸
山
一
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お

い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
窃
盗
と
強
盗
と
は
主
要
犯
罪
に
属
し
て
い
る
(
肉
、
少
な
く
と
も
強
盗
犯
に
は
平
和
砂
按
者

(
2
a
§
z
w常
巾
)

の
熔
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
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説

被
害
者
が
し
か
し
、
翌
日
な
い
し
そ
れ
以
後
に
盗
ま
れ
ま
た
は
強
奪
さ
れ
た
物
を
他
人
の
も
と
で
見
つ
け
た
場
合
、
相
手
が
そ
れ
は
公
然

と
買
っ
た
も
の
で
あ
り
、
自
分
は
そ
れ
を
隠
す
こ
と
な
く
持
っ
て
い
た
と
主
張
す
る
と
、
被
害
者
は
も
は
や
現
行
犯
の
か
ど
で
相
手
の
責
を

{
お
)

問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

論

い
わ
ゆ
る
ア
1
ネ
フ
ァ
ン
グ
手
続
(
〉
ロ
巾
片
山
口

m
S吋

E
F
Zロ
)
が
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
の
時
に
な
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
被
害
者
は
、
裁
判
官
の
許
可
を
得
て
自
分
の
も
の
を
掴
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
(
法
廷
で
)
正
式
に
そ
の
返
還
を
要
求
す

る
。
ア

l
ネ
フ
ァ
ン
グ
手
続
の
開
始
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ア
1
ネ
フ
ァ
ン
グ
手
続
も
ま
た
、
単
純
に
、
物
の
返
還
を
要
求
す
る

た
め
の
民
事
訴
訟
な
い
し
対
物
訴
訟
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
に
は
、
依
然
と
し
て
、
窃
盗
な
い
し
強
盗
に
つ
い
て
の
非
難
ま

た
は
告
訴
の
可
能
性
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
手
も
と
に
あ
る
盗
品
を
発
見
さ
れ
た
者
が
、
(
本
来
の
意
味
で
の
)
こ
の
手

続
が
開
始
さ
れ
る
以
前
に
被
害
者
か
ら
そ
れ
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
(
物
を
持
っ
て
)
法
廷
に
出
頭
す
る
こ
と
を
拒
む
と
、
被
害
者
は
「
叫
び
声
」

を
あ
げ
、
「
彼

(
1棺
手
)
を
、
あ
た
か
も
現
行
犯
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
、
彼

(
l自
分
)
の
窃
盗
犯
と
し
て
捕
え
る
べ
き
で
あ
る
」
。

彼

(
l被
告
)
に
と
っ
て
(
彼
が
そ
の
人
か
ら
そ
の

こ
と
に
な
れ
ば
」
、
彼
は
「
罰
金
と
購
罪
金
と
と
も

と
い
う
だ
け
で
は
す
ま
な
い
。
「
人

(
l原
告
)
が
彼
に
そ
れ
(
ー
そ
の
物
)
に
つ
い
て
窃
盗
ま
た
は
強

彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
も
別
箇
に
宣
誓
に
よ
っ
て
雪
寛
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

に
、
こ
の
手
続
の
進
行
中
に
も
、

次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
「
し
か
し
な
が
ら
、

物
を
買
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
)
追
奪
担
保
人
に
欠
け
る

(
σ
g
w
自
己
2
5
問
。
当

2
2
)

盗、に
の、」
罪、そ
を、の
問、財

22 
ら原
ば告

引
き
渡
す

も
ち
ろ
ん
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
!
ゲ
ル
に
は
、
も
う
一
つ
、
ァ

l
ネ
フ
ァ
ン
グ

(
l物
を
掴
む
こ
と
)
な
し
に
自
分
の
物
の
返
還
を
求
め
る
訴

訟
形
式
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
形
の
返
還
請
求
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
は
一
箇
所
に
し
か
現
わ
れ
ず
、
そ
の
場
合
の

占
有
者
の
地
位
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
本
稿
に
お
け
る
問
題
に
と
っ
て
は
、
次
の
条
項
の
方
が
は
る
か

に
重
要
で
あ
ろ
う
。
日
く
、
「
誰
で
あ
れ
他
の
者
に
馬
ま
た
は
衣
服
ま
た
は
な
ん
ら
か
の
動
産
を
貸
与
ま
た
は
質
入
れ
し
、
い
か
な
る
仕
方
で

あ
れ
彼
が
そ
れ
を
彼
(
自
身
)
の
意
思
を
も
っ
て
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
か
ら
手
放
す
(
巳
〈
山
口
弘
日
ロ
者

q
g
-
2
5芹
色
目
ぬ
者

E
g
)
な
ら
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ば
、
そ
れ
を
自
分
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
中
に
持
つ

(号

8
5
包
口
角
認
め
吋
巾
宮
〈
巾
汁
)
者
が
そ
れ
を
売
却
し
、

ま
た
は
そ
れ
を
質
入
れ
し
、

ま

た
は
そ
れ
を
賭
け
失
い
、
ま
た
は
そ
れ
が
彼
か
ら
盗
ま
れ
あ
る
い
は
強
奪
さ
れ
て
も
、
そ
れ
を
貸
与
ま
た
は
質
入
れ
し
た
者
は
、
彼

(i自
分
)

が
(
は
じ
め
に
)
貸
与
ま
た
は
質
入
れ
し
た
相
手
に
対
し
て
以
外
、

そ
れ
(
ー
そ
の
物
)
に
つ
い
て
い
か
な
る
請
求
(
権
)
(
〈
。
丘
南
口
口
需
)
を

も
持
ち
え
な
い
」
と
合
了
六

0
・
こ
。
こ
の
条
項
は
い
わ
ゆ
る
ε
出
向
口
弘
司
与
『
何
回
目
円
の
原
則
と
の
関
連
に
お
い
て
し
ば
し
ば
引
用
さ

(
却
)

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
、
一
見
そ
れ
を
さ
ら
に
敷
街
す
る
形
で
、
次
の
よ
う
な
条
文
も
存
在
し
て
い
る
。
日

く
、
「
彼

(
1あ
る
人
)
が
し
か
し
そ
の
持
主
主

g
芹
含
門
戸
田
)
の
意
思
を
も
っ
て

あ
る
い
は
、
同
意
を
え
て
)
(
実
際
に
掴
ま
え
)
占
取
し

た
も
の
、

ま
た
は
彼

(
1持
主
)
が
彼

(
1占
有
者
)
に
貸
与
し
あ
る
い
は
担
保
に
出
し
て
い
る
も
の
は
伺
で
あ
れ
、

そ
れ
に
つ
い
て
彼

(
l

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

占
有
者
)
が
(
占
取
し
た
も
の
の
代
価
を
)
支
払
わ
ず
、
ま
た
は
そ
れ

(
1借
用
し
た
物
な
い
し
担
保
)
を
決
め
ら
れ
た
期
日
に
返
却
し
な
く
て
も
、

彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
骨
骨
な
し
に
(
恒
見
当
自
主
)
(
1版
界
全
と
罰
金
を
支
払
わ
ず
一
四
)
す
む
」
(
一
一
了
四
三
・
二
)
と
。

こ
れ
は
や
は
り
占
有
者
に
対
す
る
法
的
保
護
で
あ
り
、
し
か
も
彼
に
対
し
(
本
来
の
)
持
主
が
自
分
の
意
思
で
、
し
た
が
っ
て
、
あ
ま
す
と

こ
ろ
な
く
与
え
た
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
占
有
1
権
利
)
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
の
必
?
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
|
|
升
ん
訴
訟
か
升
物

訴
訟
か
に
か
か
わ
る
|
|
錯
綜
し
た
問
題
を
完
結
的
に
論
ず
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
次
の
諸
点
だ
け
は
指
摘
し
て

お
き
た
い
。
第
一
に
、
一
般
に
債
務
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
相
続
人
は
被
相
続
人
の
債
務
を
|
l
自
分
で
そ
れ
か
ら
反
対
給
付
を
受
け

取
っ
た
り
そ
の
保
証
人
と
な
っ
て
い
な
い
限
り

l
l支
払
う
必
要
が
な
く
、
ま
た
、
被
相
続
人
に
対
し
て
起
こ
さ
れ
て
い
た
(
こ
の
債
務
を
め

ぐ
る
)
訴
訟
に
応
訴
す
る
必
要
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
続
人
は
被
相
続
人
に
貸
与
さ
れ
て
い
た
物
を
原
則
と
し
て
返
却
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
の
物
が
自
分
の
手
も
と
に
あ
る
場
合
、
被
相
続
人
に
対
し
て
起
こ
さ
れ
て
い
た
(
そ
の
物
を
め
ぐ
る
)
訴
訟
を
も
引

き
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
吋
。
第
二
に
、
他
の
者
に
馬
ま
た
は
衣
服
(
そ
の
他
の
動
岳
)
を
期
限
つ
き
で
貸
与
し
た
者
は
、
期
限
経
過
後
そ
の

返
却
を
相
手
方
(
な
ら
び
に
そ
の
相
続
人
)
に
対
す
る
訴
訟
を
も
っ
て
請
求
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
「
人

(
1相
手
方
、
占
有
者
)
が
決
め
ら
れ
た
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説
時
を
こ
え
て
不
法
に
保
留
し
て
い
る
彼
の
財
物
を
ど
こ
で
そ
れ
を
見
つ
け
よ
う
と
、
適
法
に
そ
れ
を
(
掴
え
て
)
占
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

第
三
に
、
実
は
右
に
引
用
し
た
三
・
四
三
・
こ
に
あ
っ
て
も
、
引
用
箇
所
の
直
後
に
次
の
よ
う
な
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
彼

論

(
1占
有
者
)
が
そ
れ
を
法
廷
で
約
定
し
た
の
で
な
い
限
り
」
と
。
つ
ま
り
、
裏
返
し
に
し
て
言
え
ば
、
当
該
の
行
為
(
貸
与
・
質
入
・
寄
託
等
)

が
裁
判
所
で
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
、
期
限
を
怠
っ
た
占
有
者
は
持
主
に
購
罪
金
お
よ
び
罰
金
と
と
も
に
彼
の
手
も
と
に
あ
っ
た
物
を
返
却

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

私
に
は
、
特
に
最
後
に
挙
げ
た
第
三
点
が
重
要
で
あ
る
、

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
占
有
そ
の
も
の
の
も
つ
(
い
わ
ば
私
法
的
な
)
性
質

な
い
し

g
g釦
(
貸
与
・
質
入
・
寄
託
等
)
は
基
本
的
に
は
同
一
の
は
ず
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
為
の
生
む
法
的
効
果
は
、
そ
れ
が
法
廷

で
行
な
わ
れ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
別
な
も
の
と
な
り
、
し
か
も
、
法
廷
で
行
な
わ
れ
た
行
為
は
、
物
の
(
現
実
の
)
占
有
者
で
は
な

く
、
本
来
の
持
主
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
ラ
ン
ト
法
の
一
八
〔
二
八
〕
箇
条
に
現
わ
れ
る
残
り
一
一
一

O
〔
四
一
一
〕
箇
阪
を
検
討
す
る
。
以
上
の
処
理
が
誤
っ
て
い
な
け
れ
ば
、

(
幻
)

(
占
有
i
権
利
)
と
し
て
問
題
に
な
り
う
る
箇
所
の
す
べ
て
で
あ
る
。

こ
れ
が
ラ
ン
ト
法
に
お
い
て
通
説
の
意
味
で
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

(
一
)
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
い
て
、

(mo)
者
。

5
の
語
が
何
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
(
成
立
す
る
)

対
象
は
何
か
、
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
結
果
は
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
明
示
的
に
動
産
が
登
場
す
る
の
は
三
箇
条
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
れ
は
必
ず
ア
イ
ゲ
ン
と
肩
を
並
べ
て
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
う

ち
の
一
箇
条
は
ア
イ
ゲ
ン
と
動
産
の
売
却
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
他
の
二
箇
条
は
い
ず
れ
も
号

dszzznZ2〈
号
自
己
耳
目
喜
一
(
法
定

後
見
人
た
る
の
地
位
に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
)
に
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
夫
は
(
委
の
法
定
後
見
人
と
し
て
)
、
(
動
産
を
も
含
め
て
)
委
の
全
財

北法37(2・8)132 



産
を
吉
田
町
ロ
命
者
。

z
z
z
n
z
q〈
2
5
g
g
S
U
E
B円
(
法
定
後
見
人
た
る
地
位
に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
取
得
す
る
)
。
し
か
し
、
こ

の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
は
、
妻
自
身
の
も
つ
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
排
除
す
る
も
の
で
な
く
(
「
彼

(
l夫
)
は
彼
女

(
l妻
)
と
と
も
に
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
居

出
」
)
、
妻
の
方
も
逆
に
(
少
な
く
と
も
夫
の
存
命
中
)
夫
の
所
領
に
つ
い
て
夫
と
と
も
に
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。
も
う
一
つ
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が
文
脈
上
、
動
産
に
も
か
か
わ
り
う
る
と
解
さ
れ
る
条
項
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
な
お
後
述
す

る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
別
の
条
項
で
は
、
人
間
で
あ
る

(
a
g
)
5
2ロ
(
体
僕
)
に
つ
い
て
も
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が
登
場
し
て
く
る
。

右
に
掲
げ
た
も
の
の
ほ
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
(
今
日
の
意
味
で
の
)
「
不
動
産
」
、
厳
密
に
は
土
地
に
か
か
わ
る
条
項
で
あ
る
。
四
つ
の
条
項
に

お
い
て
は
、
直
接
に
は
(
財
産
一
般
、
し
た
が
っ
て
動
産
を
も
意
味
し
う
る

)
m
E
と
い
う
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
箇
条
が
土
地

(“) 

(
な
い
し
所
領
)
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
行
論
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
条
項
は
、
そ
の

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

条
文
か
ら
直
接
に
、
あ
る
い
は
、
前
後
の
条
文
と
の
比
較
か
ら
、
土
地
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
ま
ず
、
ア
イ
ケ
以

後
の
補
筆
に
か
か
る
一
条
項
で
は
、
い
わ
ば
「
不
法
に
」
囲
い
こ
ん
だ
村
民
共
有
地
(
関
与
己
吋
ぬ

m
a
d
g巾
)
を

Z
m命名
2
2
Z
S同
(
ゲ
ヴ

ェ
l
レ
の
中
に
持
つ
)
者
が
登
場
す
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
ラ
ン
ト
法
の
規
定
だ
け
を
扱
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
す
で
に
レ
ー

ン
が
か
な
り
高
い
比
重
を
占
め
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が
レ

l
ン
に
関
係
し
う
る
も
の
は
|
|
右
の
四
箇
条
を
除

き
|
|
少
な
く
と
も
都
合
六
〔
一
四
〕
箇
条
に
及
ぶ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
|
|
ラ
ン
ト
法
上
の
土
地
な
い
し
ラ
ン
卜
法
そ
の
も
の
の
中
枢
に

(

品

開

)

位
置
す
る
|
|
ア
イ
ゲ
ン
に
関
係
し
う
る
も
の
は
、
|
|
同
じ
く
右
の
四
箇
条
と
先
述
の
(
後
見
権
に
も
と
づ
く
)
妻
の
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る

(
卯
)

も
の
を
除
く
と
|
|
少
な
く
と
も
都
合
一

O
〔
一
五
〕
箇
条
と
当
然
こ
れ
を
や
や
上
廻
る
数
に
な
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
特
に

注
目
に
価
す
る
の
は
次
の
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
う
ち
の
お
よ
そ
六
割
を
占
め
る
六
〔
九
〕
箇
条
が
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
関

係
し
、
さ
ら
に
そ
の
(
六
〔
九
〕
箇
条
の
て
っ
ち
一
〔
三
〕
箇
条
は
同
時
に
ア
イ
ゲ
ン
が
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
ケ

l
ス
に
か
か
わ
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が
明
示
的
に
(
特
に
、
新
た
に
)
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
一
度
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説

(
臼
)

も
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
父
は
息
に
所
領
(
あ
る
い
は
、
土
地
)
と
と
も
に
そ
の
所
領
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
を
相
続
さ
せ
る
」
(
レ

l
ン
法
六
・
二
と

い
っ
た
趣
旨
の
規
定
は
、
ラ
ン
ト
法
に
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
対
象
と
し
て
明
示
的
に
小
作
地
(
円
吉
田
空
同

1
回
日
空
丹
)

(
日
)

た
だ
の
一
つ
と
し
て
見
当
た
ら
な
い
。

回;;.6、
旨開

に
言
及
さ
れ
て
い
る
例
も
、

(
二
)
次
に
こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
け
る
(
常
)
君
。
ョ
の
語
の
意
味
を
調
べ
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
誰
か
が
あ
る
土
地
(
ま
た
は
所
領
)
を
吉
(
尚
早
老
司
又
ロ
)
げ
2
2
言。・

F
白
色
色
巾
)
(
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
つ
、
ま
た
は
、
持

っ
て
い
た
)
と
い
う
表
現
が
三
〔
五
〕
箇
所
に
現
わ
れ
る
し
、
そ
の
場
合
、
こ
こ
で
も
ま
た
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
は
(
事
実
と
し
て
の
)
占
有
を

意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
二
箇
所
に
登
場
し
て
く
る
仏
巾
号

(mg詩
句
巾

Z
S円
と
い
う
表
現
も
、
同
じ
く
「
実
際
に
(
そ
の
所
領
を
)

占
有
し
て
い
る
者
」
の
こ
と
を
指
す
。
さ
ら
に
、
他
の
四
〔
七
〕
箇
所
に
お
い
て
も
、
(
問
。
)
者
。

5
の
語
は
同
じ
く
(
事
実
上
の
)
占
有
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

ゲ
ヴ
エ
|
レ
が
判
決
を
も
っ
て
与
え
ら
れ
て

ま
た
、
他
の

一
箇
所
で
は
、
あ
る
者
に
対
し
て
色
。
宅
内
耳
目
三
巴
件
当
巾
ユ

そ
れ
が
ヨ
昨

z
n
z
o
m
o可
。

w
g君
。
ユ
(
判
決
を
も
っ
て
破
ら
れ
)
た
り
、
あ
る
い
は

え

m
E司
ロ
ロ
ロ
巾
ロ
)
者
。
ユ
(
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
)
た
り
す
る
。
判
決
を
も
っ
て
誰
か
に
与
え
た
り
誰
か
か
ら
奪
っ
た
り
で
き
る
も
の
は
、

も
ち
ろ
ん
も
は
や
単
な
る
(
事
実
と
し
て
の
)
占
有
で
は
あ
り
え
ず
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
の
「
占
有
権
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

(mm)42円巾

の
語
が
占
有
権
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
特
に
は
っ
き
り
と
示
す
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。
「
誰
で
あ
れ

(
A
)
あ

る
所
領
を
他
の
者

(B)
に
譲
渡
し
て
そ
れ
を
彼

(B)
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

ろ
、
委
ね
る
)
者
、
が
あ
り
|
|
彼
自
身
は
そ
れ
に
つ
き
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

二
〔
三
〕
箇
所
で
は
、

(
g
x
z
n宮
内
)
〈
巾
丘
巳
昨
(O己・

(i) 
の
中
へ
と
引
き
渡
す

(
-
2
)
(あ
る
い
は
、
こ
の
場
合
は
む
し

(H)
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
|
|
、

し
か
し
て
そ
の
者

(B)
が

裁
判
所
の
職
権
に
よ
り
そ
の
中
へ
(
入
る
よ
う
)
(
占
有
)
指
定
さ
れ
る
場
合
、
(
現
に
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ(山山
)
(
l占
有
)
を
持
つ
者

(C)
は
:
:
:
」

そ
の
後
に
裁
判
所
の
職
権
に
よ
る
占
有
指
定

a
Z
4
2
-
Eロ
ぬ
)
が
つ
づ
い
て
い
る
と
こ
ろ

(
三
・
八
二
・
二
)
。
こ
の
場
合
、
所
領
の
譲
渡
は
、
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ま
ち
が
い
な
く
法
廷
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
そ
の
こ
と
か
ら
、

A
か
ら

B
に
譲
渡
さ
れ
た
土
地
が
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る

(
m
m
)
 

こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
A
が
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
・
日

)
(
1占
有
)
を
欠
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
発

的
に
法
廷
で
他
の
者

(B)
に
譲
渡
し
て
引
き
渡
す
こ
と
の
で
き
る
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ」

(i)
と
は
い
っ
た
い
伺
か
。
そ
れ
は
占
有
権
な
い
し

(
臼
)

占
有
の
た
め
の
権
原
以
外
の
伺
も
の
で
も
あ
り
え
な
い
。

か
ら
、

(
臼
)

(
三
)
以
上
の
よ
う
に
、
「
不
動
産
」
あ
る
い
は
土
地
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
語
に
は
、
「
占
有
」
と
「
占
有
権
」
と
い
う
二

重
の
語
義
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
土
地
に
関
す
る
限
り
、
(
事
実
と
し
て
の
)
占
有
そ
の
も

の
に
対
し
て
、
あ
る
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

す
な
わ
ち
、
二
・
七

O
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人
は
な
ん
ぴ
と
を
も
、
彼
が
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

に
持
っ
て
い
る
土
地
(
あ
る
い
は
、
所
領
)
か
ら
、
彼
か
ら
そ
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
l占
有
権
)
が
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
な
い
限
り
、
逐
い
出

し
て
は
な
ら
な
い
」
と
。
こ
れ
が
こ
の
場
合
の
原
則
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
次
の
二
点
で
補
足
な
い
し
敷
街
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

(
a
)
た
と
え
彼
が
そ
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
不
法
に

(
g
x
c号
R
宮
巾
)
(
あ
る
い
は
、
不
当
に
)
手
に
入
れ
て
い
て
も
」
そ
う
し
て
は
な
ら
ず
、

ま
た
、

(
b
)
「
裁
判
所
の
職
権
に
よ
っ
て
」
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
彼
を
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
。
こ
の
う
ち

(
b
)
は
、
ポ
ジ
テ
ィ

ヴ
な
形
に
言
い
直
す
と
、
あ
ら
か
じ
め
彼
を
相
手
ど
っ
て
正
式
の
訴

(
g
n
y
z
w
g哲
)
が
提
起
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
(
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
剥

奪
の
)
判
決
が
下
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
彼
を
そ
の
ゲ
ヴ
ェ
!
レ

(
l占
有
)
か
ら
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し

か
し
、
土
地
の
占
有
者
に
与
え
ら
れ
る
法
的
保
護
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
に
尽
き
る
。
た
と
え
ば
、
法
廷
に
お
け
る
審
理
に
関
し
て
、
占
有
者
に

何
ら
か
の
利
点
を
も
た
ら
し
う
る
よ
う
な
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
。

他
方
、

(
a
)
の
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
不
法
に
(
あ
る
い
は
、
不
当
に
)
手
に
入
れ
る
」
と
い
う
の
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
場
合
の
こ
と
を
い
う

の
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、

gpww一
命
者
号
。
(
直
訳
す
れ
ば
、
強
奪
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
)
が
右
の
法
的
保
護
に
与
ら
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説
な
い
こ
と
だ
け
は
確
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
、
「
人

(
1原
告
)
が
現
行
犯
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
し
て
裁
判
官
が
叫
び

声
を
も
っ
て
そ
こ
へ
呼
ば
れ
る
な
ら
ば
、
裁
判
官
は
直
ち
に
そ
れ
に
応
じ
て
、
原
告
の
た
め
に
真
先
に
強
奪
者
お
よ
び
そ
の
不
法
な
助
力
者

を
裁
く
」
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
5
2
0
W
何
者
。
足
も
強
盗
の
一
態
様
で
あ
り
、
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
強
奪
者
(
お
よ
び
そ
の
助
力
者
)
は
れ
っ

き
と
し
た
平
和
破
壊
者
な
の
で
あ
る
。

論

こ
こ
で
ど
う
し
て
も
想
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
二
・
七

O
の
条
項
は
、
平
和
破
壊
な
ら
び
平
和
破
壊
者
に

関
す
る
一
連
の
規
定
の
真
只
中
に
位
置
し
て
お
り
、
し
か
も
ま
さ
し
く
あ
る
ラ
ン
ト
平
和
令
の
規
定
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
事
実
上
の
占
有
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
法
的
保
護
が
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
成
立
当
時
、
(
少
な
く
と
も
)
比

較
的
新
し
い
規
定
だ
っ
た
こ
と
、
な
ら
び
に
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
平
和
へ
の
関
心
だ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
推
定
で
き
る
。

土
地
(
な
い
し
、
所
領
)
の
占
有
に
上
述
の
よ
う
な
保
護
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
人
々
(
あ
る
い
は
、
著
者
ア
イ
ケ
)
は
、
所
領
を

め
ぐ
る
紛
争
の
(
フ
ェ
l
デ
に
よ
る
解
決
に
代
え
て
)
法
に
よ
る
|
|
(
具
体
的
に
は
)
法
廷
に
お
け
る
l
|
解
決
を
促
進
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

(
四
)
周
知
の
よ
う
に
、
「
い
か
な
る
土
地
(
あ
る
い
は
、
所
領
)
で
あ
れ
、
あ
る
者
が
一
年
と
一
日
適
法
な
異
議
な
し
に
(
l
法
廷
に
お
い
て

異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
)
ゲ
ヴ
ェ
l
レ

(
1占
有
)
の
中
に
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
そ
れ
に
つ
き
適
法
な
(
あ
る
い
は
、

正
当
な
)
ゲ
ヴ
ェ
l
レ

(
g
n
z
Z
者
負
巾
)
を
持
つ
」
こ
と
に
な
る
(
一
了
四
四
・
こ
。
も
っ
と
も
、
彼
が
そ
れ
を
い
か
に
長
く
「
実
力
を
も
う

て」

(
B
X
唱
者
間

5
保
持
し
よ
う
と
も
、
他
の
者
が
正
式
の
訴
を
も
っ
て
彼
の
占
有
す
る
土
地
を
請
求
し
、
そ
の
訴
を
証
人
を
も
っ
て
立
証

し
う
る
限
り
、
「
彼
が
そ
れ
に
つ
き
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
を
獲
得
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
」
(
向
上
)
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
と
寸
単
な
る
L

あ
る
い
は
「
普
通
の
」
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
と
は
ど
こ
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
適
法
な

ゲ
ヴ
ェ
l
レ
の
概
念
が
現
わ
れ
る
条
文
か
ら
、
両
者
の
相
違
と
し
て
、
た
だ
ち
に
次
の
二
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
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(

a

)

「
何
で
あ
れ
、
あ
る
者
が
一
年
と
一
日
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
っ
て
い
な
い
物
に
つ
い
て
は
、
彼
が
(
そ
れ
に
つ
き
)
訴
え
ら

れ
る
場
合
、
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
た
だ
ち
に
応
訴
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
に
対
し
て
、
「
あ
る
者
が
彼
の
居
合
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、

彼
が
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
中
に
持
っ
て
い
る
ア
イ
ゲ
ン
〔
ま
た
は
レ

1
ン
〕
に
つ
い
て
訴
え
ら
れ
で
も
」
、
彼
は
た
だ
ち
に
応
訴
す
る
必
要

が
な
く
、
彼
が
そ
れ
を
乞
う
な
ら
ば
、
彼
に
対
し
て
次
回
な
ら
び
に
三
回
目
の
裁
判
期
日
が
与
え
ら
れ
る
(
つ
ま
り
、
彼
は
三
回
目
の
裁
判
期
日

に
応
訴
す
れ
ば
人
時
)
。
こ
の
特
典
は
し
か
し
、
訴
訟
の
結
果
に
と
っ
て
そ
う
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
裁
判
所

そ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
ま
で
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

の
最
終
判
決
を
先
に
延
ば
す
こ
と
は
で
き
て
も
、

ア
イ
ケ
以
後
の
補
筆
に
か
か
る
も
の
だ
が
、
次
の
よ
う
な
条
項
が
あ
る
。
「
し
か
る
に
彼
等

(
l同
じ
所
領
を
い
ず
れ
も

自
分
の
レ

1
ン
と
主
張
し
て
い
る
者
)
の
う
ち
一
人
が
そ
の
所
領
に
つ
い
て
一
年
と
一
日
適
法
な
異
議
な
し
に

(
1法
廷
に
お
い
て
異
議
を
申
し
立

て
ら
れ
る
こ
と
な
く
)
持
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
彼
の
保
障
人

(
1追
奪
担
保
人
)
が
適
法
な

(
l法
廷
に
お
け
る
)
保
障

(
H追
奪
担
保
)
に
お

い
て
彼
を
見
捨
て
て
も
、
彼
自
身
が
そ
れ

(
l所
領
)
を
彼
の
法

(
1権
利
)
に
し
た
が
っ
て
主
張
・
擁
護
す
る
限
り
、
彼
が
そ
れ
に
よ
っ
て

(
花
)

(
訴
訟
に
)
敗
れ
る
こ
と
は
な
い
」
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
持
主
は
、
山
口
わ
さ
司
(
日
目
前
主
、
レ
ー
ン
の
場
合
は
主
君
)
に

よ
る
追
奪
担
保
が
な
く
て
も
、
彼
自
身
の
法

(
l権
利
)
に
し
た
が
っ
て
(
彼
の
占
有
す
る
)
所
領
を
法
廷
で
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

(
b
)
も
う
一
つ
、

レエヴゲるみノおに
あ
る
。

、レゲド
」ユシンセクザ

因
み
に
こ
の
特
典
は
、
「
誰
で
あ
れ
、
あ
る
土
地
(
あ
る
い
は
、
所
領
)
を
他
の
者
に
封
与
し
、
も
し
く
は
、
(
法
廷
譲
渡
に
も
と
づ
き
)
引
き

渡
す
者
は
、
一
一
苧
ト
一

F
彼

(
l他
の
者
)
を
保
障

(
l造
奪
世
保
)
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
(
飽
と
も
ぴ
っ
た
り
符
合
す
る
。
ま

た
、
一
年
と
一
日

C
R
E骨
骨
与
)
と
い
う
期
間
も
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
概
念
に
よ
く
適
合
す
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
年
期
(
』
出
兵
包

1
宮
町

g
g
E、
通
常
は
一
年
)
は
、
|
|
そ
れ
が
物
な
い
し
財
産
に
関
係
す
る
限
り
|
|
一
般
に
、
物
な
い
し
財
産
の
持
主
が
変
っ
た
場
合

に
、
新
し
い
持
主
の
物
な
い
し
財
産
に
対
す
る
権
利
が
最
終
昨
U
確
定
す
る
の
に
必
要
な
期
間
、
と
し
て
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
(
初
。
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説

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
1

1

そ
れ
自
体
と
し
て
は
い
た
っ
て
単
純
な
|
|
事
実
な
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右

の

ω
Z
2
2
に
よ
る
保
障
(
な
い
し
追
奪
担
保
)
が
問
題
に
な
り
う
る
の
は
、
そ
も
そ
も
譲
渡
さ
れ
た
土
地
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
は
、

論

担
保
人
は
は
じ
め
か
ら
存
在
し
な
い
。

(
被
相
続
人
は
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
)
そ
う
し
た

m
E
2
2
な
い
し
追
奪

一
年
と
一
日
と
い
う
期
間
も
、
厳
密
に
言
い
直
す
と
、
あ
る
財
産
の
持
主
に
(
相
続
に
よ
る
以
外
の
)

変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
以
前
の
持
主

(
g
n
Zこ
な
ら
び
に
そ
の
相
続
人
の
権
利
が
新
し
い
持
主
と
の
関
係
に
お
い
て
は
ま
だ
完
全
に
失
わ
れ

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
現
に
こ
の
期
聞
が
、
(
相
続
さ
れ
た
)
ア
イ
ゲ
ン
や
遺
産
(
巾
ミ
巾
)
あ
る
い
は
そ
れ
の
相
続
の
過
程
と

の
関
連
で
、
相
続
人
の
権
利
が
確
定
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
は
た
だ
の
一
度
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
注
意
を
要
す
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
単
な
る
一
年
と
一
日
以
上
に
及
ぶ
占
有
は
、
決
し
て

S5ω

吉田∞
m
g
Z
E∞
の
変
更
、
あ
る
い
は
、
占
有
の
た
め
の
新
た
な
権
原
を
も
た
ら
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
〔
三
・
八
六
〕
は
、

て
い
な
い
、

村
民
共
有
地

(σ
号
。
常
一
B
S巾
)
の
(
い
わ
ば
「
不
法
な
」
)
占
取
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
が
、

「
誰
で
あ
れ
一
年
と
一
日
法
廷
で
訴
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
あ
る
土
地
を
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

そ
の
こ
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ー
占
有
)
の
中
に
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
(
し
た
が
っ
て
、

形
式
的
に
は
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
が
成
立
し
そ
う
な
ケ
1
ス
で
あ
る
)
、
彼
が
そ
れ
(
ー
そ
の
土
地
)
に
つ
き
収
益
(
な
い
し
、
収
獲
)
し
た
物
は
、

そ
れ

(
1土
地
)
が
彼
か
ら
そ
の
後
法
廷
で
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
て
も
、
彼
は
そ
れ

(
l収
益
・
収
獲
)
を
返
却
せ
ず

(
l返
却
す
る
要
は

な
く
て

ま
た
は
(
そ
の
代
価
を
)
支
払
わ
な
い

(
1支
払
う
を
要
し
な
い
と
。

し
か
し
、
村
民
共
有
地
の
不
法
占
取
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
同

条
一
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
が
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
(村
長
)
の
前
で
「
法
」

(
1裁
判
を
受
け
る
こ
と
)
を
拒
ま
な
か
っ
た
場
合

(
幻
)

で
も
、
「
三
シ
リ
ン
グ
罰
金
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
(
仏
Z
R
E
S
m
o
d
Z仏門ぽロ)。

つ
ま
り
、

一
年
と
一
日
以
上
に
及
ぶ
占
有
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
不
法
占
取
そ
の
も
の
は
な
ん
ら
正
当
化
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、

先
述
の
二
・
四
四
・
一
の
直
後
に
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
直
接
に
承
け
て
、
次
の
よ
う
な
条
文
が
出
て
く
る
。
「
し
た
が
っ
て
、
誰
で
あ
れ
彼

北法37(2・14)138 



の

(
1彼
が
主
君
か
ら
受
領
し
た
)
レ

l
ン
も
し
く
は
彼
の
母
ま
た
は
女
性
親
の
一
期
分
に
つ
い
て
こ
年
と
一
日
以
上
そ
れ
を
|
|
場
合
に
よ
っ

て
は
、
実
力
を
も
っ
て
|
|
占
有
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
)
そ
れ
を
彼
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
彼
は
六
人
の
参
審
自

由
人
と
(
自
分
と
も
七
人
で
)
晶
一
色
己
己
目
当
常
巾
(
単
な
る
占
有
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
の
占
有
、
む
し
ろ
そ
の
た
め
の
権
原
)

を
証
人
に
よ
り
立
証
し
な
く
は
な
ら
ず
(
こ
の
場
合
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
言
っ
て
よ
い
て
そ
う
で
な
け
れ
ば
彼
に
と
っ
て
そ
れ
に
つ
い

(
の
主
張
が
)
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
(
二
・
四
四
・
三
)
。

て
(
C
)

二
・
四
四
・
一

(
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
定
義
的
規
定
)
が
置
か
れ
て
い
る
位
置
か
ら
し
て
、
実
は
も
う
一
つ
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

し
か
も
直
接
に
実
質
的
な
効
果
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
譲
渡
を
根
拠
に
し
て
ア
イ
ゲ
ン
を
自
分
の
も
の

一
般
に
は
、
相
続
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
前
者
が
そ
れ
を
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
っ
て
い
る
場

の
も
つ
効
果
、

と
主
張
す
る
者
は
、

合
に
は
、
相
続
人
を
相
手
に
し
て
も
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
効
果
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
推
定
を
具
体
的
に
検
証

レエヴゲる斗ノおL
V
 

ゲ
財
産
な
の
で
あ
る
。
持
主
が
死
亡
す
る
と
、
ア
イ
ゲ
ン
は
特
段
の

i
i特
に
裁
判
所
に
お
け
る
何
ら
か
の
|
|
手
続
な
し
に
相
続
さ
れ
る
o

d

そ
の
場
合
決
め
手
に
な
る
の
は
、
相
続
人
の
印
言
。
(
被
相
続
人
と
の
血
縁
関
係
)
で
あ
っ
て
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
1占
有
)
の
有
無
で
は
な
い
o

w
相
続
人
同
志
の
間
で
争
い
が
起
き
る
場
合
、
彼
等
が
争
う
の
は
彼
等
が
(
生
ま
れ
つ
き
)
持
っ
て
い
る

z
n
y円
(
法

1
権
利
)
|
|
特
に
そ
れ
に

い
(
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
|
|
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
同
じ
く
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
1占
有
)
の
有
無
に
つ
い
て
で
は
な
叫
。
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
に

ザ

し
て
み
よ
う
。

ほ
ん
ら
い
、
代
々
父
祖
か
ら
相
続
さ
れ
て
き
た
、
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
先
も
代
々
子
孫
に
相
続
さ
れ
て
い
く
べ
き
土
地

(
な
い
し
、
所
領
)
の
こ
と
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
に
お
い
て
、
そ
れ
が
時
折
、
端
的
に
ゆ
ヨ
巾
(
遺
産
一
般
、
あ
る

(筋

a)

い
は
、
相
続
財
産
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
決
し
て
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
ア
イ
ゲ
ン
と
は
ま
さ
し
く
本
来
の
意
味
に
お
け
る
相
続

ア
イ
ゲ
ン
と
は
、

は
ま
ず
「
相
続
人
の
承
諾
」
が
必
要
で
あ
り
、
持
主
が
「
法
に
反
し
て
、
相
続
人
の
承
諾
な
し
に
そ
れ
を
譲
渡
す
る
な
ら
ば
、
相
続
人
は
、
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説

あ
た
か
も
彼

(
1持
主
)
が
、
す
な
わ
ち
そ
の
際
に
そ
れ
を
譲
渡
し
え
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
譲
渡
し
た
者
が
死
亡
し
た
か
の
ご
と
く
に
、

(
朗
}

判
決
を
も
っ
て
そ
れ
を
(
掴
え
て
)
占
取
す
る
」
。
持
主
が
犯
罪
を
犯
し
て
死
刑
に
処
せ
ら
れ
、
あ
る
い
は
、

1

1

一
年
と
一
日
以
上
に
及
ぶ

論

帝
国
ア
ハ
ト
の
帰
結
と
し
て

l
l
g
n
Z
(呈
g
(
「法」

(l権
利
)
を
欠
く
者
)
と
宣
告
さ
れ
、
そ
の
結
果
ア
イ
ゲ
ン
を
没
収
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
も
、
相
続
人
は
一
年
の
間
そ
れ
を
引
き
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
ア
イ
ゲ
ン
の
一
般
的
属
性
を
念
頭
に
置
く
と
き
、
「
ま
た
誰

エ

ル

ぺ

川

シ

ツ

ペ

で
あ
れ
、
遺
産
(
ア
イ
ゲ
ン
を
含
む
)
を
、
血
縁
関
係
に
も
と
づ
い
て
で
は
な
く
、
約
定

(
l契
約
)
に
も
と
づ
い
て
自
分
の
も
の
と
主
張
す
る

者
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
不
法
(
ロ
号
ゅ
の
伊
丹
)
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
(
一
了
一
二

O
)
と
い
う
規
定
も
、
決
し
て
唐
突
の
感
を
与
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
が
死
亡
し
た
と
き
、
契
約
ー
ー
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
の
契
約
ー
ー
に
も
と
づ
い
て
相
続
人
と
争
う
の
は
、
も
と

も
と
不
法
な
の
で
あ
る
。

ア
イ
ゲ
ン
を
譲
渡
す
る
に
は
、
も
う
一
つ
、
持
主
が
そ
れ
を
法
廷
で
ー
ー
ー
し
か
も
こ
の
場
合
、
(
グ
ラ
l
フ
が
国
王
罰
令
権
の
も
と
に
開
く
)

正
規
の
裁
判
集
会
で
|
|
t
お
こ
な
う
こ
と
(
い
わ
ゆ
る
「
法
廷
譲
渡
」

l
m
q
R
z
r
z
〉
口
出
血

ggm)
が
必
要
で
あ
る
。
相
続
人
の
承
諾
に
こ

れ
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
譲
渡
は
は
じ
め
て
法
的
に
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
と
な
る
。
二
・
三

O
が
右
の
箇
所
に
ひ
き
つ
づ
き
、

「
た
だ
し
、
そ
の
約
定

(
1契
約
)
が
法
廷
で
(
ア
ウ
フ
ラ
ツ
ス
ン
グ
に
よ
り
)
確
認
さ
れ
て
い
る
旨
、
人

(
1原
告
)
が
証
人
に
よ
り
立
証
で
き

る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
譲
渡
(
あ
る
い
は
、
そ
の
契
約
)
を
法
廷
で
確
認
さ
せ
た
者
だ
け

が
、
そ
の
「
約
定
」
に
も
と
づ
い
て
ア
イ
ゲ
ン
を
自
分
の
も
の
と
主
張
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
際
、
も
し
彼
が
そ
れ
を
ま
だ
適
法

な

(
1
一
年
と
一
日
以
上
)
ゲ
ヴ
ェ
l
ー
レ
の
中
に
持
っ
て

(
1占
有
し
て
)
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
相
続
人
が
ま
だ
こ
年
の
聞
は
)
彼
に
残

っ
て
い
る
ア
イ
ゲ
ン
に
対
す
る
権
利
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
譲
渡
(
あ
る
い
は
、
そ
の
契
約
)
に
も
と
づ
い
て
す
で
に
ア
イ
ゲ
ン
を
占

有
し
て
い
る
者
は
、
結
局
そ
れ
を
相
続
人
に
明
け
渡
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
彼
の
追
奪
担
保
人
た
る
べ
き

ω宮
古
吋

が
今
ま
さ
に
死
亡
し
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
に
は
追
奪
担
保
人
が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
一
年
と
一
日
訴
え
ら
れ
る
こ
と
な
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く
そ
れ
を
占
有
し
て
い
た
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
彼
は
譲
渡
を
受
け
た
ア
イ
ゲ
ン
を
相
続
人
を
相
手
に
し
た
場
合
に
も
法
廷
で
擁
護
す
る

の
効
果
の
具
体
的
意
味
で
あ
る
。

こ
と
が
可
能
に
な
る
。
以
上
が

(
C
)

(
舵
)

因
み
に
こ
れ
が
、
ラ
ン
ト
法
の
中
で
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
が
実
質
的
な
効
果
を
発
揮
し
う
る
唯
一
の
ケ
1
ス
で
あ
る
。
以
上
に
明
ら
か

な
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
相
続
人
は
、
ア
イ
ゲ
ン
に
対
す
る
権
利
を
実
現
す
る
た
め
に
、
こ
の
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
訴
え
る
必
要
な
ど
ま
っ

た
く
な
か
っ
た
。
当
時
そ
れ
が
彼
に
あ
る
い
は
彼
の
家
系
に
属
し
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
自
明
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
今
日

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

人
あ
っ
て
、
(
相
続
さ
れ
た
)
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
も
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
が
あ
っ
た
と
頑
張
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
当
時
そ
れ
が
相
続
人
に
と

っ
て
ほ
と
ん
ど
何
の
役
に
も
立
た
ぬ
し
ろ
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
は
動
か
な
い
。
相
続
人
に
は
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
う
る
効
果
の
う

(
m
m
)
 

ち
重
要
な
も
の
二
つ

(
b
と
C
)
が
欠
け
て
い
た
の
だ
か
ら
|
|
。
も
と
も
と
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

あ
る
い
は
、
引
き
合
い
に
出
す
必
要
が
あ
っ
た
の
は
、
ア
イ
ゲ
ン
の
法
廷
譲
渡
を
受
け
て
一
年
と
一
日
(
以
上
)
そ
れ
を
訴
え
ら
れ
る
こ
と
な

し
に
占
有
し
て
い
た
譲
受
人
(
新
し
い
持
主
)
が
1
1
1譲
渡
人
本
人
は
も
ち
ろ
ん
ー
ー
そ
の
相
続
人
に
対
抗
す
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。(

五
)
以
上
に
お
い
て
ま
だ
検
討
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
二
・
五
七
の
「
あ
る
土
地
(
あ
る
い
は
、
所
領
)
が
、
そ
れ
を
次
々
と
あ
る
'

一
人
が
他
の
者
か
ら
受
領
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
幾
人
か
の
者
(
あ
る
い
は
、
家
臣
|
|
原
語
は

B
E巾

m
a
s
s
g白
)
の
も
の
で
あ
る
と

し
で
も
、
人
が
そ
の
土
地
(
あ
る
い
は
、
所
領
)
に
何
か
〔
害
〕
を
加
え
た
場
合
、
(
そ
の
)
人
は
そ
れ
を

-awzrw命
者
句
。
(
通
説
的
理
解
に

よ
れ
ば
、
直
接
的
ゲ
ヴ
ェ
!
と
の
中
に
持
つ
者
に
対
し
て
賠
償
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
い
か
な
る
者
に
対
し
て
で
も
な
い
」
と
い

う
条
項
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
条
項
の
解
明
は
、
も
っ
と
先
へ
行
っ
て
か
ら
レ

1
ン
法
と
の
関
連
に
お
い
て
な
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ー
ー
そ

の
理
由
の
説
明
を
も
兼
ね
て
|
|
と
り
あ
え
ず
以
下
の
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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(a)
こ
の
条
項
は
、
周
知
の
よ
う
に
通
説
に
よ
っ
て
、
小
作
人
も
小
作
地
に
つ
い
て
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
占
有
l
占
有
権
)
を
持
つ
こ
と
の
例
証



説

と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
箇
所
に
は
|
|
見
ら
れ
る
通
り
ー
ー

-a-岳
町
宮
司
司
∞
が
通
説
の
い
う
「
直
接

的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
す
な
わ
ち
(
小
作
人
あ
る
い
は
耕
作
者
に
よ
る
)
直
接
的
用
益
で
あ
る
こ
と
を
示
す
具
体
的
な
手
が
か
り
は
存
在
し
な
い
。

本
稿
の
冒
頭
に
引
用
し
た
レ
ー
ン
法
一
四
・
一
の
「
誰
で
あ
れ
そ
れ
を
吉
ロ
巳
ロ
ロ
a
o
E
m巳
骨
(
利
用
と
収
益
に
お
い
て
)
持
つ
者
」
を
援

用
し
、
し
か
も
そ
れ
を
「
直
接
的
用
益
権
者
」

(
l小
作
人
ま
た
は
耕
作
者
)
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
通
説
の
よ
う
な
理
解
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
る
。

(
b
)
か
り
に
通
説
に
従
っ
て
、
こ
の

-awvz-日
当
2
0
を
「
直
接
的
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
と
解
釈
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
1
ゲ
ル
に
は
、
「
間
接
的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
に
当
た
る
、
あ
る
い
は
、
そ
う
解
し
う
る
表
現
は
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
。

(
C
)

ラ
ン
ト
法
に
は
も
う
一
箇
所
だ
け
、
「
-
注
目
。
E
岳
命
者
巾

Z
の
中
に
持
つ
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
が
、
そ
れ
は
疑
問
の
余
地
な
く
「
授
封

し
な
い
状
態
で
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

(
d
)
最
後
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
全
体
に
お
け
る

zawvと
い
う

形
容
詞
の
用
法
を
調
べ
て
み
る
と
、
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
語
の
用
法
は
、
①
人
が
主
語
に
な
っ
て
方
自
白
ロ
色
町
〈
凶
ロ

2
4
E曲

目
色
町
内
町
(
誰
か
が
あ
る
事
か
ら
解
放
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
あ
る
事
を
免
れ
る
)
、
②
物
(
ま
た
は
、
権
限
)
が
主
語
に
な
っ
て

2
4
S問
看
ゆ
え
方
自

g母
ヨ

論

]
色
町
内
町
(
あ
る
物
な
い
し
権
限
が
誰
か
に
と
っ
て
ぽ
色
n
y
に
な
る
)
、
以
上
二
つ
の
基
本
型
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
う
ち
の
②
は
、

す
べ
て
「
あ
る
物
(
大
部
分
は
土
地
、
稀
に
裁
判
権
、
い
ず
れ
に
し
て
も
レ

l
ン
財
)
が
あ
る
人
に
と
っ
て
(
そ
れ
を
家
臣
に
対
し
レ
!
ン
と
し
て
)

(
M
四
)

授
封
し
て
い
な
い
(
そ
の
限
り
で
、
自
由
に
処
分
し
う
る
)
状
態
に
な
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

四

最
後
に
レ

1
ン
法
の
一

O

(
釘
)

〔一

O
五
〕
箇
所
を
検
討
す
る
。

(
一
)
こ
こ
で
も
念
の
た
め
に
ま
ず
、

4

『
巾
吋
め
な
い
し

m
2
2
5
の
語
が
何
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
(
成

立
す
る
)
対
象
は
何
か
を
調
べ
て
み
る
。
結
果
は
、
ま
さ
に
当
然
予
期
し
う
る
通
り
、

一
義
的
に
明
白
で
あ
る
。
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が
直
接
に
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-g(レ
l
ン
)
に
関
係
す
る
一

O
箇
所
を
除
け
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て

m
E
に
関
係
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
文
脈
か
ら
、
こ

の
頃
混
と
い
う
の
は
す
べ
て
レ
!
ン
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
確
認
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、

レ
ー
ン
財

い
わ
ゆ
る
「
定
期
金
レ

l
ン」

(HNOES-Sロ
)
も
登
場
し
て
く
る
。
し
か
し
、
レ
ー
ン
財
が
土
地

以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
通
常
そ
の
旨
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
の
で
、
特
段
の
断
わ
り
が
な
い
限
り
、
レ
ー
ン
と
い
う
の
は
土
地
の
こ
と

(
聞
)

だ
と
考
え
て
よ
い
。
こ
こ
で
も
注
目
を
惹
か
れ
る
の
は
、
あ
る
所
領
が
レ
!
ン
で
あ
る
か
小
作
地
で
あ
る
か
が
争
わ
れ
る
二
つ
の
ケ

1
ス
を

除
け
ば
、
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
語
が
巴

g
m
E
(小
作
地
)
に
関
係
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
唯
の
一
度
も
な
い
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

は
必
ず
し
も
す
べ
て
土
地
と
は
限
ら
ず
、

(
ニ
)
次
に
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
義
の
検
討
に
移
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

こ
こ
で
も
ま
た
、
宮
(
印
EgM)(mmw)君
。
円
巾
(
ロ
)
『
H
o
d
-
2
(
。
仏
・
『
冨
仏
門
目
。
)
(
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
つ
、
ま
た
は
、
持
っ
て
い
た
)
と
い
う
表
現
が

一
六
箇
所
に
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
は
(
事
実
と
し
て
の
こ
占
有
」
と
い
う
語
義
が
最
も
明
白
に
表
に
出
て
く
る
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
表

現
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
見
な
し
う
る
一
八
〔
二
二
箇
所
に
お
い
て
も
、
同
じ
語
義
を
か
な
り
は
っ
き
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

(
盟
)る

。
し
か
し
こ
の
レ

l
ン
法
に
お
い
て
も
、

(mo)者
ぬ
吋
ぬ
の
語
は
、
「
レ

1
ン
法
(
廷
の
判
決
)
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
ま
た
は
破
ら
れ
る
」
も
の

(
問
)

と
し
て
、
あ
る
い
は
、
「
人
が
正
式
の
訴
を
も
っ
て
破
る
こ
と
の
で
き
る
」
も
の
と
し
て
も
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

(
削
)

の
語
が
む
し
ろ
「
占
有
権
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
レ

l
ン
法
に
関
す
る
限
り
、
。
ケ
ヴ
ェ

1
レ
の
語
の
二
重
の
語
義

(
1占
有
と
占
有
権
)
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
実
は
こ
の
語
の
用

法
を
逐
一
一
検
討
す
る
必
要
は
な
く
、
次
の
事
実
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
し
ば
し
ば
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ

(
m
a吉
唱
)
と
の
対
比
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る

と
い
う
事
実
、
を
想
起
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
「
二
人
の
家
臣
に
対
し
て
主
君
は
(
同
じ
)
一
つ
の
所
領
を
封

与
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
一
人
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
l占
有
)
を
持
ち
、
ま
た
他
の
者
が

m
a
j
E
m
m
(
1
い
わ
ば
、
条
件
つ
き
の

レ
ー
ン

そ
の
所
領
を
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
つ
者
が
封
相
続
人

(
1息
)
な
く
し
て
死
ん
だ
場

予
約
ま
た
は
期
待
権
)
を
持
つ
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
、
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説
合
、

そ
れ

(
1所
領
)
を
そ
れ
に
つ
き
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
を
持
つ
者
が
取
得
と
す
る
、

(
踊
)

と
い
う
よ
う
に
」
。

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
授
封
は
必
ず
し
も
所
領
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
l占
有
な
い
し
現
実
的
支
配
)
を
伴
う
と
は
限
ら
ず
、

そ
の
ゲ
デ
イ

論

ン

ゲ

(
l条
件
っ
き
予
約
)
に
と
ど
ま
る
場
合
を
も
含
ん
で
い
る
。
現
に
レ

l
ン
法
に
は
、
(
ラ
ン
ト
法
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
)
色
角
釘
$
4
5
5

(
鵬
)

仏
ω-吋〈兄
(
O
仏
・
色
白
一
旦
色
白

2
0・
仏
印
円
〈
巾
ロ
)
(
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
欠
く
)
と
い
う
表
現
が
二
一
箇
所
に
、

m
凶
円
弱
者

2
m
と
印
C
ロ
色
。
『
問
。
一
巧

q
o
(い
ず
れ

(
即
)

も
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
な
し
に
)
と
い
う
表
現
が
そ
れ
ぞ
れ
二
箇
所
に
現
わ
れ
、
し
か
も
そ
の
相
当
数
は
は
っ
き
り
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
の
み
の
授
封
の
場

、
個
開
d

合
を
念
頭
に
置
い
て
い
到
。
他
方
、
あ
る
所
領
を
山
口
問
。
当

2
2
Z〈
旦
(
ゲ
ヴ
エ
|
レ
の
中
に
持
つ
)
、
あ
る
い
は
、
仏
ゆ
唱
者
。
ヨ
宏
司
自
宮
〈
巳

(
そ
れ
l
所
領
に
つ
き
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
持
つ
)
と
い
う
表
現
も
、
そ
の
相
当
数
が
意
識
的
に
こ
の
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
と
の
対
比
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て

『
陥
悶
d

お
，
引
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
表
現
自
体
が
レ

1
ン
法
に
お
い
て
は
あ
る
技
術
的
な
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
現
実
に

家
臣
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
る
レ

l
ン
は
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
み
の
授
封
の
場
合
と
く
ら
べ
る
と
、
は
っ
き
り
し
た
法
的
利
点
を
持
っ
て
い

(
川
)

る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
念
の
た
め
に
一
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
が
言
え
る
の
は
、
正
規
の
レ
!
ン
(
吋

2
F
Z
Fロ
)
に
つ
い
て
だ

け
で
あ
り
、
土
地
の
占
有
一
般
に
つ
い
て
で
は
な
い
。

( 

一一) 

ー
そ
の
占
有
)
は
、
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
だ
け
の
授
封
と
く
ら
べ
て
、

そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
(
正
規
の
)
レ

l
ン
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

い
か
な
る
法
的
利
点
な
い
し
権
利
を
伴
う
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
次
の
三
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

(a)
〈
三
腎
の

権
利
、

(
b
)
(
レ
1
ン
に
つ
い
て
の
)
相
続
権
、

(
C
)

又
授
封

(
C
E
R
g
-
Sロ
ロ
肉
)
の
権
利
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず

こ
の
う
ち
の
前
二
者

(a
と
b
)
に
つ
い
て
述
べ
る
。

(a)
レ
l
ン

(
1土
地
)
を
占
有
し
(
あ
る
い
は
、
現
実
に
支
配
し
)
て
い
る
家
臣
は
、
フ
オ
ル
ゲ
(
〈
。
]
肉
巾
)
と
呼
ば
れ
る
権
利
を
持
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
主
君
が
死
亡
す
る
(
い
わ
ゆ
る
国
巾
司
g
P
5
な
ど
、
主
君

(
1授
封
者
)
の
側
に
異
動
が
生
じ
た
場
合
、
家
臣

レ

ー

ン

(

山

)

は
新
し
い
主
君
あ
る
い
は
上
級
主
君
に
対
し
て
そ
れ
ま
で
持
っ
て
い
た
所
領
に
つ
い
て
授
封
の
更
新
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
こ
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の
場
合
、
新
し
い
あ
る
い
は
上
級
の
主
君
は
、
こ
の
請
求
を
実
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
b
)
こ
れ
に
対
し
て
、
家
臣

(
l受
封
者
)
が
死
に
(
い
わ
ゆ
る
富
田
ロ
ロ
内
田
口
)
、
し
か
も
封
相
続
人

(
l息
)
を
遺
し
た
場
合
、
「
父
は
(
そ
れ
ま
で
持
っ
て
い
た
)
所
領
の
ゲ

ヴ
ェ

l
レ
を
そ
の
所
領
と
一
緒
に
息
に
相
続
さ
せ
る
」
(
六
・
二
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
場
合
、
「
そ
れ
ゆ
え
息
は
、
人

(
1主

君
)
が
彼
に
父
の
(
持
っ
て
い
た
)
所
領
の
中
へ
(
入
る
よ
う
)
(
占
有
)
指
定
す
る

(σ
巾
項
目
的
。
)
こ
と
を
、
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
」
(
向
上
)

と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
を
う
っ
か
り
読
め
ば
、

(
山
)

受
け
か
ね
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
権
利
が
相
携
え
て
、
家
臣
が
ひ
と
た
び
主
君
か
ら
受
領
し
た
所

領
を
確
実
に
自
ら
の
子
孫
に
伝
え
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
結
果
、

レ
ー
ン
の
相
続
は
ま
っ
た
く
自
動
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
か
の
ご
と
き
印
象
さ
え

レ
ー
ン
が
(
ほ
ん
ら
い
相
続
財
産
で
あ

る
)
ア
イ
ゲ
ン
と
き
わ
め
て
近
似
し
た
特
徴
を
帯
び
る
に
い
た
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

レ
た
だ
こ
こ
で
見
落
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
次
の
よ
う
な
(
そ
れ
と
し
て
は
誰
も
が
承
知
し
て
い
る
は
ず
の
)
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
オ
ル

(
凶
)

「
ゲ
(
授
封
更
新
)
を
求
め
る
際
に
は
、
「
家
臣
は
|
年
期
内
に

l
|上
級
主
君
に
対
し
臣
従
礼
を
捧
げ
て
そ
の
所
領
を
フ
オ
ル
ゲ
ン
し

(
1追

(
凶
)

付
い
求
め
)
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
し
、
相
続
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
「
息

(
l封
相
続
人
)
は
、
父
の
死
後
一
年
と
一
日
以
内
に
彼
の
主
君
の
も

悦
と
へ
赴
き
、
そ
し
て
彼

(
1主
君
)
に
対
し
両
手
を
重
ね
合
わ
せ
て

(
1合
掌
し
て
)
岳
給
仕
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
」
刊
、
そ
の
上
で
改

、

同
め
て
(
彼
自
身
に
対
す
る
)
授
封
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
総
じ
て
、
「
家
臣
は
、
た
と
え
彼
が
(
す
で
に
)
そ
の
主
君
の
家
臣
で
あ
っ
て
も
、
そ

ル

、

、

、

、

、

、

(

凶

)

イ
れ
ぞ
れ
の
所
領
に
つ
き
臣
従
礼
を
も
っ
て
(
そ
の
授
封
を
)
希
求
す
べ
き
」
が
大
原
別
で
あ
り
、
「
ど
ん
な
所
領
で
あ
れ
、
家
臣
に
対
し
臣
従
礼

ピ
な
し
に
封
与
さ
れ
る
(
ぬ
巳
巾
m
o
D
H司
巾
ユ
)
(
こ
の
場
合
は
む
し
ろ
、
貸
与
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
)
も
の
は
、
決
し
て
正
規
の
レ

l
ン
(
話
。
宮

山
富
)
と
は
言
わ
な
崎
」
。
つ
ま
り
、
(
家
臣
の
捧
げ
る

)
E仕
ル
と
そ
れ
を
承
け
て
(
主
君
に
よ
っ
て
)
お
こ
な
わ
れ
る
骨
骨
こ
そ
、
家
臣
が
あ

代
る
所
領
を
正
規
の
レ
ー
ン

2
2
Z
(巾
)]gに
は
も
ち
ろ
ん
、
正
当
な
レ
l
ン
、
の
含
意
も
あ
る
)
と
し
て
占
有
す
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ

ザ
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

北法37(2・21)145 



説

レ
ー
ン
の
相
続
の
際
に
主
君
に
よ
る
占
有
指
定
(
現
代
語
で
は
田
口
毛
色
自
口
問
、
通
説
の
立
場
に
立
て
ば
、
む
し
ろ
、
占
有
引
渡
と
訳
す
べ
き
で
あ

北法37(2・22)146 

ミ>A
E聞

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ

(
1占
有
な
し
の
授

封
)
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
ほ
ん
ら
い
、
主
君
に
よ
る
占
有
指
定
(
な
い
し
、
占
有
引
渡
)
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
正
規
の
レ

l
ン
と
な
る
、
と
解

(m) 

し
う
る
条
項
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
主
君
が
も
し
こ
の
占
有
指
定
(
な
い
し
、
占
有
引
渡
)
を
拒
む
と
、
家
臣
は
「
そ
の
よ
う
な

(
1彼
に
ゲ

デ
ィ
ン
ゲ
の
形
で
授
封
さ
れ
て
い
た
)
所
領
を
:
:
:
占
有
指
定
(
な
い
し
、
占
有
引
渡
)
な
し
に
(
凹
ロ
ロ
仏
q
σ
0項目的ロロ
m
o
)
(自
分
で
掴
え
て
)
占

(
剖
)

取
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
す
な
わ
ち
、
正
規
の
レ

l
ン
が
生
ま
れ
る
に
は
原
則
と
し
て
授
封
と
占
有
指
定
(
な
い
し
、
占
有
引
渡
)
の
双
方
が

必
要
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
う
ち

25ω
匂

E
g
g
-。
ロ
目
的
な
い
し
占
有
の
た
め
の
権
原
に
か
か
わ
る
の
は
前
者
で
あ
る
。
授
封
の
際
に
す
で

に
そ
れ
が
家
臣
に
ー
ー
な
お
不
完
全
な
点
を
残
す
と
は
い
え
|
|
移
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
彼
は
い
ざ
と
な
れ
ば
占
有
指
定
(
な
い
し
、
占
有

(m) 

引
渡
)
が
な
く
て
も
、
自
分
で
所
領
を
占
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
占
有
指
定
(
な
い
し
、
占
有
引
渡
)
は
、
(
す

ろ
う
)
が
不
要
に
な
る
、

で
に
授
封
さ
れ
て
い
る
)
所
領
を
(
家
臣
が
)
現
実
に
占
有
の
中
へ
取
得
す
る
た
め
の
手
続
に
す
ぎ
な
い
。

相
続
の
際
に
不
要
に
な
る
占
有
指
定
(
な
い
し
、
占
有
引
渡
)
と
は
、
実
は
も
と
も
と
こ
う
し
た
二
次
的
な
意
義
し
か
も
た
ぬ
も
の
で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
相
続
人
は
、
現
実
に
亡
父
か
ら
所
領
(
の
占
有
)
を
承
継
し
て
し
ま
っ
た
の
ち
に
も
、
依
然
と
し
て
、
年
期
内
に
主
君
の
も

と
へ
赴
き
、
「
臣
従
礼
」
を
も
っ
て
授
封
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
求
め
る
ま
で
の
問
、
相
続
人
に
|
|
所
領

そ
の
も
の
(
あ
る
い
は
、
そ
の
占
有
)
だ
け
で
な
く
l
l
l
「
所
領
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
(
ト
権
原
)
が
相
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
そ
の
た

(
凶
)

め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
そ
れ
が
一
日
一
は
相
続
さ
れ
る
の
で
な
い
と
し
た
ら
、
彼
の
占
有
は
|
|
授
封
を
求
め
る
ま
で
の
間
|
|
「
授

(
凶
)

封
な
し
の
占
有
」
と
な
っ
て
、
「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ」

(
l占
有
)
と
見
な
さ
れ
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
相
続
人
が
一
年
と
一
日
の
間

レ
ー
ン

に
授
封
を
求
め
な
け
れ
ば
、
|
|
家
臣
が
フ
オ
ル
ゲ
の
年
期
を
怠
っ
た
場
合
と
同
じ
く
1

1

も
ち
ろ
ん
彼
等
の
所
領
に
対
す
る
権
利
は
失
わ

(
凶
)

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
レ
ー
ン
の
相
続
に
際
し
て
|
|
ア
イ
ゲ
ン
の
場
合
と
は
異
な
り
|
|
所
領
(
の
占
有
)
だ
け
で
な
く



占
有
す
な
わ
ち
権
利
と
い
う
観
念
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
占
有
す
る
に
は
主
君
に
よ
る
授
封
と
い
う
れ
っ
き
と
し
た
法
的
根
拠
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

同
時
に
そ
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
1権
原
)
が
相
続
さ
れ
る
の
は
、

も
と
他
人
の
も
の
で
あ
り
、

(
鴎
)

な
し
。

レ
ー
ン
が
も
と(m) 

(
C
)

家
臣
は
し
か
し
、
先
に
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
も
う
一
つ
、
少
な
く
と
も
(
彼
が
占
有
し
て
い
る
)
正
規
の
レ

1
ン
に
つ
い
て
は
、

(
四
)

そ
れ
を
彼
自
身
の
家
臣
(
主
君
か
ら
見
れ
ば
、
陪
臣
I
Cロ
Z
2虫
色

-g)
に
又
授
封
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
家
臣
が
彼
の
主

(
凶
)

君
な
い
し
相
続
人
の
承
諾
を
求
め
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
レ
ー
ン
法
の
あ
る
箇
所
で
は
、
「
主
君
は
所
領
を
:
:
:
自
ら
ゲ
ヴ
エ
|

(m) 

レ
の
中
に
持
た
な
い
限
り
、
な
ん
び
と
に
も
封
与
す
る
こ
と
を
え
な
い
」
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
占
有

と
い
う
意
味
で
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
が
、
家
臣
の
も
つ
又
授
封
の
権
利
の
決
定
的
な
根
拠
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

ザクセンシュピーゲルにおりるゲヴェーレ

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
次
の
諸
点
が
考
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
①
(
こ
れ
も
、
そ
れ
と
し
て
は
誰
で
も
が
承
知
し
て
い
る

(m) 

は
ず
の
こ
と
だ
が
)
授
封
の
権
利
そ
の
も
の
は
、
一
般
に
へ

l
ア
シ
ル
ト
に
も
と
づ
く
の
で
あ
っ
て
占
有
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。

②
も
ち
ろ
ん
、
誰
し
も
ま
だ
占
有
し
て
い
な
い
も
の

(
lゲ
デ
ィ
ン
ゲ
、
こ
の
場
合
さ
ら
に
、
他
の
家
臣
に
よ
っ
て
現
に
占
有
さ
れ
て
い
る
)
や
す

で
に
占
有
し
て
い
な
い
も
の

(
l他
の
家
臣
に
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

(
1占
有
)
を
与
え
て
あ
る
も
の
)
を
他
人
に
渡
す
わ
け
に
い
か
な
い
の
は
自
明
の

レ
ー
ン

理
で
あ
る
。
し
か
し
、
家
臣
が
所
領
を
現
実
に
占
有
し
て
い
て
も
、
彼
に
権
原
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
は
、
彼
は
そ
れ
を
文
授
封
す
る
こ
と

(
回
)

が
で
き
な
い
。
③
授
封
で
き
る
の
は
、
必
ず
し
も
(
主
君
が
上
級
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
る
)
レ

1
ン
と
は
限
ら
ず
、
主
君
は
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン

北法37(2・23)147 

(
の
一
部
)
を
も
当
然
レ

1
ン
と
し
て
家
臣
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
(
い
わ
ゆ
る
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
!
ン
」
)
。
し
か
も
こ
の
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l

(
凶
)

ン
に
は
、
授
封
後
も
若
干
の
点
で
正
規
の
レ

l
ン
と
は
異
な
っ
た
性
質
が
認
め
ら
れ
、
い
わ
ば
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
の
性
格
が
残
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
又
授
封
の
権
利
も
ま
た
、
突
き
つ
め
て
い
く
と
、
占
有
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、

i

|
主
君
が
そ
の
家
臣

に
授
封
を
通
じ
て
与
え
た
|
|
権
原
な
い
し
の

2
8
吉
田
g
m
-
2
2
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
達
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で



説

あ
る
。

論

レ
ー
ン
法
上
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
一
見
き
わ
め
て
多
彩
な
も
の
・
内
容
豊
か
な
も
の
に
見
せ
て
い
る
こ
れ
ら
の
権
利
は
、

実
は
す
べ
て
主
君
に
よ
る
授
封
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
レ
ー
ン
は
も
と
も
と
他
人
の
も
の
で
あ
り
、
授
封
後
も

依
然
と
し
て
そ
の
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
レ
ー
ン
に
は
ほ
ん
ら
い
ア
イ
ゲ
ン

(
1自
分
の
も
の
)
と
し
て
の
性
格
が
欠
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
を
(
適
法
に
)
占
有
す
る
た
め
に
は
上
か
ら
与
え
ら
れ
る
権
原
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
、
レ
ー
ン
は
「
家
臣

の
も
の
」
と
し
て
ア
イ
ゲ
ン
に
近
似
す
る
性
格
を
帯
び
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

上
述
の
三
つ
の
権
利
を
以
上
の
よ
う
に
処
理
し
た
の
ち
に
、
占
有
と
い
う
意
味
で
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
に
対
し
て
権
原
と
は
独
立
に
与
え
ら
れ

(
出
)

る
法
的
特
典
と
し
て
残
る
の
は
、
実
は
次
の
一
つ
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
人
は
な
ん
び
と
を
も
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
か
ら
、
そ
れ

(
1ゲ

ヴ
ェ
!
と
が
彼
か
ら
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
な
い
限
り
、
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
」
(
三
八
・
四
)
。
わ
れ
わ
れ
は
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど

(
凶
)

言
い
回
し
ま
で
同
じ
規
定
に
、
す
で
に
ラ
ン
ト
法
で
お
目
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
レ

l
ン
法
で
注
目
を
惹
か
れ
る
の
は
、

(
郎
)

こ
こ
で
は
ラ
ン
ト
法
と
ち
が
っ
て
、
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
不
法
に
手
に
入
れ
た
」
場
合
に
つ
い
て
の
明
示
的
な
言
及
が
な
い
、
と
い
う
事
実
で
あ

以
上
の
よ
う
に
、

ろ
う
。

(
問
)

(
四
)
ロ
ロ
叶

R
宮
内
省

q
m
(不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
)
と
い
う
表
現
が
レ

1
ン
法
の
二
箇
所
に
登
場
し
て
く
る
こ
と
は
、
(
そ
れ
自
体
、
占
有
l
権

利
と
い
う
通
説
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
快
い
事
実
で
は
あ
る
ま
い
が
て
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
も
見
落
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
レ
ー
ン
法
に

お
い
て
は
、
こ
の
「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
と
い
う
表
現
に
、
ー
ー
ー
ラ
ン
ト
法
の
「
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
を
不
法
に
手
に
入
れ
る
」
場
合
と
は
ち
が

っ
て
|
|
明
確
な
定
義
的
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
と
は
「
授
封
な
し
の
(
レ

l
ン
の
)
占
有
」
(
者
句
。

(
間
)

自
己
巾
ロ
ロ
ロ
向
。
)
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
定
義
的
説
明
は
、
次
の
よ
う
な
具
体
的
ケ
1
ス

(
凶
)

べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
五
九
・
二
を
承
け
て
述

北法37(2・24)148 



あ
る
家
臣

(B)
が
他
の
者

(
C
)
と
契
約
を
結
び
、
(
た
と
え
ば
債
務
を
支
払
う
代
り
に
)
B
の

(MMB
が
そ
の
主
君

(A)
か
ら
受
領
し
て
い

レ
ー
ン

る
)
所
領
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
確
約
す
る
。
と
こ
ろ
が

C
は
こ
れ
を

(
A
の
家
臣
と
な
っ
て
)
レ
!
ン
と
い
う
形
で
受
領
す
る
こ
と
を
望
ま
ず
、

主
君

(
A
)
も
B
の
代
り
に

C
を
家
臣
と
し
て
そ
の
所
領
を
封
与
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い

O

B
は
C
に
対
し
て

(
A
に
よ
る
授
封
の
な
い
ま
ま
)
そ
の
所
領
を
現
実
に

C
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
瑚
)

B
は
、
こ
の
所
領
が
授
封
の
連
鎖
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
外
観
を
保
ち
、

そ
こ
で
、

あ
る
い
は
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

(
1占
有
)
の
中
へ
引
き
渡
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に

そ
れ
に
よ
っ
て

C
の
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
1占
有
)
を
補

強
す
る
た
め
に
、

ザクセンシュピーゲlレにおけるゲヴェーレ

C
の
同
意
を
え
て
こ
の
所
領
を
、
そ
れ
を
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

(
l占
有
)
な
し
に
(
外
見
上
)
レ

l
ン
と
し
て
受
領
す
る
こ
と
を

了
解
し
て
い
る

B
の
家
臣
た
ち
に
封
与
す
る
。
彼
に
主
君

(
A
)
が
レ

1
ン
法
廷
に
お
い
て
、

B
が
そ
の
所
領
を
か
か
る
仕
方
で
封
与
し
た
か

ど
で

B
の
責
を
問
う
。
そ
の
場
合
B
が
、
そ
の
所
領
を
そ
れ
に
つ
い
て

(
A
に
よ
る
)
授
封
を
受
け
て
い
な
い

C
に
与
え
、
自
分
の
ゲ
ヴ
ェ

1

レ

(
1占
有
)
か
ら
手
放
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
認
め
れ
ば
、

B
は
そ
の
所
領
を
喪
失
し
た
こ
と
に
な
る
(
後
述
す
る
よ
う
に
、
自
動
的
に
で
は

レ
ー
ン

な
く
、
そ
れ
を
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
)
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、

B
が
レ
ー
ン
法
廷
で
自
分
の
所
領
に
つ
い
て
他
の
主
君
を
引
き
合
い
に
出

(
回
)

し
た

(
l他
の
主
君
か
ら
受
領
し
た
レ

1
ン
で
あ
る
と
主
張
し
た
)
場
合
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ケ

l
ス
に
つ
い
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
主
君

(
A
)
が
家
臣

(
B
)
に
対
し
、
後
者
が
す
で
に
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
1占
有
)
を
手
放

し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
そ
れ
を
自
分

(B)
の
家
臣
た
ち
に
授
封
し
た
こ
と
(
「
彼
が
そ
れ
を
か
か
る
仕
方
で
封
与
し
た
こ
と
」
)
の
責
を
問

(
凶
)

う
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、

A
と
C
の
聞
に
は
主
従
関
係
が
存
在
し
な
い
ー
ー
し
た
が
っ
て

A
は
自
ら
の
レ

1
ン
法
廷
に
お

い
て
直
接
C
の
責
を
問
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
|
!
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
う
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
っ
と
重
要
な
の

は
、
次
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
項
に
ひ
き
つ
づ
き
、
(
見
せ
か
け
の
授
封
を
受
け
た

)
B
の
家
臣
た
ち
の
所
領
に
つ
い
て
の
権

利
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
旨
(
「
そ
の
所
領
が
そ
の
よ
う
な
形
で
封
与
さ
れ
た
者
た
ち
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
い
か
な
る
フ
オ
ル
ゲ
(
の
権
利
)
を
も

(
凶
)

持
た
な
い
:
:
:
。
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
l占
有
)
な
し
の
レ
ー
ン
は
、
す
べ
て
フ
ォ
ル
ゲ
(
の
権
利
)
を
欠
く
」
)
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
さ

北法37(2・25)149 



説
ら
に
進
ん
で
、

(
A
の
家
臣
で
は
な
く
、
そ
の
陪
臣
で
さ
え
な
い

)
C
が
そ
の
所
領
を
授
封
な
し
に
占
有
し
て
い
る
こ
と
が
、
直
接
に
き
び
し
く
非

(
崎
)

難
さ
れ
て
い
る
(
「
授
封
な
し
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
(
1占
有
)
は
、
す
べ
て
不
法
で
あ
る
」
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
せ
か
け
の
授
封
の
ケ
1
ス
(
五
九
・

レ
ー
ン
を
占
有
す
る
法
的
根
拠
が
授
封
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
、
殊
に
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
づ
く
五
九
・
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
家
臣

(
B
)
が
こ
の
見

(
凶
)

せ
か
け
の
授
封
に
つ
い
て
、
彼
自
身
居
合
わ
せ
て
い
る
レ

l
ン
法
廷
に
お
い
て
、
三
度
訴
え
ら
れ
る
(
そ
し
て
彼
が
応
訴
し
て
そ
の
訴
を
却
け
る

と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
案
が
そ
れ
か
ら
先
ど
う
処
理
さ
れ
る
か
は
、

北法37(2・26)150 

ご
に
お
い
て
、

論

こ
と
が
で
き
な
い
)
な
ら
ば
、
「
人

(
1
レ
l
ン
法
廷
、
主
君
)
は
彼
か
ら
そ
の
所
領
を
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
す
る
」
。
さ
ら
に

B
が
、
そ
の
後
六

週
間
以
内
に
そ
の
所
領
を
再
び
引
き
戻
し
、
「
そ
れ
に
伴
う
義
務
を
果
た
す
」
こ
と
を
し
な
い
な
ら
ば
、
こ
ん
ど
は
「
人

(
1
レ
l
ン
法
廷
、
主

君
)
は
彼
か
ら
そ
れ

(
l所
領
)
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
請
求
権

(
ω
B
u
g
-
8
)
(あ
る
い
は
権
利
)
を
判
決
を
も
っ
て
(
最
終
的
に
)
剥
奪
す

る
」
こ
と
に
な
る
。

B
が
所
領
を
引
き
戻
し
た
場
合
に
具
体
的
に
は
い
か
な
る
「
義
務
」
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
、
さ
ら
に
も

う
二
つ
後
の
五
九
・
四
の
規
定
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち

B
は
、
(
そ
の
所
領
を
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
l
占
有
な
し
に
|
|
I
外
見
上
|
|
授
封
さ
れ

(
叩
}

て
い
た
)
彼
の
家
臣
た
ち
を
、
「
レ

l
ン
法
(
廷
の
判
決
)
を
も
っ
て
、
彼
等
が
そ
の
所
領
を
改
め
て
彼
等
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
1占
取
)
へ
と
受

領
す
る
よ
う
強
制
し
、
ま
た
、

そ
れ

(
l所
領
)
を
授
封
な
し
に
持
っ
て
い
る
か
の
者

(C)
に
対
し
、

E
X
B
Eロ
巾
ロ
(
恩
顧
を
も
っ
て
、
つ

(
胤
)

ま
り
、
話
し
合
い
で
、
こ
の
場
合
に
は
む
し
ろ
、

B
の
一
存
で
て
あ
る
い
は
、
判
決
を
も
っ
て
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
l占
有
権
)
を
破
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
」
。
す
な
わ
ち
、
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
破
る
に
は
、
必
ず
し
も
判
決
を
も
っ
て
す
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
主
君
の
一
存
を
も
っ
て

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

レ
ー
ン
法
に
「
た
と
え
彼
が
(
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
)
不
法
に
手
に
入
れ
て
い
て
も
」
と
い
う
補
足
が
出
て
こ
な
い
理

ま
さ
に
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

(
五
)
主
君
に
よ
る
授
封
が
家
臣
に
よ
る
所
領
の
占
有
に
法
的
根
拠

l
権
原
を
与
え
る
の
で
あ
っ
て
、
所
領
の
占
有
そ
れ
自
体
が
権
利
を
生

由
は
、

む
の
で
は
な
い
、

と
い
う
上
述
の
見
解
は
、

レ
ー
ン
法
の
八
箇
所
に
出
て
く
る

E
g
)
ぽロ
g
m
o
g
R
(巾
)
(
l
戸
市
町
ロ
凹
唱
者
句
冊
、

レ
ー
ン
(
と
し



{
削
)

て
の
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
)
と
い
う
表
現
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
も
、
疑
問
の
余
地
な
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
単
な
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
(
巴
。
z
m
o
当
常
命
)
な
い
し
「
普
通
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
(
m
o
s
g
巾
官
4
2
2
)
を
証
明
す
る
に
は
、
「
そ
れ
が
誰
で

あ
ろ
う
と
も
、
彼
等
の
法

(
1権
利
)
に
つ
い
て
非
議
さ
れ
る
余
地
の
な
い
人
々
と
自
分
と
も
七
人
で
証
人
に
」
な
れ
ば
足
り
る
の
に
対
し
て
、

こ
の
レ

l
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
立
証
す
る
に
は
、
「
(
同
じ
)
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
て
い
る
」
「
(
同
じ
)
主
君
の
家
臣
六
人
と
と
も
に
(
自
分
と

も
七
人
で
)
証
人
に
」
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ぞ
れ
が
「
単
な
る
(
事
実
と
し
て
の
)
占
有
」
で
は
な
く
て
、
少
な
く
と
も
「
(
正
規
の
)

レ
l
ン
と
し
て
の
占
有
」
あ
る
い
は
「
(
正
規
の
)
レ
!
ン
と
し
て
受
領
し
た
こ
と
に
も
と
づ
く
占
有
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
印
)

こ
の
概
念
が
た
と
え
ば

σ。
R
E
g
(
プ
ル
ク
・
レ

l
ン
)
や
m
gお
吋
ぬ
〈

g
g
『
E
g
g
s℃
(

凹

g
門
戸
。
『
-
2
5
m
o
)
(
|
|
授
封
な
し
の
|
|
後

(
邸
)

見
権
に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
l
占
有
)
と
対
置
さ
れ
て
現
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
こ
う
し
た
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

レ
し
か
し
な
が
ら
Z
o
a
-
o
ロ
g
m
g
z
ス
ゆ
)
と
い
う
表
現
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
主
君
に
よ
る
授
封
の
事
実
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
よ

「
っ
て
与
え
ら
れ
る
権
府
の
こ
と
を
言
う
た
め
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

、

円
三
八
・
一
に
、
「
誰
で
あ
れ
(
あ
る
家
臣
I
C
が
)
上
級
主
君

(
A
)
に
、
彼

(C)
が
下
級
主
君

(B)
か
ら
受
領
し
て
い
る
所
領
を
返
還

λω 制
し
(
て
引
き
渡
し
て
そ
れ
を
彼

(C)
自
身
が
改
め
て
、
あ
る
い
は
、
他
の
者

(
1他
の
家
臣
、

D
)
が
レ

l
ン
と
し
て
受
領
し
、
し
か
も
彼

川

(
C
ま
た
は
D
)
が
そ
れ
に
つ
い
て
一
年
と
一
日

(
B
の
、
あ
る
い
は
、

B
か
ら
)
適
法
な
異
議
な
し
に

(
l法
廷
で
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
る
こ
と

(
出
)

イ
な
く
)
占
有
し
て
い
る
(
宮
島
)
」
ケ

l
ス
が
出
て
く
る
。
こ
の
場
合
、
「
そ
の
所
領
(
の
権
利
)
が
当
然
帰
属
す
べ
き
(
自
号
ロ
己
主
哲
三
問

d
m
o
g
E
)
か
の
者

(B)
は
、
彼
が
(
そ
の
こ
と
を
は
じ
め
て
知
っ
て
か
ら
)
、
彼
の
家
臣

(
C
)
が
そ
の
所
領
を

(
A
に
)
返
還
(
し
引
き
渡
)

W

し
て
い
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
旨
、
彼
の
年
期
内
に
彼
の
宣
誓
を
お
こ
な
い
、
か
つ
彼
が
そ
れ

(
l所
領
)
を
訴
を
も
っ
て
掴
ま
え
(
自
分

セみ
ノザ

な
に
も
の

の
も
の
と
主
張
す
)
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
の
こ
と

(
I
C
の
所
領
返
還
、

C
ま
た
は
D
の
受
封
、

(
1
い
か
な
る
権
利
)
を
も
失
う
こ
と
に
な
り
え
な
い
。
:
:
:
彼
等
(
双
方
、

B
と、

C
ま
た
は
D
)
の
う
ち
、
上
級
主
君

(A)
に

一
年
と
一
日
以
上
に
わ
た
る
占
有
)
に
よ
っ
て
は
、

北法37(2・27)151 



説

対
し
、
低
ロ

2
w
g古
ロ

-ggm将
司
常
(
!
自
分
の
最
初
の
レ

1
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
、
す
ぐ
に
後
述
す
る
と
こ
ろ
を
参
照
)
を
証
人
に
よ
り
立
証
し
う

(
出
)

る
者
が
、
そ
の
所
領
を
取
得
す
る
」
。
そ
れ
を
承
け
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
家
臣

(C)
が
た
と
え
そ
の
所
領
を
吉
印

E
S

北法37(2・28)152 

論

副
司
巾
吋
巾
ロ
自
昨
ロ
ロ
同

(
B
R
口
三
に
つ
い
て
は
(
六
)
で
後
述
す
る
が
、
と
り
あ
え
ず
「
利
用
を
伴
う
占
有
の
中
に
」
と
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
)
持
っ
て

い
て
も
、
そ
の
ゆ
え
を
も
っ
て
彼
の
主
君

(B)
に
と
り
色
巾
ぽ
ロ

g
m
2
2
5
(
レ
1
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
)
が
そ
れ
だ
け
遠
く
な
る
と
い
う
こ
と

(
山
川
)

は
な
い
」
。

こ
の
ケ

l
ス
に
つ
い
て
は
、

し
た
が
っ
て
、
家
臣

(
C
ま
た
は
D
)
が
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

ー
占
有
)
、

し
か
も
ヨ
昨
ロ
旦
の

ー
利
用
を
伴
う

そ
れ
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
下
級
主
君

(B)
に
は
|
|
も
と
も
と
そ
れ
を

C
に
与
え
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
l
l
L白
有
と
い

う
意
味
で
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
が
欠
け
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

B
は
、
団

-
5
2印件。ロ
-
2
2
m
o
d
S『
|
|
つ
ま
り
、

彼
が
最
初
に
授
封
を
受
け
た
と
い
う
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
所
領
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
い
て
占
有
者
で
あ
る

C
(
ま
た
は

D
)
に
勝
つ
の
で
あ
る
。
こ
の

B
の
立
証
を
上
廻
る
た
め
に
は
、

C
(
ま
た
は
D
)
は
、
逆
に
自
分
こ
そ
も
っ
と
早
く
授
封
を
受
け
た
と
い
う

こ
と
を
証
明
す
る
か
(
そ
れ
は
こ
の
ケ
l
ス
の
想
定
か
ら
し
て
不
可
能
に
近
い
て
そ
れ
と
も
、
彼
の
主
君

(B)
に
は
す
で
に
そ
の
所
領
に
つ
い

(
即
)

て
の
権
利
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

C
(ま
た
は
D
)
に
と
っ
て
は
こ
の
場
合
、
単
な
る
(
事
実
と
し
て
占
有
)
を

証
明
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
そ
の
所
領
は

(
B
の
主
張
に
よ
れ
ば
)
も
と
も
と
B
か
ら
授
封
さ
れ
た
も
の
を

(
A
か
ら
受

領
し
て
も
)
権
原
な
し
に
占
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
|
|
。

別
な
あ
る
条
項
で
は
、
同
じ
こ
と
が
、

い
わ
ば
裏
返
し
に
さ
れ
た
形
で
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
誰
か
あ
る
主
君
(
上
述
の
場

合
の
B
、
以
下
同
様
)
が
あ
る
所
領
を
彼
の
家
臣

(C)
に
封
与
す
る
場
合
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
彼

(B)
か
ら
彼
の
上
級
主
君

(A)
に

対
し
て
彼

(B)
の
(
持
つ
)
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
が
遠
ざ
け
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
彼

(B)
に
対
し
彼
の
主
君

(A)
が
そ
の
所
領
に
つ

き

(
B
に
授
封
し
た
こ
と
を
)
承
認
し
な
い
場
合
に
も
(
そ
う
で
あ
る
)
、
け
だ
し
彼
の
家
臣

(
B
)
は
そ
れ

(
1所
領
)
を
彼

(
A
)
自
身
か
ら



(
瑚
)

ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
へ
受
領
し
た
の
で
あ
る
か
ら
」
。
こ
の
条
項
に
お
い
て
も
、
(
特
に
最
初
に
出
て
く
る
)
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
語
が
上
述
し
た
レ
ー

ン
・
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
と
同
義
で
あ
っ
て
、

1

1
又
授
封
権
を
も
含
む
|
|
レ

l
ン
占
有
の
た
め
の
権
原
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
一
義
的
に
明
瞭

で
あ
ろ
う
。

レ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
「
そ
れ
を
次
々
と
あ
る
一
人
が

こ
こ
で
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
引
用
し
た
一
四
・
一
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
す
れ
ば
、

他
の
者
か
ら
(
レ

l
ン
と
し
て
)
受
領
」
し
う
る
こ
と
は
、
取
り
立
て
て
い
う
ほ
ど
格
別
の
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
場
合
各

レ
ー
ン

・
人
が
こ
の
所
領
に
つ
い
て
持
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
所
領
が
さ
ら
に
又
授
封
さ
れ
る
限
り
、
決
し
て
色
命
者
R
O
E
-門
口
巳
(
利
用
を
伴
う
ゲ
ヴ

ェ
1
レ
、
あ
る
い
は
、
現
実
の
占
有
)
で
は
あ
り
え
ず
、
こ
こ
で
説
明
し
て
い
る

Z
D
g
m
9
5
5
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
ぽ
ロ

g
m
9
5
5

と
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
突
き
つ
め
て
言
え
ば
、
(
事
実
と
し
て
の
)
占
有
で
は
な
く
て
、
そ
の
た
め
の
権
原
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

そ
の
持
主
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
母

4
5『
命
ヨ
芹
ロ
巳
の
方
は
|
|
主
君
が
そ
れ
を
家
臣
に
与
え
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
も
は
や
主
君
の
手
に
は
残

ら
な
い
か
ら
|
|
「
一
人
の
も
の
」
で
し
か
あ
り
え
ず
、
し
か
も
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
都
度
(
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
領
ご
と

レ
ー
ン

に
)
レ

1
ン
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
最
末
端
に
位
置
し
、
そ
の
所
領
を
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
又
授
封
す
る
こ
と
の
な
い
家
臣
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

(
瑚
)

そ
、
主
君
と
そ
の
家
臣
と
が
事
情
に
よ
っ
て
は
同
じ
一
つ
の
所
領
の
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
を
め
ぐ
っ
て
争
う
こ
と
に
な
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、

両
者
の
間
で
そ
う
し
た
争
い
が
起
こ
り
う
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
【
同
命
名
巾

Z
B
X
E丹
(
利
用
を
伴
う
、
ま
た
は
、
現
実
的
な
占
有
と
い
う
意
味

〔
附
)

で
の
ゲ
ヴ
ェ
!
と
を
持
ち
ま
た
そ
れ
を
実
際
に
行
使
で
き
る
の
は
|
|
「
重
畳
的
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
な
る
通
説
の
想
定
す
る
と
こ
ろ
と
は
ま

北法37(2・29)153 

そ
、
そ
れ
が
家
臣
へ
の
又
授
封
や
家
臣
の
も
つ
母
宅
2
0
5
X
ロ
巳
に
よ
っ
て
、

っ
た
く
ち
が
っ
て

l
lた
だ
一
人
の
者
で
し
か
あ
り
え
な
い
、

(
六
)

と
い
う
こ
と
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
|
|
通
説
に
し
た
が
っ
て
|
|
土
地
(
な
い
し
所
管
を
直
接
に
用
益
し
て
い
る
小
作
人
も
、
こ
の
母
宅
再
巾
ヨ
芹

EH

と
お
考
え
の
向
き
も
少
な
く
あ
る
ま
い
。
そ
れ
に
対
す
る
答
は
、
断
じ
て
否
で
あ
る
。
す
で
に

を
(
分
か
ち
)
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、



説

指
摘
し
た
よ
う
に
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が
丘
自
習
同
(
小
作
地
)
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
ラ
ン
ト
法
に
お
い
て
も
ま
た
レ

l

(
削
)

ン
法
に
お
い
て
も
一
度
も
な
い
。
さ
ら
に
、
「
は
じ
め
に
」
引
用
し
た
一
四
・
一
で
は
、
「
そ
れ

(
l土
地
)
を
宮
口
正
己
ロ
色
。

zmmwrrwY0412

(
利
用
と
収
益
に
お
い
て
持
ち
こ
に
ひ
き
つ
づ
き
、
「
そ
れ
か
ら
巴

E
(小
作
料
)
を
取
得
す
る
者
」
(
つ
ま
り
、
地
主
)
と
い
う
表
現
が
出
て
く

そ
も
そ
も
こ
の
一
四
・
一
も
ま
た
れ
っ
き
と
し
た
レ

1
ン
法
上
の
規
定
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
作
人
も
小
作
地

論

る
し
、

そ
れ
に
、

に
つ
い
て
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
そ
も
そ
も
あ
ま
り
あ
り
そ
う
も
な
い
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
三
つ
の
こ

と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(a)
ロ
巳
お
よ
び

m
m
p
と
い
う
語
の
用
法
。
ま
ず
ロ
巳
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
語
は
レ

l
ン
法
に
は
一
四
・
一
の
ほ
か
三
〔
四
〕
箇
所

(

阻

)

(

削

)

に
現
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
あ
る
土
地
を
古
印
宮
内
司
君
需

g
B昨
ロ
丘
町
内
耳
同
(
利
用
を
伴
う
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
l
占
有
の
中
に
持
ち
て
ま
た

(
胤
)

は
、
自

w
zロ己
q
三
E

Z
印
E
Oご
百
円
(
掴
ま
え
占
取
し
て
自
己
の
利
用
に
供
し
て
ま
た
は
、
山
富
巾
ロ
己
門
戸

sa巾
ωロ
ぬ
問
。
Z
E
釦
]
芯
ロ
(
利
用
と
収
益

(
邸
}

な
し
に
保
持
す
る
)
の
は
、
家
臣
か
そ
れ
と
も
主
君
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
小
作
人
で
は
な
い
。
ラ
ン
ト
法
で
は
、
こ
の
語
が
土
地
な

(
雌
}

い
し
不
動
産
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
た
だ
一
箇
所
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
相
続
人
な
し
に
遣
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン

の
は
裁
判
官
(
す
な
わ
ち
、
主
と
し
て
グ
ラ
l
フ
、
あ
る
い
は
、
ど
ん
な
に
地
位
が
低
く
て
も
、

せを
しそ 5・

せ∞
い 5'
シ、。

ュ、 E
ル、同

ト、 z
ハ、話
ィ、同

三、盲
己で m

あ(詞
伊用

向
け
る

(
胤
)

レ
l
ン
法
に
は
こ
れ
ま
た
一
四
・
一
の
ほ
か
三
〔
四
〕
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
〔
一
〕

(
附
)

箇
所
に
つ
い
て
は
、
ロ
E
の
語
と
の
関
連
で
す
で
に
述
べ
た
。
他
の
二
箇
所
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
ン
ゲ
フ
ェ
レ

(
g
m
2巾
-
F
l
lこ
れ
に
つ
い
て

レ
ー
ン

は
、
本
節
(
七
)
で
も
さ
ら
に
後
述
す
る
が
、
封
相
続
人
が
未
成
熟
の
問
、
所
領
か
ら
の
収
益
を
取
得
す
る
権
利
で
あ
る
)
に
関
係
し
て
い
る
が
、
円
凶
器

、(m)

レ
ー
ン

肉
色
丹
色
。
印
明

Hag
口
。
ョ

g
∞
g
]
(そ
の
所
領
の
収
益
を
取
得
す
べ
き
)
者
と
し
て
家
臣
が
、
ま
た
、
(
封
相
続
人
が
成
熟
に
達
し
て
の
ち
に
)
旦

レ
ー
ン

【凶

g
w
z
a
m一
切
羽
邑
巾
ロ
2
M
m
o
p
ロ
命
日
。
ロ
ロ

2
E見
(
そ
の
子

1
封
相
続
人
の
所
領
か
ら
(
も
は
や
)
い
か
な
る
収
益
を
も
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
)
者

次
に

m巳
片
の
語
に
つ
い
て
言
え
ば
、

北法37(2・30)154 



(
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ま
で
そ
の
収
益
を
取
得
し
て
い
た
者
)
と
し
て
主
君
が
登
場
し
て
く
る
。
残
っ
た
一
箇
所
は
、

g巾
『

ω
Z
O
V
E
H一。。仏ゆ一司〈民

加
わ

E
g
m
m山一ロ〕
R
g
r
a
m州内山一-門
rw(myo〈
mw丹〈
mwロ
弘
吉
ゆ

F-22ロ
(
半
フ
l
フ
エ
(
の
土
地
)
ま
た
は
毎
年
五
シ
リ
ン
グ
の
収
益
(
の
上
が
る
権
利
)
を

(m) 

そ
の
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
る
)
家
臣
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
法
で
は
肉
色
丹
の
語
は
、
大
部
分
、
債
権
と
債
務
お
よ
び
そ
の
支
払

(

m

)

(

問
)

の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
る
箇
所
で
は
、
水
車
場
・
関
税
所
・
貨
幣
鋳
造
所
お
よ
び
葡
萄
園
の
収
益
|
|
つ
ま
り
、
レ
ー
ン
法
で
は

(
郎
)

授
封
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
も
の
t

ー
ー
が
こ
の
語
で
呼
ば
れ
て
い
る
と
と
、
ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
「
彼

(
l小
作
人
)
が
毎
年
支
払
う
べ
き
」

(
陥
)

江
口
印
(
小
作
料

)
1
lお
よ
び

Z
想
号
(
十
分
の
一
税
)
|
|
も
同
じ
く
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
あ
る
土
地
を
宮
ロ
巳
(
利
用
の
中
に
)
ま
た
は

Z
m
m
w
E
m
(収
益
の
中
に
)

持
っ
て
い
る
者
|
|
お
望
み
な
ら
、
そ
の
土
地
の
「
用
益
権
者
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
|
|
と
は
、
「
そ
の
土
地
か
ら
小
作
料
を
取
得
し
て
い
る

(m) 

レ
者
」
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
封
建
身
分
に
属
す
る

(
1
へl
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
)
グ
ル
ン
ト
へ
ル
の
こ
と
を
指
す
表
現
で
あ
る
。
小
作
人
に
は

「
そ
も
そ
も
こ
の
意
味
で
の
「
用
益
権
」
(
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
今
日
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
)
が
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

円

(
b
)
レ
l
ン
と
小
作
地
主
g
m
c円
)
の
峻
別
。
あ
る
条
項
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
人
が
毎
年
な
ん
ら
か
の
賃
料
(
円

g)

3

、

比
(
も
ち
ろ
ん
小
作
料
を
含
む
)
を
納
付
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
(
あ
る
い
は
、
そ
の
家
臣
)
は
そ
の
土
地
に
つ
い
て
い
か
な
る
レ

l
ン
(
と

印
し
て
の
権
利
)
を
も
(
立
証
)
取
得
す
る
こ
と
を
え
な
い
。
し
か
る
に
そ
の
者
(
あ
る
い
は
、
そ
の
家
臣
)
が
そ
れ

(
1土
地
)
に
つ
き
レ

l
ン

レイ
で
あ
る
と
主
張
し
、
ま
た
主
君
が
証
人
を
も
っ
て
そ
れ
に
つ
き
彼
の

(
1彼
が
借
地
に
出
し
た
)
小
作
地
で
あ
る
旨
立
証
(
し
そ
れ
を
小
作
地
と

4

し
て
保
持
)
す
る
こ
と
を
求
め
る
な
ら
ば
、
彼

(
l
レ
1
ン
と
主
張
す
る
者
あ
る
い
は
家
臣
)
が
彼
の
主
君
に
対
し
て
彼
の
レ

1
ン

(
l自
分
に
授

げ
封
さ
れ
た
レ

l
ン
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
授
封
の
事
実
そ
の
も
の
)
を
立
証
(
し
そ
れ
を
レ
!
ン
と
し
て
保
持
)
し
え
な
い
限
り
、
ゲ
ヴ
ェ

(問

}

(

m

)

何

l
レ

(
1占
有
)
は
そ
の
者
(
あ
る
い
は
、
そ
の
家
臣
)
に
と
っ
て
何
の
役
に
も
立
た
な
い
」
。
さ
ら
に
別
な
条
項
で
は
、
次
の
よ
う
な
ケ

1
ス

、

ザ
が
も
っ
と
激
し
い
口
調
で
糾
弾
さ
れ
て
い
る
。
「
誰
で
あ
れ
授
封
な
し
に

(
1授
封
を
受
け
な
い
で
)
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
l
レ
l
ン
の
占
有
)
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説

の
中
に
居
る

(
瑚
)

2
2
5
2
n宮
内
門
司

q命
的
件
)
者
が
あ
り
、
彼
が
そ
れ

(
l不
法
な
ゲ
ヴ
ェ
!
と
を
、
こ
の
所
領
は
彼
の

し
か
も
そ
れ
に
つ
き
彼
が
(
地
主
あ
る
い
は
領
主
と
し

(
1彼
に
借
地
と
し
て

貸
与
さ
れ
て
い
る
)
小
作
地
で
あ
る
、

と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
持
し
よ
う
と
し
、

:?A 
日聞

て
)
引
き
合
い
に
出
し
た
者
も
そ
れ
に
つ
き
承
認
す
る
場
合
、
人

(
l
お
よ
そ
そ
う
い
う
不
法
な
こ
と
を
主
張
し
ま
た
そ
れ
に
手
を
貸
す
者
)
は
、

プ
ル
ク

次
の
こ
と
を
承
知
す
べ
き
で
あ
る
、
(
す
な
わ
ち
)
な
ん
ぴ
と
も
城
塞
を
、
ま
た
都
市
を
も
、
ま
た
裁
判
(
権
)
を
も
、
ま
た
家
臣
の
所
領
に
か

か
る
(
軍
事
的
な

1
い
わ
ゆ
る
封
建
的
)
奉
仕
を
も
、
小
作
料
(
巴
ロ
印
)
と
引
き
か
え
に
、
と
り
わ
け
彼
の
同
身
分
者
や
自
分
よ
り
上
位
(
の
身

分
)
に
あ
る
者
に
対
し
貸
し
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
と
。
つ
ま
り
、
れ
っ
き
と
し
た
レ
ー
ン
を
授
封
を
受
け
ぬ
ま
ま
に
占
有
し
て

い
る
者
が
、
事
も
あ
ろ
う
に
ぬ
け
ぬ
け
と
そ
れ
は
小
作
地
で
あ
る
と
言
い
逃
れ
る
の
は
、
著
者
ア
イ
ケ
に
と
っ
て
絶
対
に
許
し
え
ぬ
こ
と
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
小
作
地
に
関
す
る
定
義
的
規
定
が

|
lラ
ン
ト
法
に
で
は
な
く
l
l
l
レ
l
ン
法
に
、
し
か
も
右

(
削
)

の
ケ

l
ス
の
直
後
の
条
項
に
、
レ
ー
ン
と
小
作
地
の
区
別
を
だ
め
押
し
す
る
形
で
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
ま
ず
右
の
ケ

l
ス
を

承
け
て
、
「
ま
た
、
水
車
場
お
よ
び
貨
幣
鋳
造
所
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
関
税
所
(
か
ら
の
収
益
)
(
こ
こ
ま
で
は
、
授
封
の
対
象
と
な
り
う
る

』
「
開
悩
d

も
の
で
あ
炉
)
、
な
ら
び
に
、
賃
料
(
門
即
日
)
(
小
作
料
を
含
む
)
ま
た
は
貢
租

ezm巾
)
と
引
き
か
え
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
る
フ
1
フ
ェ
ま
た

は
土
地
を
、
な
ん
ぴ
と
も
も
う
一
度
賃
料
(
小
作
料
を
含
む
)
と
引
き
か
え
に
貸
し
出
す
こ
と
を
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
上
で
、

い
わ
ば
小
作
地
の
定
義
が
次
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
誰
で
あ
れ
適
正
に
(
吋

aozw巾
)
小
作
地
を
持
と
う
と
す
る
者
は
、
そ
れ

を
自
ら
耕
作
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
彼
の
下
僕

(
r
s
n
z
o
)
(が
そ
れ
を
耕
作
し
、

1
彼
の
下
僕
に
耕
作
さ
せ
て
彼
等

(
l下
僕
)
を
彼
は
食
事

と
賃
銀
を
も
っ
て
賄
う
べ
き
で
あ
る
。
彼
が
そ
れ
を
他
の
人
々
(
自
己

q
E己
g)(あ
る
い
は
、
他
の
従
属
民
)
に
賃
料
(
小
作
料
を
含
む
)
ま

た
は
貢
租
と
引
き
か
え
に
貸
し
出
す
な
ら
ば
、
彼
自
身
が
そ
の
土
地
の
不
法
な
小
作
人

(
5
5
n伊
丹
江
口
回
目
白
ロ
)
と
な
る
」
。
つ
ま
り
、
小
作

し
た
が
っ
て
己
2
二
宮
田
仔
肖

E
E
B
E
(そ
れ
か
ら
地
代
を
取
得
あ
る
い
は

人
が
小
作
料
と
ひ
き
か
え
に
小
作
地
を
又
貸
し
で
き
な
い
こ
と
、
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(
悶
)

徴
集
す
る
)
立
場
に
な
い
こ
と
は
、
定
義
上
明
ら
か
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
そ
の
こ
と
を
あ
え
て
な
す
な

ら
ば
、
彼
自
身
が
「
不
法
な
小
作
人
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

(
胤
}

(
C
)

小
作
地
に
対
す
る
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
。
小
作
人
に
は
、
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
者
と
生
ま
れ
つ
い
て
い
な
い
者
の
二
種
が
あ
り
、

{
踊
)

後
者
は
身
分
か
ら
い
え
ば
(
三
種
の
自
由
人
の
中
で
い
ち
ば
ん
身
分
の
低
い
)
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
階
層
に
属
す
る
、
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
「
所
領

に
生
ま
れ
つ
い
て
い
な
い
」
小
作
人
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
一
方
で
は
、
彼
が
領
主
か
ら
〈
ユ

m
E
(自
由
な
土
地
ま
た
は
所
領
)
を
借
地

(
1

へ
ル

小
作
地
)
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
場
合
、
「
彼
が
彼
の
領
主
に
対
し
て
約
束
し
た
こ
と
(
そ
の
中
心
は
も
ち
ろ
ん
小
作
料
の
支
払
こ
を
除
け
ば
、

「
い
か
な
る
(
特
に
軍
事
的
)
奉
仕

E
2
2
3
ま
た
は
(
臨
時
の
)
賦
課
(
金
)(σ
包
め
)
ま
た
は
(
主
君
の
一
行
を
)
宿
泊
(
さ
せ
る
)
義
務

(
y
q
σ
q
m
o
)

(
雌
)

(
因
み
に
、
以
上
は
す
べ
て
家
臣
の
負
う
封
建
的
義
務
で
あ
る
)
を
も
」
負
わ
な
い
、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
に
お
い
て
、
あ

レ
る
ラ
ン
ト
法
の
条
項
に
よ
る
と
、
領
主
が
彼
の

(
1彼
が
借
地
に
出
し
て
い
る
)
所
領
か
ら
そ
こ
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
な
い
小
作
人
を
「
逐
い

三
出
そ
う
す
る
」
場
合
、
「
彼

(
1領
主
)
は
蝋
燭
聖
別
の
ミ
サ
の
日

(
1二
月
二
日
)
に
彼

(
1小
作
人
)
に
解
約
(
告
知
)
す
る
」
こ
と
が
で
き

Jf一
(
即
)

れ
ん
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
領
主
は
彼
の

(
1彼
が
借
地
に
出
し
て
い
る
)
所
領
の
上
で
、
人

(
l小
作
人
一
般
)
が
彼
に
対
し
彼
の
所
領
に

グ

ル

ト

防
つ
い
て
約
束
し
て
い
た
彼
の
了
彼
が
徴
集
・
取
得
す
べ
き
)
収
益

(
1主
に
小
作
料
)
の
た
め
に
、
裁
判
官
の
許
可
な
し
に
差
し
押
え
る
こ
と

お

(

瑚

)

に
が
で
き
る
」
。
つ
ま
り
、
領
主
は
小
作
地
に
お
い
て
自
力
差
押
の
権
利
さ
え
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
作
地
に
対
す
る
こ
う
し
た
領
主
支
配

ル

(

瑚

)

イ
が
存
続
す
る
限
り
|
|
た
と
え
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
新
し
い
発
展
の
萌
芽
が
一
・
二
認
め
ら
れ
ぬ
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
|
|
わ

f

れ
わ
れ
は
、
小
作
地
は
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
与
る
に
は
依
然
と
し
て
(
正
規
の
)
レ

1
ン
や
(
ほ
ん
ら
い
の
意
味
で
の
)
ア
イ
ゲ
ン
か
ら
あ
ま
り
に
も

ん

(

瑚

)

九
遠
い
存
在
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
包
三

g
(彼
の
レ
l
ン
)
あ
る
い
は
誰
そ
れ
の
レ

1
ン
と
言
わ
れ
る
場
合
に

(m) 

片
は
、
例
外
な
く
家
臣
の

(
1家
臣
が
受
領
し
て
い
る
)
レ

l
ン
を
指
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
曲
目
三
宮
山
官
同
(
彼
の
小
作
地
)
と
言
わ
れ
る
場
合
、

7

、

ョ
時
に
小
作
人
の

(
l小
作
人
が
借
り
受
け
て
い
る
)
小
作
地
の
こ
と
を
指
す
こ
と
も
あ
る
も
の
の
、
時
に
は
ま
た
領
主
の

(
1領
主
が
借
地
に
出
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(
股
)

説
し
て
い
る
)
小
作
地
を
指
す
こ
と
が
あ
る
、

と
い
う
用
語
法
上
の
相
違
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
関
す
る
限
り
、
品
。
一
巧

0
2
自
由
丹
ロ
ロ
同
(
利
用
を
伴
う
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
)
と
い
う
の
は
(
小
作
人
に

論

よ
る
)
小
作
地
の
占
有
で
は
あ
り
え
ず
、
領
主
ま
た
は
家
臣
に
よ
る
所
領
の
占
有

l
l特
に
(
小
作
人
か
ら
)
小
作
料
を
徴
集
す
る
権
利
を
伴

う
そ
れ
ー
ー
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
る
こ
と
が
、
疑
問
の
余
地
な
く
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
は
、
こ
の
母
宅

m
z
g
x
ロ
巳

な
る
概
念
と
の
関
連
で
、
も
う
一
つ
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
ぽ
色

wzowm者
耳
。

(
瑚
)

(
通
説
の
い
わ
ゆ
る
「
直
接
的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
)
な
る
概
念
と
同
一
の
も
の
と
考
え
う
る
か
、
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
間
に
対
す
る
解
答
は
、
多
く
の
場
合
に
は
「
然
り
」
で
あ
る
が
、
常
に
そ
う
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
上
級
主
君
に
と
っ
て
は
、
あ
る
所
領
が
、
芹
包
広
島
-nFo号一司〈
q
z
m
oロ
(
そ
れ
が
(
又
)
授
封
さ
れ
て
い
ま
い
と
(
文
)

授
封
さ
れ
て
い
よ
う
と
)
、

-o門出
n
y
(
授
封
さ
れ
て
い
な
い
状
態
、
裏
か
ら
い
え
ば
家
臣
に
新
た
に
授
封
で
き
る
状
態
)
に
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か

{

削

)

レ

1

ン

ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
上
級
主
君
は
、
そ
の
所
領
の
以
前
の
持
主

(
l下
級
主
君
)
が
そ
れ
を
そ
の
家
臣

(
l上
級
主
君
か
ら
見
れ
ば
陪
臣
)
に

又
授
封
し
て
い
た
(
し
た
が
っ
て
、
陪
臣
が
現
に
利
用
を
伴
う
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
中
に
持
っ
て
い
る
)
所
領
を
も
、
自
分

(
l上
級
主
君
)
の
家
臣
の

一
人
に
授
封
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
|
|
裏
側
か
ら
|
|
最
も
明
確
に
証
明
し
て
い
る
の
は
、
前
述
し
た
(
陪
臣
に
よ
る
)
フ
オ

(
郎
)

ル
ゲ
の
際
の
豆
宮
口
問
。
(
上
級
主
君
に
よ
る
新
主
君
の
指
定
)
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
上
級
主
君
は
下
級
主
君
の
死
亡
等
に
よ
っ
て
レ

l
デ
ィ
ヒ

レ

ー

ン

レ

ー

ン

に
な
っ
た
所
領
を
ま
ず
彼
の
(
別
な
)
家
臣
に
授
封
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
所
領
を
現
に
占
有
し
て
い
る
陪
臣
が
彼

(
l上
級
主
君
)
の

許
に
フ
オ
ル
ゲ

(
l授
封
更
新
)
を
求
め
て
き
た
と
き
、
彼
が
す
で
に
そ
の
所
領
を
授
封
し
て
い
た
彼
の
家
臣
を
、
そ
の
陪
臣
の
新
し
い
(
下

級
)
主
君
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
上
級
主
君
が
(
そ
し
て
新
し
い
下
級
主
君
も
)
そ
の
所
領
を
い
ち
ど
も
直

接
に
占
有
し
、
そ
こ
か
ら
の
収
益
を
わ
が
も
の
と
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、

ωロ
m
o
d
t
r

(
封
相
続
人
が
未
成
熟
の
問
、
所
領
の
収
益
を
取
得
す
る
権
利
)
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
見
ら
れ
る
。
「
そ
の
者

(
1未
成
熟
の
封
相
続
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そ
の
子

(
l
封
相
続
人
、
こ
の
場
合
下
級
主

ま
た
は
そ
の
子
の
後
見
人
か
ら
、
奉
仕

S
g
g円
)
(
あ
る
い
は
、
役
務
)
を
命
じ
ら
れ
た
場
合
、
(
上
級
)
主
君
が
営
再
〈
色
。

(
l

ア
ン
ゲ
フ
ェ
レ
)
を
封
与
せ
ず
に
(
口
口
語
ユ
m
m
g
)
(自
分
で
)
持
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
上
級
主
君
に
奉
仕
(
あ
る
い
は
、
勤
務
)
す
べ
き
で
あ

(
胤
)る

」
。
し
た
が
っ
て
、
上
級
主
君
は
、
レ

l
デ
イ
ヒ
に
は
な
っ
た
も
の
の
、
す
で
に
(
陪
臣
に
対
し
文
)
「
封
与
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
(
〈

qrmoロ)

人
の
家
臣
)
た
ち
は
し
か
し
そ
れ

(
l所
領
)
に
つ
き
、
彼
等
に
対
し
、
法
に
そ
う
あ
る
よ
う
に
、

君
)
か
ら
、

所
領
か
ら
は
、
立

E
(主
に
小
作
料
)
で
は
な
く
て
、
色
。

5
2
(主
に
軍
事
的
な
奉
仕
)
を
要
求
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
ほ
ぼ
確
実

に
推
定
で
き
る
。

1
1
1
か
り
に
通
説
に
従
っ
て
-
注
目

nyzE当
qfv}そ
う
訳
す
と
|
|
「
直
接
的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
は
必
ず
し
も
所
領
の
「
用

(
防
)

益
を
伴
う
占
有
」
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る

H

(
七
)

(
聞
)

レ
l
ン
法
に
お
い
て
も
、
七
〔
八
〕
箇
所
に
、
「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
」
の
概
念
が
登
場
し
て
く
る
。
本
節
の
最
後
に
こ
の
概
念
を

レ
ー
ン
法
上
の
「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
概
念
に
つ
い
て
の
定
義
的
説
明
は
、

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

検
討
す
る
。

一
三
・
一
で
次
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
家
臣
が
そ
れ

(
1所
領
)
を
受
領
し
た
後
、
主
君
の
適
法
な
異
議
な
し
に

(
1
レ
l
ン
法
廷
に
お
い
て

(
瑚
)

正
式
に
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
て
六
週
間
と
一
年
、
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
お
い
て
(
釦
ロ
回
目
ロ
ぬ
口
当

q
g
)
持
っ
て
い
る
所
領
に
つ

「
主
君
が
彼
の
家
臣
に
対
し
て
、

き
(
彼
1
家
臣
に
授
封
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
)
否
認
す
る
場
合
、
そ
の
家
臣
が
そ
れ

(
l所
領
)
に
つ
き
門
町
一

z
n
z
g
M
4
5
5
(適
法
な
ゲ
ヴ

ェ
1
レ
)
を
〔
七
人
の
家
臣
を
も
っ
て
〕
(
証
人
に
よ
り
)
立
証
で
き
る
な
ら
ば
、
円
凶
命
的
]
ぬ
ロ

g
m
2
2
5
(
レ
l
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
)
を
彼

(
1家

臣
)
は
単
独
で
聖
遺
物
に
か
け
て
(
の
官
遍
言
を
も
っ
て
)
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の
所
領
を
証
人
な
し
に

(
1証
人
に
よ
る
立
証
を
要

せ
ず
し
て
)
保
持
す
る
(
こ
と
が
で
き
る
)
、
人

(
l主
君
)
が
正
式
の
訴
を
も
っ
て
そ
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
破
る
こ
と
を
え
な
い
限
り
」
。
し
か
し
、

こ
こ
で
も
ま
た
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
者
が
実
力
を
も
っ
て

(
E
X
m命
名
色
丹
)
占
有
し
て
い
る

(
σ
2
5
も
の
は
、
決
し
て
適
法
な
ゲ
ヴ

(
湖
)

ェ
l
レ
と
は
言
わ
な
い
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
と
通
常
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
|
|
あ
る
い
は
、

一
年
と
一
日
に
達
し
な
い
レ

l
ン
の
占
有
ー
ー
と
の
相
違
は
ど
こ
に
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説

あ
る
の
か
。
そ
れ
を
破
る
に
は
正
式
の
訴
を
も
っ
て
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
規
定
は
、
す
で
に
通
常
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
に
つ
い
て
も

{
加
)

見
ら
れ
た
の
で
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
を
持
つ
者
に
認
め
ら
れ
る
法
的
利
点
な
い
し
特
典
は
、
次
の
二
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
家
臣
が
「
七
人
の
家
臣
(
仲
間
)
を
も
っ
て
」
適
法
の
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
の
存
在
と
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

呈A
日岡

(a) 
レ
ー
ン
・
ゲ

ヴ
ェ

l
レ
の
証
明
に
つ
い
て
は
「
単
独
の
宣
誓
」
を
も
っ
て
足
り
、

(
b
)
(
主
君
が
そ
の
授
封
を
否
認
し
て
い
る
)
所
領
を
「
証
人
に
よ
る
立
証

を
要
せ
ず
し
て
」
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
特
典
は
具
体
的
に
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
通
常
の
レ

l
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H少
な
く
と
も
レ

1
ン
と
し
て
の
占
有
)
の
場
合
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
す
で
に
本
節
(
五
)
で

述
べ
た
よ
う
に
、
家
臣
は
そ
れ
を
六
人
の
家
臣
仲
間
と
自
分
と
も
七
人
で
立
証
す
る
。
そ
の
場
合
、
こ
の
六
人
は
必
ず
し
も
目
撃
証
人
た
る

(
加
)

こ
と
を
要
し
な
い
が
、
彼
等
の
証
明
す
べ
き
こ
と
が
依
然
と
し
て
主
君
に
よ
る
授
封
の
事
実
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
家
臣
は
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
つ
い
て
は
、
一
年
(
と
六
週
間
)
以
上
に
わ
た
り
現
実
に
所
領
を
占
有
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
れ

ば
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
通
常
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
と
の
決
定
的
な
相
違
で
は
な
い
の
か
。
現
に
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
つ
い
に
、

事
実
と
し
て
の
占
有
が
権
原
と
し
て
の
授
封
に
取
っ
て
代
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
印
象
を
受
け
ら
れ
る
向
き
も
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
結
局
そ
れ
は
、

そ
の
点
だ
け
を
切
り
離
し
て
考
え
た
と
き
に
一
瞬
頭
に
浮
か
ぶ
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
。

(a)
に
明

ら
か
な
よ
う
に
、
家
臣
は
一
年
(
と
六
週
間
)
以
上
に
及
ぶ
占
有
の
事
実
を
証
明
し
た
後
で
、
た
と
え
「
単
独
の
宣
誓
」
と
い
う
(
最
も
容
易

な
証
明
手
続
)
を
も
っ
て
で
あ
れ
、
そ
れ
に
加
え
て
独
立
に
「
レ

l
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

l
レ」

(
1授
封
の
事
実
)
を
証
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
l
一
年
と
六
週
間
に
及
ぶ
占
有
の
事
実
)
の
証
明
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
授
封
の
事
実

(
1権
原
)
の
証

の
具
体
的
な
意
味
で
あ
る
。

(b)
に
つ
い
て
も
、
次
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
一
般
に
、
主
君
が
そ
の
家
臣
に
あ
る
所
領
を
授
封
し
た
場
合
、
彼

(
加
)

は
|
|
一
年
間
|
|
後
者
の
保
障
人

T
追
奪
担
保
人
)
に
な
る
。
レ
ー
ン
法
で
は
主
君
が
同
時
に
保
障
人

(
l追
奪
担
保
人
)
な
の
で
あ
る
。

明
を
(
容
易
に
こ
そ
は
す
れ
)
不
要
に
は
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

(a) 
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し
か
し
、
こ
れ
は
も
と
も
と
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
問
題
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
主
君
と
家
臣
の
間
で
所
領
を
め
ぐ
っ
て
争
い
が

起
き
る
と
き
に
は
、
主
君
が
授
封
の
事
実
を
承
認
す
る
か
そ
れ
と
も
否
認
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
問
題
に
な
る
。
主
君
が
授
封
の
事

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

実
を
認
め
れ
ば
事
は
簡
単
で
あ
り
、
家
臣
が
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
レ
し
か
持
っ
て
い
な
い
(
す
な
わ
ち
、
ま
だ
所
領
を
占
有
し
て
い
な
か
っ
た
)
場
合
で

(
捌
)

も
、
「
家
臣
は
彼
の
所
領
を
主
君
に
対
し
て
は
証
人
な
し
に
(
立
証
)
取
得
す
る
」
。
し
か
し
、
主
君
が
授
封
の
事
実
を
否
認
す
れ
ば
ど
う
な
る

(
獅
)

か
。
そ
の
場
合
、
家
臣
は
自
分
の
権
利
を
擁
護
す
る
に
は
、
証
人
(
す
な
わ
ち
、
家
臣
仲
間
)
に
よ
る
立
証
に
物
を
言
わ
せ
る
ほ
か
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
証
人
に
よ
る
立
証
の
手
続
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
場
合
に
わ
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
臣
が
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
し
か
持
た
な
い
場
合

レ
ー
ン

に
は
、
「
そ
れ

(
1所
領
)
が
彼
に
(
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
の
形
で
)
封
与
さ
れ
た
こ
と
を
(
実
際
に
)
見
聞
し
た
」
家
臣
仲
間
六
人
と
自
分
と
も
七
人
で
、

ま
た
、
家
臣
が
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
1占
有
)
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
「
そ
れ

(
1所
領
)
が
彼
の

(
l彼
が
授
封
を
受
け
た
)
レ

l
ン
で
あ
る
こ

と
を
真
実
と
承
知
し
て
い
る
」
(
つ
ま
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
目
撃
証
人
で
な
く
て
も
)
家
臣
仲
間
六
人
と
自
分
と
も
七
人
で
証
明
で
き

(
筋
)

れ
ば
、
た
と
え
主
君
が
授
封
の
事
実
を
否
認
し
て
も
、
家
臣
は
そ
の
所
領
を
保
持
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
な
証
人
に
よ
る
立
証
の
手
続
と
比

較
す
る
と
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
場
合
に
は
、
ま
ず
七
人
の
家
臣
仲
間
を
証
人
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
(
一
年
と
六
週
以
上
に
及
ぶ
)
占
有

の
事
実
を
、
次
に
|
|
前
述
し
た
よ
う
に
|
|
単
独
の
宣
誓
を
も
っ
て
授
封
の
事
実
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
権
原
の
存
在
)
を
、
す
で

に
証
明
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
必
ず
し
も
目
撃
証
人
た
る
を
要
し
な
い
六
人
の
家
臣
仲
間
と
と
も
に
お
こ
な
う
証
人

に
よ
る
立
証
の
手
続
が
省
略
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
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因
み
に
、
こ
れ
が
二
ニ
・
一
で
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
対
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
(
訴
訟
手
続
上
の
)
特
典
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
で
あ
(
持
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
機
能
は
主
と
し
て
、
一
年
(
と
六
週
間
)
を
こ
え
る
レ

l
ン
の
占
有
を
主
君
(
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
の
白

R
E吋
)
の
恋
意
か

ら
守
る
、
と
い
う
点
に
存
し
て
お
り
、
こ
の
点
、
ラ
ン
ト
法
上
の
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
機
能
と
ほ
ぼ
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
、
と
見
る

(
加
)

こ
と
が
で
き
る
。



説

さ
ら
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
次
の
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
単
な
る
一
年
と
一
日
以
上
の
占
有
に
よ

っ
て

g
z∞ω
吉凶印

2
m
g
a
m
な
い
し
占
有
の
た
め
の
権
原
が
変
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
現
に
、
右
に
解
明

の
直
後
に
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
ア
イ
ケ
自
身
に
よ
っ
て
捕
わ
れ
て
い
る
。
「
し
か
し
あ
る
主
君
が
あ
る
家
臣
を

論

し
た
条
項
(
一
三
・
二

:
:
:
、
彼

(
l家
臣
)
が
(
フ
オ
ル
ゲ
ま
た
は
相
続
の
際
に
)
彼
の
所
領
に
つ
き
(
授
封
を
)
希
求
し
ま
た
は
(
判
決
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
)
そ

れ

(
1所
領
)
を
引
き
戻
す
べ
き
問
、
適
法
な
異
議
な
し
に

(
l法
廷
に
お
い
て
正
式
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
な
く
)

臣
)
の
所
領
を
占
有
さ
せ
て
お
い
て
も

(
B
R
包

E
2官
母
印

E
g
-
2
)、
彼
(
』
家
臣
)
が
年
期
を
怠
る
場
合
に
は
、
こ
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

(
測
)

占
有
)
を
も
っ
て
彼

(
1家
臣
)
は
彼
の
主
君
か
ら
そ
の
所
領
に
つ
い
て
(
の
権
利
を
)
遠
去
け
る
こ
と
を
え
な
い
」
。
ま
た
、
一
年
と
一
日
以

(

加

)

{

加

)

上
に
わ
た
る
巴
日
明
見
(
小
作
地
)
の
占
有
も
、
同
じ
く
一
年
と
一
日
に
わ
た
る

ω55ω
ロ
(
管
理
人
)
に
よ
る
占
有
も
、
そ
の
所
領
を
レ

l
ン

と
し
て
訴
求
す
る
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
。
さ
ら
に
、
あ
る
家
臣
が
そ
の
所
領
の
占
有
を
主
君
に
よ
る
授
封
の
な
い
ま
ま
第
三
者
に
引
き
渡

し
た
場
合
、
そ
の
家
臣
が
す
で
に
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
持
っ
て
い
て
も
、
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
行
為
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
え
な

(m) ぃ
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

(
l占
有
)
は
、
ど
ん
な
に
長
く
つ

e
つ
い
て
も
原
理
上
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ

一
年
と
一
日
彼

(
l家

る
こ
と
が
な
く
、

つ
い
に
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
の
ま
ま
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
レ

1
ン
法
に
は
、
実
は
も
う
一
つ
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
の
(
一
見
、
直
接
的
と
も
い
え
る
)
効
果
が
登
場
し
て
く
る
。
す

な
わ
ち
、

(
C
)

「
誰
で
あ
れ
あ
る
所
領
に
つ
き
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
持
つ
者
は
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
を
欠
く
者
二

g史目。
g
n
z
g当
巾

Z

E一
2
2
)
よ
り
優
る
権
利
を
も
っ
て
、
そ
れ

(
l所
領
)
を
(
立
証
)
取
得
す
べ
き
で
あ
る
」
(
三
七
二
二
)
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
こ
の
条
文
は
、
従
来
の
通
説
を
前
提
す
る
限
り
、
つ
い
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
誰
か
が
あ

レ
ー
ン

る
所
領
を
一
年
と
一
日
以
上
現
実
に
占
有
し
て
い
る
以
上
、
他
の
者
が
そ
れ
を
一
年
と
一
日
以
上
占
有
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
も
そ
も

そ
れ
を
占
有
す
る
こ
と
さ
え
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
著
者
ア
イ
ケ
は
、
正
し
く
は
、
母
己
司
吋

R
Z
g
君。吋

2
U
3
2
(適
法
な
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ゲ
ヴ
ェ

1
レ
を
欠
く
者
)
の
代
り
に
、
た
だ

ao己
2
4司
2
2
U一2
2
(ゲ
ヴ
ェ
!
レ

l
上
口
有
を
欠
く
者
)
と
書
く
べ
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
断

じ
て
否
で
あ
る
。
し
か
も
、
私
が
そ
う
考
え
る
理
由
は
、
そ
ん
な
こ
と
な
ら
あ
ま
り
に
も
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
独
立
の
条
文

を
構
え
る
に
は
当
た
ら
な
か
っ
た
ろ
う
、
と
い
っ
た
一
般
的
考
量
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
い
。
実
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
は
、
適
法

な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
を
持
っ
て
い
る
者
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
所
領
を
現
実
に
占
有
し
て
い
な
い
、
と
い
う
ケ

1
ス
が
現
に
出
て
く
る
の
で
あ

レ
ー
ン

る
。
そ
れ
は
封
相
続
人
が
未
成
熟
の
聞
の
後
見
に
か
か
わ
る
ケ

l
ス
で
あ
判
。

レ
ー
ン封

相
続
人
が
な
お
成
熟
(
一
二
歳
)
に
達
し
な
い

(豆ロロ

g
m
Z
S
E
Zロ
)
聞
は
、
主
君
は
自
ら
そ
の
後
見
人
と
な
り
、
「
ア
ン
ゲ
フ
ェ

(
g
m
3
]干
|
所
領
か
ら
の
収
益
を
取
得
す
る
権
利
)
を
(
他
の
者
に
)
封
与
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
所
領
の
収
益
を
(
自
分
で
)
取
得
す
る
」

こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
主
君
は
子

(
l未
成
熟
の
封
相
続
人
)
ま
た
は
(
自
分
以
外
の
)
そ
の
後
見
人
に
こ
の
ア
ン
ゲ
フ
ェ
レ
を
封
与

(
加
)

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
後
の
場
合
、
後
見
人
は
子
の
所
領
を

Z
m
O
4
2
2ロ
〈
釦
ロ
〈

2
5
z
E
R
ω
匂
(
後
見
人
た
る
の
地
位

に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
)
持
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
ア
ン
ゲ
フ
ェ
レ
に
は
、
い
か
な
る
ぽ
ロ

z
n
Z
(
レ
l
ン
法
上

の
権
利
、
具
体
的
に
は
又
授
封
権
)
も
な
く
、
ま
た
い
か
な
る
フ
オ
ル
ゲ

(
1上
級
主
君
ま
た
は
新
し
い
主
君
に
授
封
更
新
を
求
め
る
権
利
)
も
存
在
し
な

レ

レェヴゲる+ノおレ約
譲
渡
(
さ
れ
る
こ
と
に
)
よ
っ
て
、
あ
る
子
に
:
:
:
(
B
)
:
:
:
レ
l
ン
法
に
し
た
が
い
そ
の
子
の
未
成
熟
の
聞
に
遣
さ
れ
た
そ
の
子
の
所
領

ピ
に
つ
い
て
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
取
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼

(
lな
ん
ぴ
と
)
が
彼

(
1子
)
に
対
し
、
出
向
ロ

o
z
s
zロ
ロ
ロ
常
一
回

z
o
o
q
g

、
ν
m
o
d
S円
。
ロ
色
。
。

U
Eこ内向
E
m
g広
三
回
(
そ
の
子
に
相
続
さ
れ
た
彼
1
子
の
適
法
に
し
て
よ
り
以
前
か
ら
あ
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
)
を
破
る
こ
と
を
え
な

日

(

別

)

ν

1

ン

(

加

)

日
(
い
」
。
つ
ま
り
、
封
相
続
人
は
そ
の
父
か
ら
|
|
(
通
常
の
)
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
み
な
ら
ず
|
|
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
を
も
相
続
し
て
い
る
。
し

ザ
か
し
彼
は
、
成
熟
に
達
す
る
ま
で
の
期
間
、
後
見
の
も
と
に
あ
っ
て
所
領
を
自
ら
占
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る

H

い
:
:
:
。
ま
た
そ
れ

(
l
ア
ン
ゲ
フ
ェ
レ
)
は
、
(
所
領
そ
の
も
の
を
)
授
封
さ
れ
て
い
る
子
が
死
亡
し
ま
た
は
成
熟
(
一
一
一
歳
)
に
達
す
る
と
き
、

(
加
)

(
た
だ
ち
に
)
終
る
こ
と
に
な
る
」
。
「
な
ん
。
ひ
と
も
(
そ
の
子
の
所
領
を
)
授
封
(
さ
れ
る
こ
と
)
に
よ
っ
て
:
:
:
(
A
)
:
:
:
、
ま
た
(
そ
れ
を
)

北法37(2・39)163 



説

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
前
記
三
七
・
=
丁
|
因
み
に
こ
れ
は
、

q
s
-
g
(世
襲
レ
!
と
を
そ
の
他
の

(
初
)

る
三
七
・
一
を
承
け
た
規
定
で
あ
る
ー
ー
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
と
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

レ
E
ン

「
占
有
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
も
っ
封
相
続
人
は
、
長
期
に
わ
た
る
占
有
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

レ

ー

を
欠
く
後
見
人
よ
り
も
優
る
権
利
を
も
っ
て
、
(
彼
の
父
か
ら
相
続
さ
れ
た
)
所
領
を
(
立
証
)
取
得
す
べ
き
で
あ
る
」
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
封
与

シ
ス

p

t
ト

さ
れ
た
所
領
に
つ
い
て
の
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
も
ま
た
、
突
き
つ
め
て
み
れ
ば
、
占
有
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
の
法
的
根
拠

l
権

(m) 

原
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

(
正
規
の
)

レ
ー
ン
か
ら
峻
別
し
て
い

論

お
わ
り
に

以
上
を
も
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
用
語
法
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
了
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
|
|
意
外
な
ま
で
に
|
|
は
っ
き
り
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
語
が
二
つ
の
も
の
を
中
心
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ン
ト
法
に
お
け
る
(
法
廷
で
)
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
、
お
よ
び
、
レ

l
ン
法
に
お
け
る
(
主
君
か
ら
)
授
封
さ
れ
た

(
正
規
の
)
レ

l
ン
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
も
の
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
そ
れ
ら
二
つ
の

も
の
は
い
ず
れ
も
(
代
々
)
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
二
つ
の
も
の
は
、
ほ
ん
ら
い

の
意
味
で
の
ア
イ
ゲ
ン
に
近
づ
く
た
め
に
は
、
上
か
ら
あ
る
い
は
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
権
原
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
に
、

そ
れ
ら
二
つ
の
も
の
に
共
通
す
る
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
廷
譲
渡
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
授
封
に
つ
い
て
も
、
(
ザ
ク
セ
ン

も
う
一
つ
、

シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
よ
り
)
以
前
に
、
ラ
テ
ン
語
で
雪
印
巴

E
E
ま
た
は

zzm巴
Z
E
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で

(m) 

あ
る
。
以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
|
|
半
十
ば
強
制
的
に
|
|
次
の
よ
う
な
仮
説
に
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(m) 

ド
イ
ツ
語
の
(
問
。

)
4
5
5
の
語
は
最
初
、
ラ
テ
ン
語
の
(
一
ロ
)
〈

2
5
z
g
(占
有
権
な
い
し
支
配
権
の
賦
与
)
の
訳
語
と
し
て
生
ま
れ
た
。
は
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じ
め
の
間
そ
れ
は
、
こ
の
(
一
口
)
〈

2
5
z
E
と
同
じ
意
味
を
も
ち
、
(
法
廷
で
)
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
と
授
封
さ
れ
た
(
正
規
の
)
レ

l
ン
に

(
劉
)

権
原
を
賦
与
し
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
欠
如
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
十
全
に
は
具
わ
っ
て
い
な
い
ア
イ
ゲ
ン
的
性
格
を
補
完
し
た
。
そ
の
後
、

(
郡
)

と
り
わ
け
家
臣
権
が
強
化
さ
れ
、
さ
ら
に
平
和
へ
の
関
心
が
目
ざ
め
る
に
及
ん
で
、
所
領
の
占
有
そ
の
も
の
が
以
前
よ
り
も
イ
ン
テ
ン
シ
ヴ

(
部
)

に
法
的
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
は
占
有
の
意
味
を
も
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
れ

(m} 

を
承
け
て
、
さ
ら
に
占
有
の
対
象
お
よ
び
中
心
(
す
な
わ
ち
「
所
領
」
お
よ
び
「
家
・
屋
敷
」
)
も
同
じ
語
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

し
か
し
な
が
ら
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
語
義
の
発
展
は
そ
こ
ま
で
で
あ
る
。
(
拘
巾
)
巧

2
0
の
語
は
、
動
産

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
、
小
作
地
に
つ
い
て
も
、
ま
た
(
そ
も
そ
も
)
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
さ
え
、
(
ま
だ
)
用
い
ら
れ
て
い
な
い

(m) 

の
で
あ
る
。
|
|
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
|
ゲ
ル
の
史
料
的
所
見
に
無
理
な
く
適
合
す
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
仮
説
で
あ
り
、
し
か
も
お
そ
ら

く
は
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。

し
か
る
に
通
説
は
、
こ
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
を
第
一
義
的
に
は
占
有
と
読
も
う
と
し
た
こ
と
で
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
迷
路
に
踏
み

(
却
)

こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
通
説
の
こ
の
誤
謬
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
人
為
的
な
「
法
律
的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
あ
る
い

(
加
)

は
「
観
念
的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
の
概
念
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
1
ゲ
ル
に
も
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
典
拠
と
な
り
う
る
箇
所
は

た
だ
の
一
つ
も
な
い
。
そ
も
そ
も
あ
る
人
が
あ
る
物
を
自
分
の
も
の
と
主
張
し
追
求
し
た
の
は
、
中
世
に
お
い
て
も
、
そ
の
物
が
|
|
た
と

え
自
分
の
意
思
に
反
し
て
自
分
か
ら
奪
わ
れ
で
も
|
|
「
自
分
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
、
と
い
う
い
た
っ
て
単
純
な
事
実
に
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も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
人
の
手
も
と
に
残
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
物
に
対
し
て
彼
が
も
っ
て
い
る
争
う
余
地
の

な
い
権
利
で
あ
っ
て
、
占
有
と
し
て
は
(
は
じ
め
か
ら
、
あ
る
い
は
、
も
は
や
)
存
在
し
な
い
「
法
律
的
」
な
い
し
「
観
念
的
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
な

ど
で
は
あ
り
え
な
い
。
ド
イ
ツ
古
法
に
お
け
る
物
権
法
の
基
礎
も
、
(
法
廷
で
)
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
と
(
主
君
か
ら
)
授
封
さ
れ
た
(
正
規

の
)
レ

l
ン
が
ほ
ん
ら
い
の
ア
イ
ゲ
ン
に
近
づ
く
た
め
の
補
助
手
段
を
提
供
し
た
に
す
ぎ
な
い
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
ら
二
つ
の



説

も
の
が
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
助
け
を
借
り
て
そ
れ
に
近
づ
こ
う
と
し
た
ア
イ
ゲ
ン

(
l自
分
の
土
地
)
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え

{加

)

(

m

)

ま
い
。
「
ド
イ
ツ
私
法
」
、
少
な
く
と
も
そ
の
物
権
法
の
件
り
は
、
根
本
か
ら
書
き
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

論

|
|
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
近
傍
ホ
ル
ベ
ン
に
て

一
九
八
五
年
二
一
月
一
八
日

一
旦
脱
稿
、

一
九
六
二
年
二
月
一
一
一
一
日
、

一
部
補
筆
丁
|
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本
本
稿
は
、
も
と
も
と
司
巾
印
丹
田
n
y『

5
B吋
出
血
ロ
印
、
H
，
E
巾自巾

NEgg-
の巾
σロ叶仲間
E
m・
5
∞
品
(
予
定
)
に
寄
稿
す
る
た
め
執
筆
さ
れ
た
な
り
ぽ

C
9
5
2

一ヨ

ω同門町田巾ロ的問】一品巾
}
3
と
、
並
行
し
て
書
き
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
邦
語
版
を
執
筆
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
文
の
一
部
に
小
さ

な
改
訂
を
施
し
、
註
の
一
部
を
書
き
加
え
た
ほ
か
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
条
文
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
邦
訳
し
て
お
い
た
。
な
お
、
前
記
独
語

版
に
つ
い
て
は
、
ス
ペ
ー
ス
お
よ
び
推
敵
の
時
間
に
か
な
り
き
び
し
い
制
約
が
あ
り
、
そ
れ
に
私
の
独
語
表
現
能
力
の
問
題
も
あ
る
の
で
、
独
語
版
と

邦
語
版
と
で
多
少
の
相
違
が
あ
る
場
合
、
こ
の
邦
語
版
の
方
が
本
体
で
あ
る
と
御
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
幸
せ
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
の
要
旨
は

一
九
八
六
年
二
月
三
日
に
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
大
学
で
の
研
究
会

(
h
c
z
o
Aロ
2
5
仏

B
司
2
5ロ
G
q
〉
号
巴
Z
宵
包
湾
問
宮
司

冨
吉
巾
】
白
】
丹
巾
吋

-
w
Z
E吋門町
20
ロロ円山河巾

n
Z印
m
g円
窓
口
宮
内
)
、
四
月
一
八
日
に
北
大
法
学
会
、

四
月
二
七
日
に
法
制
史
学
会
で
報
告
し
た
。
併
せ
て
お

断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
本
稿
を
き
わ
め
て
短
時
日
の
う
ち
に
書
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
一
九
八
六
年
一

O
月
か
ら
半
年
問
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
留
学

し
て
こ
れ
に
専
心
没
頭
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ぞ
れ
を
財
政
的
に
支
え
て
く
れ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ダ

l
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト

財
団
、
お
よ
び
、
そ
の
た
め
に
推
薦
人
と
世
話
人
の
役
を
快
く
引
き
受
け
て
下
さ
っ
た
カ

1
ル
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
教
授
に
、
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し

，-
3
0
 

ナ

''ν



註

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

ラ
ン
ト
法
二
・
一
二
・
五
。
本
稿
に
お
け
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
引
用
は
、

ω
R
y
m
g
m同】ぽ
mm]
円九百円凶吋巾
n
z
cロ門同
ω白
n
y
m
z
m立巾畑町巾】

円、角川町ロ司巾
n
z
-
Zの
Z
-
m，oロ門
g

Z江
田
の
巾
コ
ロ
白
口
一
巳
白
三
s
i
-
Z
O〈
同
月
ユ

2
・
H
戸
司
・
目
ロ
何
回
目

-yam-
〈
・
穴
〉
同
円
、
〉
C
の己目、
H

，何わ開閉山〉問問)叶-

Hwax-o
丹市ユ

g
・
5
誌
に
拠
る
。
因
み
に
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
が
か
つ
て
邦
訳
(
久
保
正
幡
・
石
川
武
・
直
居
淳
訳
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
』
、
創
文
社
、
一
九
七
七
年
|
|
以
下
、
単
に
「
邦
訳
」
と
い
う
)
で
用
い
た
同
上
何
色

E
。
包

Z
E
と
、
少
な
く
と
も
基
本
的
に

は
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
法
の
部
に
つ
い
て
は
、
引
用
は
も
ち
ろ
ん
原
則
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
邦
訳
に
拠
る
が
、
引
用
の
技
術
的
必
要

か
ら
訳
文
を
一
部
変
更
し
た
だ
け
で
な
く
、
条
文
の
実
質
的
理
解
を
改
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
箇
所
も
少
な
く
な
い
。
後
者
の
う
ち
重
要
な
点

に
つ
い
て
は
註
に
お
い
て
一
々
指
摘
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
総
じ
て
わ
れ
わ
れ
の
邦
訳
と
本
稿
に
お
け
る
引
用
と
の
聞
に
相
違
が
あ
る
場
合
、

後
者
を
現
在
に
お
け
る
私
の
読
み
方
と
御
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
幸
せ
で
あ
る
。

(
2
)

一
例
と
し
て
た
と
え
ば
、
今
日
で
も
ド
イ
ツ
で
最
も
多
く
読
ま
れ
て
い
る
「
ド
イ
ツ
私
法
」
の
教
科
書
、
国
E
Z
E
の
巴
冨
弓
↓
呂
田
¥
回
目
Z
N

r
E何回
目

2
・
0
2
g
n
y
g
-
v
Z〈
白
門
司
巾
門
戸
申
〉
ロ
P
5
2、
あ
る
い
は
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
著
、
世
良
晃
志
郎
・
広
中
俊
雄
訳
『
ド
イ
ツ
私
法
概
説
』

二
九
六
一
年
、
創
文
社
)
を
見
よ
。
本
稿
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
成
立
事
情
に
よ
り
、
西
独
・
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
で
執
筆
さ
れ
た
た
め
、
こ
こ
で

の
引
用
は
原
典
に
拠
り
、
頁
数
で
は
な
く
、
章
・
節
・
小
節
等
の
符
号
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
(
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
訳
文
も
邦
訳
に
は
拠
ら

な
い
)
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
第
二
五
章
・
二
・
(
こ
を
参
照
。

(3)

た
と
え
ば
ミ
ツ
タ
イ
ス
は
、
前
掲
書
、
第
二
六
章
・
二
・
(
三
)
で
、
「
重
畳
的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
(
ヨ
岳
民

R
Eの
巾
巧

R
巾
)
の
観
念
は
不
動
産

法
に
由
来
す
る
と
し
て
、
「
間
接
的
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
・
「
直
接
的
ゲ
ヴ
ェ

1
レ」

(
5
5巳
σ白
司
巾
ロ
・
己
ロ

5
5巳
冨
円
巾
の

2
5吋
巾
)
、
「
上
級
ゲ
ヴ
ェ

1

レ
」
・
「
下
級
ゲ
ヴ
ェ

l
レ」

(
O
σ
q
-
ロ
-
C三
2
m
g
Z「
巾
)
な
る
対
概
念
を
挙
げ
、
引
き
つ
づ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
誰
か
が
あ
る
土

地
を
宮
口
三
ロ
ロ
仏
関
巾
一
号
に
持
つ
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
を
用
益
す
る
(
ロ
ロ
丹
江
)
す
る
者
も
、
ま
た
地
代
徴
集
者

(
N
E
各
自
ぽ
宮
「
)

も
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
持
っ
て
い
る
」
と
。
す
な
わ
ち
ミ
ツ
タ
イ
ス
は
、
-
ロ
ロ
ロ
門
会
副
σ巾
ロ
)
を
直
接
耕
作
の
意
に
、
山
口
問
己
仏
巾
(
『
与
一
巾
ロ
)
を
地
代
取

得
の
意
に
解
し
、
小
作
人
に
も
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
つ
づ
け
て
日
く
、
「
封
建
主
君
は
何
百
g
m
9
5『
巾
を
持
ち
、
家
臣
は
亡
診
口
出
向
巾
当
常
巾

北法37(2・43)167 



説論

を
持
つ
」
と
。
以
下
に
お
い
て
は
、
当
然
こ
れ
ら
の
諸
命
題
も
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
用
語
法
に
即
し
て
き
び
し
く
吟
味
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

北法37(2・44)168 

な
お
、
前
述
し
た
よ
う
な
成
立
事
情
も
あ
っ
て
、
本
稿
で
は
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
学
説
史
や
研
究
状
況
に
は
立
ち
入
っ
て
検
討

を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
あ
ら
か
じ
め
次
の
こ
と
だ
け
は
一
言
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
け
る
本

権
と
占
有

(
1ゲ
ヴ
ェ
!
と
の
不
即
不
離
の
関
係

(
l本
権
は
ゲ
ヴ
ェ
1

レ
を
離
れ
て
は
存
在
し
え
ず
、
逆
に
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
も
ま
た
常
に
本
権
の
表
現

形
式
と
し
て
の
み
存
在
し
た
)
を
前
提
し
た
上
で
、
「
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
法
は
、
物
権
の
本
来
の
目
的
が
物
の
自
然
的
使
用
価
値
の
把
握
に
向
け
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
社
会
に
お
け
る
物
権
法
の
あ
り
方
で
あ
る
」
と
す
る
よ
う
な
類
の
説
明
(
世
良
晃
志
郎
「
「
ゲ
ル
マ
ン
法
」
の
概
念
に
つ
い
て
」
|
|
「
歴

史
学
方
法
論
上
の
諸
問
題
』
、
一
九
七
二
年
、
木
鐸
社
、
二
二

1
二
頁
1
|
)
は
、
な
ん
ら
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
法
の
歴
史
的
・
理
論
的
本
質
」
に
触
れ
て

い
な
い
。
そ
も
そ
も
法
史
学
者
と
し
て
は
、
た
え
ず
右
の
よ
う
な
前
提
そ
の
も
の
を
実
証
的
に
吟
味
す
る
責
任
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
こ

こ
で
は
問
わ
な
い
こ
と
に
し
て
も
、
そ
れ
な
ら
ば
逆
に
、
右
に
引
用
し
た
よ
う
な
条
件
の
成
立
す
る
「
自
然
経
済
的
社
会
」
な
ら
ば
ど
こ
で
も

|
|
た
と
え
ば
南
洋
や
ア
フ
リ
カ
の
未
開
民
族
や
わ
が
国
の
前
近
代
社
会
に
お
い
て
も
|
|
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
概
念
は
成
立
す
る
の
か
、
と
問
う

て
み
れ
ば
直
ち
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
右
の
よ
う
な
「
説
明
」
は
、
実
は
近
代
法
・
近
代
社
会
に
つ
い
て
の
認
識
を
裏
返
し
に
し
て
見
せ
た
だ

け
で
あ
っ
て
、
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
概
念
が
成
立
す
る
ド
イ
ツ
中
世
の
事
情
に
つ
い
て
は
何
ひ
と
つ
積
極
的
・
具
体
的
な
発
言
を
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
戦
後
民
主
主
義
に
特
徴
的
な
こ
う
し
た
俗
流
社
会
科
学
的
発
想
も
、
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
問
題
に
即
し
て
き
び

し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

4 

ゲ
ヴ
ェ
!
レ
を
め
ぐ
る
学
説
史
に
つ
い
て
は
、
同
内
〉
同
戸
開
問
。
開
印
{UZ
開
戸

-
N
R
F
S
Z
〈。

B
E
m
q自
白
巳
∞
n
y
巾ロ

3
E
m
g
z
g∞
σ巾
閃
ユ
戸
一
口
一

明，巾印
g
n
y江
間
同
町
・
出
血
ロ
回
、
H

，E
巾
B
P
S叶
戸

ω・
2
ー
コ
(
カ
l
ル
・
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
著
、
石
川
武
監
訳
「
ゲ
ル
マ
ン
法
の
虚
像
と
実
像
」
(
創
文
社
、
近

刊
予
定
)
に
、
第
六
論
文
と
し
て
邦
訳
さ
れ
て
い
る
)
一
色
町
ロ
よ

N
E∞
2
2ロ
関
口
口
弘
〉
号
巳

gd司
包
括
〈
。

sm巾
ヨ
巳
ロ
巾
ロ
己

2
仲
良
町
巾
ロ
司
立
〈
由
可
R
Z
W

一
口
一
巧
富
市
ロ

R
E常
ロ
ロ
仏
関
。
。

-
E
Z白
巴
。
ロ
門
吉
田
M江〈同町『
R
Z
E
S
E
-
】田町『
F
Z
E巾『
?
F
E
E
-
∞-
N

品由戸
σ
2
ω
-
M吋
阿
見
・
を
参
照
。

ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
め
ぐ
る
学
説
史
の
出
発
点
に
位
置
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
巧
戸
田
戸
沼
開
。
.
〉
戸
国
間

R
E
J
盟
問
。

9
2吋
巾
白
]
曲
。

E
ロ内出血肉巾
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5 

円凶巾白川町}門巾吋巾ロ仏巾
E
m
n
Zロ
ω
R
v
mロ『
R
Y
F
E
N∞
で
あ
る
が
、
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
が
そ
の
画
期
的
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
学
説
を
構
想
す
る
に
当
た
り
、

史
料
的
に
い
か
に
多
く
の
も
の
を
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
負
う
て
い
る
か
は
、
本
書
を
一
読
す
れ
ば
直
ち
に
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

因
み
に
本
書
は
、
豊
富
な
史
料
を
基
礎
に
し
て
き
わ
め
て
独
創
的
な
見
解
を
展
開
し
て
い
る
点
で
、
今
日
な
お
読
者
に
新
鮮
な
感
動
を
与
え
て

く
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
問
題
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
古
質
と
新
質
の
問
題
な
ど
い
く
つ
か
の
点
で
、
今
日
な
お
適
用
し
て
い

る
ド
イ
ツ
私
法
学
の
通
説
の
基
礎
を
築
い
た
作
品
で
あ
り
、
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
問
題
に
つ
い
て
も
|
|
以
下
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
根
本
的
な

誤
謬
に
も
か
か
わ
ら
ず
|
|
数
々
の
貴
重
な
示
唆
を
秘
め
て
い
る
。
特
に
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
の
挙
げ
て
い
る
豊
富
な
史
料
を
|
|
本
稿
に
お
け
る

結
論
を
い
わ
ば
座
標
軸
と
し
て
ー
ー
そ
の
成
立
年
代
・
地
域
、
法
圏
(
特
に
ラ
ン
ト
法
と
都
市
法
か
)
、
史
料
の
性
格
(
特
に
法
書
か
条
例
か
、
さ
ら

に
、
判
決
か
証
書
か
)
の
別
を
考
慮
に
入
れ
て
配
列
し
直
す
だ
け
で
も
、
多
く
の
結
果
が
得
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
れ
ま

で
わ
が
国
で
こ
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の
仕
事
が
本
格
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
き
わ
め
て
残
念
で
あ
る
が
、
本
稿
で
も
、
ス
ペ
ー

ス
な
ら
び
に
時
間
の
制
約
か
ら
そ
う
し
た
課
題
は
果
た
し
え
ず
、
基
本
的
に
は
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
と
は
独
立
に
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
用
語

法
を
検
討
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
他
日
を
期
し
た
い
。

本
稿
で
あ
る
用
語
な
い
し
表
現
の
登
場
回
数
を
示
す
際
に
は
、
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
説
に
従
い
、
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
部
分
(
I
a
と
I
b
)

と
、
ア
イ
ケ
以
後
の
補
筆
に
か
か
る
部
分
(
I
C
、
H
a
、

W
C
な
ど
)
と
を
区
別
し
、
ま
ず
前
者
に
登
場
す
る
回
数
だ
け
を
示
し
た
の
ち
、
〔
〕

内
に
後
者
を
も
加
え
た
数
字
を
示
す
。
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
の
引
用
中
、
〔
〕
内
の
部
分
も
、
ア
イ
ケ
以
後
の
補
筆
に
か
か
る
部
分
で
あ
る
。
ザ

ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
は
、
お
お
む
ね
三
コ
二
年
か
ら
一
二
三
五
年
の
聞
に
成
立
し
た
、
と
推
定
さ
れ
る
が
、
ア
イ
ケ
以
後
の
補
筆
に
か
か

る
部
分
は
、
ほ
ぽ
一
三
世
紀
後
半
以
降
の
も
の
と
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
。
邦
訳
、
凡
例
を
参
照
。

ラ
ン
ト
法
、
(
一
・
一
五
・
一
(
・
H
)
、(…
m)
〕
|
|
な
お
、
各
項
の
後
の
(

1

)

、
(
u
H
)

等
は
、
向
じ
条
項
に
複
数
の

(mg
さ
2
巾
の
語
が

登
場
す
る
場
合
、
そ
の
う
ち
の
何
番
目
の
語
で
あ
る
か
を
一
不
す
|
|
、
二
・
二
六
・
二
(
二
箇
所
)
、
二
・
三
六
・
五
(
三
箇
所
)
、
二
・
三
六
・

六
、
二
・
三
六
・
七
、
二
・
四
二
・
一

(
i
)
、

(
H
)
、
〔
一
了
四
二
・
二
(
・
H
)
〕
、
〔
一
一
了
四
・
二
、
三
・
四
・
二

(
i
)
、
三
・
七
・
一
、
三
・

七
・
四

(
i
)
、
三
・
三
五
・
一
、
三
・
三
五
・
二
、
三
・
八
三
・
三

(
i
)
。
レ
ー
ン
法
、
一
四
・
三

(
i
)
、
三
三
・
二
、
四
八
・
二
、
四
九
・

北法37(2・45)169 

6 



説

(
二
箇
所
)
、
五
三

(
i
)
。

ラ
ン
ト
法
、
三
・
五
六
・
二
、
三
・
八
、
対
韻
句
形
序
詩
、
二
七

O
行。

ラ
ン
ト
法
、
一
・
四
七
・
て
一
・
四
七
・
二
、
一
・
六
三
・
二
(
一
ニ
箇
所
)
、
二
・
一
五
・
一
(
三
箇
所
)
、
二
・
一
五
・
二
(
二
箇
所
)
、
二
・

一
六
・
一
、
三
・
四
・
二

(H)
、
三
・
一
四
・
二
(
二
箇
所
)
。
レ

i
ン
法
、
二
六
・
一
、
六
九
・
二
一
。
こ
の
う
ち
「
追
奪
担
保
」
と
解
さ
れ

る
の
は
、
ラ
ン
ト
法
三
・
四
・
こ
う
H
)

で
あ
る
。
因
み
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
は
、
他
に
当

q
n白
匂
の
語
が
ラ
ン
ト
法
に
つ
一
〕

度
(
〔
一
・
九
・
五
〕
、
〔
一
了
四
二
・
二
〕
)
、
当
巾

5
5
2℃
の
語
が
レ

l
ン
法
に
一
度
(
四
九
・
二
現
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
追
奪
担

保
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(9)

少
な
く
と
も
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
従
来
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
論
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
問
題
が
こ
の
よ
う
な
形
で
立
て
ら
れ
る
こ
と
さ
え
か
っ

て
な
か
っ
た
。
実
は
そ
こ
に
重
大
な
盲
点
が
ひ
そ
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
て
、
本
稿
の
構
想
は
|
|
打
ち
明
け
て
い
え
ば
ー
ー
そ
の
半
ば
以
上
を

こ
の
単
純
な
事
実
の
発
見
に
負
う
て
い
る
。
な
お
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が
レ

l
ン
法
と
ラ
ン
ト
法
に
登
場
す
る
頻
度
の
差
は
、
実
質
的
な
検
討

を
加
え
る
と
さ
ら
に
大
き
く
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
ほ
ど
顕
著
な
も
の
と
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
行
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。

き
て
九

0
・
三
〕
、

2
7
九
一
・
二
。

一
・
二
二
・
三
、
一
・
ニ
二
・
四
、
二
・
六
二
・
三
、
三
・
七
・
四
(

H

H

)

。

7 

"，.，d、

回冊

8 (
叩
)

(
日
)

(ロ)
(
日
)

二
・
四

0
・
一
。

〔
一
・
一
五
・
一

(
i
)
〕
、
」
了
三
五
、
二
・
三
六
・
三
、
二
・
六

0
・一

(

υ

H

)

。

か
り
に
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
を
集
計
す
る
と
都
合
八
〔
一
二
箇
所
に
な
る
が
、
そ
れ
に
「
母
は
息
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
お
い
て
客
人
で
あ
り
」

(
〔
一
・
二

0
・
七
〕
)
を
加
え
る
と
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が
「
家
・
屋
敷
」
な
い
し
「
所
領
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
少
な
く
と
も
八

〔
一
一
一
〕
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
家
・
屋
敷
」
な
い
し
「
所
領
」
と
い
う
最
も
具
体
的
な
用
法
が
む
し
ろ
か
な
り

高
い
比
率
で
ア
イ
ケ
以
後
の
補
筆
部
分
に
登
場
し
て
く
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
用
語
法
が
具
体
的
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
そ
れ

が
古
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
後
註
(
伺
)
と
(
邸
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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(H) 
前
註
(
日
)
・
(
ロ
)
・
(
日
)
に
挙
げ
た
八
〔
一

O
〕
箇
所
の
ほ
か
、
っ
て
二
九
〕
と
二
・
六

0
・一

(

1

)

。
そ
れ
に
、
二
・
三
六
・
八
も
、

た
だ
恒
見
と
あ
る
だ
け
で
動
産
と
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
す
ぐ
に
後
述
す
る
ア

l
ネ
フ
ァ
ン
グ
手
続
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と
は
明
白

な
の
で
、
こ
こ
に
数
え
て
あ
る
。
な
お
、
ほ
か
に
一
・
=
二
・
二
(
一
・
四
五
・
二
)
と
三
・
八
三
・
こ
に
は
、
動
産
が
ア
イ
ゲ
ン
と
並
ん
で
出

て
く
る
し
、
〔
一
・
五
二
・
三
〕
も
先
行
規
定
と
の
関
係
で
動
産
を
も
含
み
う
る
が
、
こ
れ
ら
は
後
に
「
不
動
産
」
(
と
い
う
概
念
は
ザ
ク
セ
ン
シ

ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
は
ま
だ
な
い
が
、
便
宜
そ
う
呼
ぶ
と
)
と
の
関
連
で
考
察
す
る
。
あ
ら
か
じ
め
結
論
だ
け
一
言
し
て
お
く
と
、
こ
れ
ら
の
箇
所
は
|

|
「
法
定
の
後
見
人
た
る
の
地
位
に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
を
別
に
す
れ
ば
|
|
い
ず
れ
も
単
な
る
「
占
有
」
を
意
味
し
て
お
り
、
「
占
有
権
」

と
い
う
合
意
は
認
め
ら
れ
な
い
。
後
註
(
位
)
、
(
釘
)
、
(
乃
)
を
参
照
。

二
・
六

0
・一

(i)
、
〔
二
・
二
九
〕
。

こ
の
語
義
が
最
も
明
白
な
の
は
、
窃
盗
・
強
盗
の
現
行
犯
に
関
す
る
こ
・
三
五
で
あ
る
。
「
現
行
犯
が
存
在
す
る
の
は
、
あ
る
人
が
犯
行
の
際

ま
た
は
犯
行
か
ら
の
逃
走
中
に
捕
え
ら
れ
、
も
し
く
は
、
窃
盗
品
ま
た
は
強
盗
品
を
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
中
に
持
ち
、
し
か
も
彼
自
身
そ
の
鍵

を
携
帯
す
る
場
合
で
あ
る
、
〔
た
だ
し
、
そ
れ

(
l窃
盗
品
ま
た
は
強
盗
口
問
)
が
窓
か
ら
差
し
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
小
さ
い
と
き
は
そ
の
限

り
で
な
い
と
。
こ
の
箇
所
は
む
し
ろ
端
的
に
「
家
・
屋
敷
」
と
訳
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
・
六
二
・
一
、
一
・
三
八
・
一
。

二
・
六
四
・
二
。

前
註
(
凶
)
を
参
照
。

二
・
六
四
・
四
。

二
・
一
一
一
了
一
と
五
、
お
よ
び
、
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16 15 (
げ
)

(
日
目
)

(
叩
)

(
却
)

(
幻
)

(
泣
)

一
・
三
八
・
一
、
一
・
二
一
九
、
一
・
六
四
な
ど
を
参
照
。

一
・
六
三
・
一
(
お
よ
び
二
・
七
二
・
こ
を
参
照
。
三
・
一
・
二
(
「
叫
び
声

(
1叫
喚
告
知
)
に
従
う
者
は
す
べ
て
、
彼
等
が
:
:
:
平
和
破
壊
者

を
逮
捕
し
た
場
合
:
:
:
」
)
に
よ
れ
ば
、
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
者
は
す
べ
て
(
窃
盗
犯
を
も
含
め
)
平
和
破
嬢
者
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
を
許
す
か

に
見
え
る
が
、
こ
の
条
文
は
直
接
に
は
先
行
す
る
三
・
一
・
一
の
(
強
姦
に
関
す
る
)
規
定
を
承
け
て
い
る
の
で
、
(
少
な
く
と
も
、
主
に
)
強
姦



説

犯
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
私
は
今
の
と
こ
ろ
二
・
一
三
・
五
を
、
「
人
を
打
ち
殺

(
1故
殺
)
し
、
も

し
く
は
捕
え
、
も
し
く
は
強
奪
し
、
も
し
く
は
放
火
謀
殺
で
な
し
に
焼
き
殺
し
、
も
し
く
は
婦
人
ま
た
は
娘
を
強
姦
し
た
者
」

1
「
平
和
破
壊

者
」
と
読
ん
で
い
る
が
、
こ
の
読
み
方
が
間
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
窃
盗
犯
は
平
和
破
壊
者
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
お
)
二
・
三
六
・
一
。

(M)

向
上
。

(
お
)

(
却
)

論

一
一
・
三
ム
ハ
・
一
一
。

二
・
一
二
六
・
五
。
因
み
に
、
自
分
の
物
と
似
て
い
る
他
人
の
物
を
持
ち
去
り
、
自
分
の
物
と
思
っ
て
隠
さ
ず
に
持
っ
て
い
る
者
も
、
本
来
の

持
主
か
ら
ア

l
ネ
フ
ァ
ン
グ
を
も
っ
て
訴
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
彼
も
ま
た
窃
盗
お
よ
び
強
盗
に
つ
い
て
雪
菟
宣
誓
を
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
(
〔
三
・
八
九
〕
)
。
拾
得
物
は
|
|
窃
盗
犯
・
強
盗
犯
か
ら
奪
い
返
し
た
物
と
同
じ
く

l
l村
民
仲
間
に
教
会
で
披
露
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
訊
ね
ら
れ
た
と
き
彼
が
否
認
す
る
と
、
「
窃
盗
に
等
し
い
」
と
さ
れ
る
会
了
三
七
・
こ
。
他
人
の
動
産
が
漂
着
し
た
場
合
、
拾

得
者
が
そ
れ
に
つ
い
て
否
認
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
盗
品
」
で
あ
る
こ
と
に
な
り
(
「
な
ぜ
な
ら
彼
は
そ
れ
を
盗
人
の
ご
と
く
に
(
隠
し
)
持
っ
て
い
た

の
で
あ
る
か
ら
」
)
、
蹟
罪
金
お
よ
び
罰
金
を
伴
う
が
、
「
盗
み
」
を
働
い
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
(
「
な
ぜ
な
ら
彼
は
そ
れ
を
窃
盗
や
強
奪
の
よ
う
に
か
の

者

(
l持
主
)
の
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
か
ら
持
ち
出
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
」
)
、
彼
の
名
誉
・
健
康
・
生
命
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
(
お
そ
ら
く
、
雪
寛
宣
誓
を
行

な
え
ば
足
り
る
)
(
〔
二
・
二
九
〕
)
。
こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
物
の
返
還
を
請
求
す
る
手
続
に
つ
い
て
の
い
わ
ば
「
刑
事
法
的
」
な
思
考
過
程

を
は
っ
き
り
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
一
・
五
三
・
二
(
「
人
が
(
あ
る
)
財
物
を
(
自
分
の
も
の
と
)
主
張
し
て
そ
れ
を
(
目
当
て
に
)
訴
え
、
し
か
も
彼
が
適
法
に

(
l判
決
を
も
っ
て
)

却
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
彼
は
、
そ
れ
を
(
自
分
の
も
の
と
し
て
)
掴
ま
え
て
い
な
い

(
1
ア
1
ネ
フ
ァ
ン
グ
手
続
を
開
始
し
て
い
な
い
)
限
り
、
暗
闇
罪
金

も
罰
金
も
(
支
払
う
こ
と
)
な
し
に
す
む
」
)
。
こ
こ
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア

1
ネ
フ
ァ
ン
グ
手
続
の
場
合
、
原
告
が
敗
れ
る
と
、
問
題
の
財
物

を
失
う
だ
け
で
な
く
、
噴
罪
金
と
罰
金
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
(
な
お
、
二
・
三
六
・
五
の
末
尾
を
も
参
照
)
。
こ
の
こ
と
自
体
、
こ
の
手

続
の
も
つ
基
本
的
に
は
「
刑
事
法
的
」
な
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
逆
に
、
敗
訴
し
た
場
合
に
も
煩
罪
金
・
罰
金
な
し
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に
す
む
ア
l
ネ
フ
ァ
ン
グ
な
し
の
請
求
は
、
そ
の
限
り
で
「
民
事
」
訴
訟
と
解
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、

そ
れ
が
対
物
訴
訟
か
そ
れ
と
も
対
人
訴
訟
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
以
下
に
略
述
す
る
よ
う
な
問
題
が
続
出
し
て
、
に
わ
か
に
い
ず

れ
と
も
決
し
難
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
中
世
法
に
は
こ
の
点
で
、
そ
う
し
た
ロ

1
マ
法
的
な
い
し
近
代
法
的
な
そ
れ
と
は
別
種
の
区
分
原
理

が
働
い
て
い
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
後
註
(
お
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
〔
一
・
一
五
・
二
。
こ
の
条
項
は
、
動
産
の
貸
与
・
質
入
・
寄
託
を
受
け
た
(
占
有
)
者
が
(
そ
の
返
却
を
求
め
ら
れ
て
)
貸
与
等
の
事
実
を
否

認
す
る
ケ
l
ス
に
か
か
わ
る
も
の
だ
が
、
被
告

(
1占
有
者
)
が
単
独
で
(
否
認
)
宣
誓
す
る
よ
り
も
、
原
告

(
l本
来
の
持
主
)
が
自
分
と
も
三

人
で
証
言
(
邦
訳
に
「
宣
誓
」
と
補
つ
で
あ
る
の
は
疑
問
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
註
(
幻
)
を
参
照
)
す
る
方
が
強
い
。
し
か
し
被
告
が
、
そ
れ
が

自
分
の
動
産
ま
た
は
相
続
財
産
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
追
奪
担
保
人
を
有
す
る
か
ま
た
は
(
三
人
の
)
証
人
に
よ
っ
て
立
証
で
き
れ
ば
、
そ
の

方
が
さ
ら
に
強
い
。
因
み
に
、
こ
の
場
合
の
持
主
と
占
有
者
の
証
明
手
続
に
お
け
る
地
位
は
、
ア
1
ネ
フ
ァ
ン
グ
手
続
に
お
け
る
場
合
と
基
本

的
に
は
同
一
と
思
わ
れ
る
。
本
文
で
触
れ
た
二
・
三
六
・
五
、
お
よ
び
、
ア
1
ネ
フ
ァ
ン
グ
手
続
の
被
告
が
問
題
の
動
産
の
「
原
始
取
得
」
(
布

に
つ
い
て
は
自
分
が
作
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
馬
ま
た
は
家
畜
に
つ
い
て
は
自
分
で
飼
育
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
)
を
主
張
す
る
ケ

l
ス
を
扱
っ
て

い
る
こ
・
三
六
・
三
と
比
較
さ
れ
た
い
。

(
却
)
こ
の
点
で
も
、
今
日
の
通
説
の
基
礎
を
築
い
た
の
は
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
の
研
究
で
あ
る
。
〉

E
問問。同
HJω
・
忠
良
ζ
σ
2・
ω
-
g
R

註
(
担
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
邦
訳
で
は
こ
の
箇
所
を
、
国
〉
Z
印
わ

E
g↓。
E
呂
田
印
。
戸
田
W
巾
〈
O
ロ
河
内
省
問
。
t
F
U
句

ω
R
Y
m
g昌
広
m巾
]
戸
山
吉
弘
司
巾
門
戸
冨
呂
・

ω・
Mg・

〉ロヨ・

ω
に
従
い
、
「
煩
罪
金
な
し
で
」
と
訳
し
て
い
る
。
確
か
に
先
行
の
三
・
四
三
・
一
に
は
「
照
罪
金
と
と
も
に
」
と
煩
罪
金
だ
け
に
言
及

さ
れ
て
い
る
し
、
こ
の
三
・
四
三
・
二
の
方
は
「
:
:
:
な
し
で
」
と
い
う
(
そ
れ
を
支
払
わ
な
い
で
す
む
)
場
合
だ
か
ら
、
実
質
的
に
は
そ
れ
で
間

違
っ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
一
・
五
三
・
一
に
は
「
い
か
な
る
罪
過
で
あ
れ
、
人

(
l原
告
、
被
害
者
)
が
そ
れ
に
つ
き
煩
罪
金
を
獲
得
す
る
も

の
の
ゆ
え
に
、
裁
判
官
は
そ
れ
に
つ
き
彼
の
罰
金
を
取
得
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
況
)
た
と
え
ば
、
ミ
ツ
タ
イ
ス
・
前
掲
書
、
第
二
六
章
・
三
、
特
に
(
五
)
・

(a)
、
な
ら
び
に
、
第
三
八
章
・
一
・
(
三
)
を
参
照
。
そ
こ
で
は
、

な
お
、
後
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説

ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
自
発
的
に
放
棄
し
た
際
に
は
、
持
主
に
「
法
律
上
の
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
」
(
古
ユ
丸
山

R
Zの
9
5円
巾
)
さ
え
残
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、

対
物
訴
訟
も
認
め
ら
れ
な
い
|
|
こ
の
場
合
、
持
主
は
わ
ず
か
に
自
分
が
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
引
渡
し
た
相
手
方
に
対
し
て
対
人
訴
訟
を
起
こ
す
こ

と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
ー
ー
と
い
う
、
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
の
見
解
(
前
註
(
鈎
)
に
所
引
の
箇
所
を
参
照
)
が
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
踏
襲
さ

れ
て
い
る
。

(
泣
)
一
・
六
・
二
お
よ
び
三
・
三
一
・
一
を
参
照
。
前
者
に
よ
れ
ば
、
相
続
人
が
自
分
で
反
対
給
付
を
受
け
た
り
保
証
人
と
な
っ
て
い
る
場
合
で

も
、
「
参
審
自
由
人
ま
た
は
嫡
出
の
ラ

l
テ
の
身
分
に
属
す
る
七
二
人
{
の
宣
誓
補
助
者
の
宣
誓
)
を
も
っ
て
承
服
さ
せ
ら
れ
る
」
と
き
に
限
っ
て
、

債
務
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
因
み
に
こ
の
場
合
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
の
証
明
手
続
の
中
に
古
い
タ
イ
プ
の
「
宣

誓
補
助
者
」

(
8
5
R
S
S
S
E
F
巴
号
各
色
町
内
円
)
が
登
場
し
て
く
る
と
目
さ
れ
る
の
は
こ
の
箇
所
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
(
品
】
・
。
〉
同
戸
。

g
g〈

国
O
F
白ペ何回・

0
2
ω
同n
y
お
ロ
目
立
巾
岡
市

z
q
a句、
H，
Z
P
ω
・〉
Z

P

H
∞
2
・
ω・印室町内・・

2
0
8吊
N

ロ
N
2間巾
-
N
2宮
山
由
)
、
お
よ
び
、
そ
の
数
が
七
二
人
と

い
う
い
わ
ば
禁
止
的
な
多
数
に
上
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
お
)
二
・
六

0
・
二
(
お
よ
び
前
出
〔
一
・
一
五
・
二
|
|
前
註
お
|
|
)
、
な
ら
び
に
、
三
・
三
一
・
一
一
(
お
よ
び
〔
了
一
五
・
二
〕
)
を
参
照
。

(
担
)
三
・
二
二
・
一
(
お
よ
び
前
出
〔
一
・
一
五
・
二
|
|
前
註

m
i
l
l
)
な
ら
び
に
三
を
参
照
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
も
立
ち
入

っ
た
議
論
を
し
て
い
る

3
・
S
R
)
。
な
お
、
引
用
中
「
ど
こ
で
見
つ
け
よ
う
と
」
と
い
う
の
は
、
貸
与
な
い
し
寄
託
さ
れ
た
物
は
ほ
ん
ら
い
貸

主
の
家
で
返
却
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
(
三
・
五
・
二
参
照
)
を
考
え
る
と
、
第
三
者
の
手
も
と
に
あ
る
場
合
ま
で
は
含
ま
ず

(
本
文
に
掲
げ
た
二
・
六
0
・
一
を
参
照
)
、
「
馬
ま
た
は
衣
服
の
貸
与
ま
た
は
寄
託
を
受
け
た
者
が
そ
の
罵
に
乗
り
そ
の
衣
服
を
着
用
し
て
い
る
の

を
ど
こ
で
見
つ
け
よ
う
と
」
の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
約
束
な
ら
び
に
「
約
定
」

(
1契
約
)
は
、
堅
く
守
る
べ
き
も
の
・
履
行
す
べ
き
も
の
と
さ
れ

て
い
る
(
一
・
七
)
。
し
か
し
、
「
法
廷
で
結
ん
だ
も
の
で
な
い
限
り
」
、
後
に
本
人
は
そ
れ
を
単
独
の
宣
誓
を
も
っ
て
否
認
・
撤
回
す
る
こ
と
が

で
き
る
し
(
向
上
)
、
法
廷
で
約
束
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
(
本
人
が
そ
れ
を
否
認
す
る
場
合
)
「
そ
れ
が
い
か
に
周
知
で
あ
ろ
う
と
」
証

人
に
よ
っ
て
承
服
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
さ
え
明
言
さ
れ
て
い
る
(
了
一
八
・
二
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
廷
で
結
ぼ
れ
た
約
定
に
つ
い
て

論
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は
、
裁
判
官
が
(
他
の
)
二
人
と
と
も
に
証
人
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
(
本
人
が
否
認
し
て
も
)
立
証
さ
れ
承
服
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
|
|
了
七
)
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
か
の
有
名
な
「
ゲ
ル
マ
ン
的
誠
実
」
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
。

と
こ
ろ
で
、
(
フ
ェ

l
デ
和
解
の
た
め
の
)
賠
償
金
(
な
い
し
、
示
談
金

)
(
2
5
1
ω
与
口
巾
)
お
よ
び
フ
ェ
!
デ
終
結

(
0
2
a巾
H
H
C
ユ
各
門
主
に

関
し
て
だ
け
は
、
(
法
廷
で
約
束
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
右
の
原
則
に
従
っ
て
、
裁
判
官
と
二
人
(
の
証
人
)
と
で
立
証
で
き
る
だ
け
で
な
く
)
「
裁
判

所
な
し
に
」

(
l法
廷
外
で
)
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
自
分
と
も
七
人
の
証
人
で
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い

る
(
〔
一
・
八
・
三
〕
)
。
さ
ら
に
、
三
・
四
一
・
一
に
よ
れ
ば
、
(
フ
ェ

1
デ
の
結
果
、
相
手
に
)
捕
わ
れ
た
者
が
虜
囚
中
に
約
束
な
い
し
約
定
し
た

こ
と

(
l
お
そ
ら
く
、
多
く
の
場
合
、
強
制
的
に
約
束
な
い
し
約
定
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
)
は
原
則
と
し
て
無
効
で
あ
り
、
履
行
す
る
必
要
は
な
い
が
、

フ
ェ

l
デ
終
結
の
約
定
ま
た
は
宣
誓
だ
け
は
こ
れ
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
フ
ェ

1
デ
の
和
解
・
終
結
に
関

す
る
約
定
だ
け
が
特
別
扱
い
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
点
を
勘
案
す
る
と
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
法
秩
序
は
、
何
よ
り
も
平
和
の
維
持
を
最
大
の
眼
目
と
し
て
お
り
、
裁

判
所
は
1
1
1
平
和
の
維
持
に
直
接
に
関
係
す
る
も
の
を
除
い
て
|
|
自
分
の
前
で
結
ぼ
れ
た
の
で
は
な
い
(
そ
の
意
味
で
、
「
私
的
」
な
)
契
約
(
そ

れ
に
、
物
が
か
ら
ま
な
い
債
務
)
に
つ
い
て
は
、
(
そ
れ
を
履
行
し
な
く
て
も
よ
い
、
と
い
う
の
で
は
な
く
て
)
原
則
と
し
て
当
事
者
の
自
主
的
解
決
に

委
ね
て
い
る
|
|
あ
る
い
は
、
ま
だ
そ
こ
ま
で
手
が
廻
ら
ず
委
ね
ざ
る
を
え
な
い
|
|
、
と
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
文
所
引
の
二
・
六

0
・

一
と
三
・
四
三
・
二
、
な
ら
び
に
、
前
註
(
泊
)
で
触
れ
た
コ
了
三
二
・
三
な
ど
も
、
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
は
じ
め
て
正
し
く
理
解
で
き
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
平
和
の
問
題
一
般
に
つ
い
て
は
、
関
〉
同

F同
問
。
自
の
回
開

F
T
m
R
Z
S
E
N包円
}gzロ関

口
口
仏
河
巾
円
宮
回
当
日
吋
E
W
Y
K巳
け
口
出
回
∞
巾
ぽ
立
巴
奈
川
的

ω由
門
町
田
巾
ロ
印
立
巾
肉
巾
-
P
山
口
一
〈
。
ユ
吋
叫
肉
巾
ロ
ロ
弘
司
。
司
田
口
町
ロ
ロ
ぬ
巾
H
f

∞円山
-
M
K
F
E叶
JN

・
σ巾臼・

ω・

一w岳
民
・
(
本
論
文
も
『
ゲ
ル
マ
ン
法
の
虚
像
と
実
像
』
(
前
註
4
)
に
第
四
論
文
と
し
て
邦
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
そ
の
一
七
五
頁
以
下
)
を
参
照
さ
れ
た

北法37(2・50175 

(
お
)

(
幻
)

後
註
(
お
)
を
参
照
。

前
註

(9)
を
参
照
。



説論

(
お
)
〔
一
・
九
・
五
〕
(
三
箇
所
)
、
担
民

1
他
人
に
引
渡
す
べ
き
ア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
レ

1
ン
(
同
条
一
と
二
を
参
照
、
判
決
を
も
っ
て
破
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
)
。
〔
一
・
二

0
・
四
〕
、
宮
洋

1
亡
夫
が
相
続
し
て
い
た
土
地
(
ア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
レ

l
ン
)
0

〔
一
・
二

0
・
六
〕
、
向
上
。
一
・
一
二
・
二
、

一
期
分
。
一
・
三
一
・
ニ
(
二
箇
所
)
(
法
定
後
見
人
た
る
の
地
位
に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ
!
と
、
官
7
H委
の
ア
イ
ゲ
ン
と
動
産
。
一
・
三
四
・
二

(zenFZZ

者
q
巾)、

m
己
l
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
。
一
・
四
五
・
二
(
法
定
後
見
人
た
る
の
地
位
に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
|
|
一
・
一
三
・
二
参
照
)
、
妻
の

官
庁
と
ア
イ
ゲ
ン
と
一
期
分
。
〔
了
五
二
・
三
〕
、
「
彼
が
不
法
に
取
得
し
て
い
た
も
の
」

1
ア
イ
ゲ
ン
と
包

5
z
a巾
(
従
属
民
)
(
同
条
一
参
照
)
、

ま
た
は
、
動
産
と
レ

l
ン
(
同
条
二
参
照
)
。
二
・
三
・
一
(
足
岳
芯
湾
宅
巾
『
叩
)
、
ア
イ
ゲ
ン
〔
ま
た
は
レ

l
ン
〕
。
〔
一
了
一
八
・
一
一
〕
、

m
E。
二
・

二
四
・
一
(
二
箇
所
)
、
明
洋

1
「
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
」
土
地
(
ア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
レ

l
ン
、
同
条
二
参
照
)
。
二
・
二
四
・
二
(
三
箇
所
)
、

官
同

1
譲
渡
さ
れ
た
、
ま
た
は
、
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
土
地

(
Iア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
レ

l
ン
)
。
二
・
二
五
・
一
つ
一
箇
所
)
(
5
2
岳

2
2『巾)、

m
E
(二
・
二
四
・
二
参
照

)
1強
奪
さ
れ
た
所
領
(
ア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
レ
1

ン
、
特
に
家
・
屋
敷
)
。
〔
一
丁
目
二
・
一
(
…
m)
〕、

m
E
I
レ
l
ン
。
〔
二
・

四
二
・
二
〕

(zn宮
内
宅

qm)、
告
】
円

1
レ
l
ン
(
同
条
一
参
照
)
。
二
・
四
三
・
一
、
間
三

1
(譲
渡
さ
れ
た
)
ア
イ
ゲ
ン
、
ま
た
は
レ
!
ン
。
三
・

四
四
・
一
(
三
箇
所

)
(
g
n
v
g
宅雪。)、

m
E
I
(譲
渡
さ
れ
た
)
ア
イ
ゲ
ン
(
一
了
四
三
・
二
お
よ
び
二
・
四
四
・
三
参
照
)
。
〔
二
・
四
四
・
二
〕
、

宮

7
H
(誰
か
の
)
死
亡
に
よ
っ
て
帰
属
し
、
も
し
く
は
贈
与
ま
た
は
封
与
(
貸
与
)
さ
れ
た
土
地

(
l
ア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
レ
1

ン
、
同
条
了
三
を

参
照
)
で
、
後
に
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
。
二
・
四
四
・
三
宮
岡
市
三
岳
巾
者
旬
開
)
、
レ
ー
ン
ま
た
は
(
女
性
親
の
)
一
期
分
(
で
あ
る
土
地
て

そ
れ
を
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
請
求
す
る
場
合
の
要
件
。
二
・
五
七
、
宮
寸
H

レ
l
ン
(
レ

l
ン
法
一
四
・
一
参
照
)
。
二
・
七

O
(二
箇
所
)
、
官
同
H
H

判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
土
地
。
三
-
一
二
・
二
、
宮
門
(
同
条
一
参
照

)
1
レ
l
ン
(
レ

l
ン
法
四

0
・
一
参
照
)
。
三
・
三
二
・
六
、
人
間

(
1

体
僕
)
。
三
・
三
八
・
一
(
足
早
常
習
者
負
巾
)
、
「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
の
中
に
持
っ
て
い
な
い
も
の
」
。
三
・
八
二
・
二
(
五
箇
所
)
、
明
昆

l
譲
渡

さ
れ
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
占
有
指
定
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
。
三
・
八
三
了
三
、
売
却
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
動
産
。

2
7
八
六
・
一
一
〕
、
告
】
丹
H

(
不
法
に
)
占
有
さ
れ
た
村
民
共
有
地
(
同
条
一
参
照
)
。
(
一
一
了
八
八
・
五
〕
、
官
汁
(
二
・
一
八
・
二
参
照
)
。

コ
了
八
三
了
三
(
ア
イ
ゲ
ン
と
動
産
の
売
却
)
、
な
ら
び
に
、
一
・
コ
二
・
二
と
一
・
四
五
・
二
(
後
見
に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ

l
レ)。

一
・
三
一
・
一
一
。

40 39 
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ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

(
U
)

一
・
四
五
・
二
。
な
お
、
後
註
(
位
)
お
よ
び
(
捌
)
を
も
参
照
。

(
蛇
)
〔
一
・
二

0
・
四
〕
。
こ
の
条
項
は
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
寡
婦

(
1母
)
が
夫

(
1父
)
の
死
後
、
息
が
相
続
し
た
所

領
(
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
ア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
レ
l
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
息
が
妻
を
要
り
、
し
か
る
後
に
死
亡
す
る
。
こ

の
場
合
、
息
の
妻
が
こ
の
所
領
に
つ
き
「
彼
女
の
夫

(
1息
)
お
よ
び
彼
女
自
身
の
争
わ
れ
る
余
地
の
な
い
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
を
立
証
す
れ
ば
、
夫

の
母
に
ま
さ
る
権
利
を
も
っ
て
、
モ
ル
ゲ
ン
ガ
1

べ
、
ム

i
ス
タ
イ
ル
、
ゲ
ラ

l
デ
を
取
得
す
る
。
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
は
ゲ
ヴ

ェ
1
レ
の
語
が
現
わ
れ
な
い
、
と
い
う
後
述
の
私
見
と
の
関
連
で
、
念
の
た
め
に
一
言
し
て
お
く
と
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
息

と
(
彼
が
父
か
ら
相
続
し
た
)
土
地
と
の
関
係
で
は
な
く
、
息
の
妻
と
(
そ
の
夫
の
も
の
で
あ
っ
た
)
土
地
と
の
関
係
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
配
偶
者
に
は
(
少
な
く
と
も
土
地
に
つ
い
て
の
)
相
続
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
(
一
・
三
・
三
、
一
-

一
七
・
一
参
照
)
の
で
、
こ
の
土
地
を
息
の
妻
に
と
っ
て
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

な
お
、
こ
こ
で
は
、
「
法
定
後
見
人
た
る
の
地
位
に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
あ
る
い
は
夫
婦
財
産
制
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
立
ち
入

っ
て
い
る
ゆ
と
り
が
な
い
が
、
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
だ
け
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
・
=
二
・
二
は
、
先
に
本
文
で
引
用
し
た
箇
所
に
ひ

き
つ
づ
き
、
妻
は
夫
に
い
か
な
る
贈
与
を
も
与
え
る
こ
と
を
え
な
い
、
と
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
を
「
け
だ
し
夫
は
、
彼
の
妻
の
財
産
に
つ
い

て
、
彼
が
は
じ
め
に
彼
女
と
と
も
に
後
見
の
(
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
)
中
へ
受
領
し
た
以
外
、
他
の
い
か
な
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
も
獲
得
す
る
こ
と
を
え

な
い
か
ら
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
の
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
は
、
「
占
有
」
と
解
す
る
の
は
無
理
で
、
「
権
利
」
と
読
ん
だ
方
が
は
る
か
に
わ
か
り
や

す
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
夫
が
は
じ
め
に
妻
の
財
産
に
つ
い
て
取
得
し
た
後
見
権
は
、
妻
の
財
産
を
(
夫
が
単
独
に
で
は
な
く
)
妻

と
と
も
に
管
理
す
る
権
利
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。
以
上
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
こ
の
後
見
に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
1

後
見
権
)
に
限
つ
て
は
、
動
産
に
つ
い
て
も
権
利
と
い
う
意
味
で
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
邦

訳
で
右
の
箇
所
に
つ
い
て
、
「
彼
女
(
の
一
身
)
と
も
ど
も
」
と
補
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
で
あ
り
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
は
人
聞
に
つ
い
て
は
後

註
(
H
H
)

に
述
べ
る
「
体
僕
」
以
外
に
は
用
い
ら
れ
な
い
。

(
時
)
〔
一
・
五
二
・
三
〕
。
後
註
(
町
)
を
参
照
。
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説

(
H
H
)

三
・
三
二
・
六
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
で
あ
る
体
僕
に
つ
い
て
ゲ
ヴ
エ
|
レ
が
云
々
さ
れ
る
の
は
、
体
僕
が
「
物
」
と
同
一
視
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
(
〉

E
百円
Z
F
ω

目

ω
C
N
R
を
も
参
照
)
。
た
と
え
ば
一
・
五
二
・
一
に
は
、
「
相
続
人
の
承
諾
な
し
に
は
、
ま
た
、
正
規
の

裁
判
集
会
(
巾
円
宮
内
出
口
宵
)
な
し
に
は

(
1正
規
の
裁
判
集
会
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
)
、
な
ん
ぴ
と
も
彼
の
ア
イ
ゲ
ン
を
も
ま
た
彼
の
従
属
民

(
Z号

l
体
僕
)
を
も
譲
渡
す
る
こ
と
を
え
な
い
」
と
あ
り
、
体
僕
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
ア
イ
ゲ
ン
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
手
続
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
-
一
二
・
二
は
、
婦
人
が
「
一
期
分
を
失
う
」
場
合
と
し
て
、
「
彼
女
が
果
樹
を
切
り
倒
し
た
り
、
ま
た
は
そ
の
土
地
に
生
ま
れ
つ
い

て
い
る
従
属
民
(
宮
島
町
l
体
僕
)
を
そ
の
土
地
か
ら
逐
い
出
し
た
り
」
す
る
こ
と
を
、
「
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
彼
女
の
一
期
分
を
彼
女
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
か
ら
手
放
す
」
こ
と
の
一
つ
に
数
え
て
い
る
l
|
因
み
に
こ
こ
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
も
ま
た
、
占
有
と
い
わ
ん
よ
り
は
、
む
し
ろ
権
利
の
合
意

が
強
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
①
果
樹
を
切
り
倒
し
た
り
、
従
属
民
(
l
体
僕
)
を
逐
い
出
し
て
も
、
直
ち
に
土
地
の
占
有
を
放
棄
し
た
こ
と

に
は
な
ら
な
い
。
②
こ
の
箇
所
の
直
後
に
、
ア
イ
ケ
以
後
の
手
に
な
る
、
彼
女
が
そ
れ
に
つ
き
、
彼
女
の
死
後
そ
の
土
地
を
持
つ
こ
と
に
な
る

者
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
場
合
「
彼
女
が
適
法
な
期
間
内
に
そ
れ
を
回
復
し
な
い
限
り
」
と
い
う
補
足
が
あ
り
、
一
期
分
の
喪
失
が
自
動
的
に

生
じ
る
の
で
は
な
く
、
承
継
権
者

(
1亡
夫
の
相
続
人
ま
た
は
封
建
主
君
)
の
訴
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
|
|
。
要
す

る
に
、
体
僕
(
ア
イ
ゲ
ン
・
マ
ン
)
は
、
土
地
と
り
わ
け
ア
イ
ゲ
ン
と
同
質
の
も
の
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
付
属
す
る
も
の
、
と
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
「
不
動
産
」
の
一
部
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
三
・
三
二
・
六
の
規
定
そ
の
も
の
に
つ
い
て
一
言
す
れ
ば
、
そ
の
原
文
は
∞
者
巾
号
一
向
9
2
5
y
m
w一〈
-2
白
ロ
巾
ロ
巾
ヨ
巾
自
由
ロ
ロ
巾
唱
門
r
w
g
c円

巾ロ巾

B
X
B巾
2
5
m
z
n
y
g
〈巾司

E
m巾円
f

門
凶
巾
ロ
]
巾
ロ
ぬ
仏
巾
巾
吋
色
白
吋
〈
巾
門
(
誰
で
あ
れ
あ
る
人

(
1体
僕
)
に
つ
い
て
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
を
持
つ
者

(A)
は、

そ
れ
を
欠
く
者

(B)
よ
り
も
ま
さ
る
権
利
を
も
っ
て
、
彼

(
1そ
の
体
僕
)
(
C
)
を
証
人
に
よ
り
承
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
)
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

A
と
B
が
C
の
帰
属
を
争
い
、

C
自
身
は
少
な
く
と
も

A
の
体
僕
で
あ
る
こ
と
を
否
認
し
て
い
る
ケ

1
ス
で
あ
る
。
こ
の
条
項
だ
け
孤
立
さ
せ

て
読
め
ば
、
こ
の
場
合
の
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
を
占
有
と
解
し
て
一
向
に
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
実
は
次
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
間
題
が
伏
在
し

て
い
る
。

①
ま
ず
、
門
田
市

(mat司
巾
吋
巾
回
口
巾
丹
羽

-
Z〈
え
な
ら
び
に
己
負
(
肉
巾
)
君
。
円
巾

E
2
2
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
箇
所
だ
け
を
例
外
に
し
て
、
他
は
す

論
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べ
て
レ

l
ン
法
に
現
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
後
者
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
(
次
節
つ
三
こ
と
に
し
て
、
前
者
に
限
っ
て
い
え
ば
、
レ
ー
ン
法
に
そ

れ
が
登
場
す
る
一
五
笛
所
中
、
少
な
く
と
も
五
箇
所
(
一

0
・
三
、
三
七
・
三
、
三
九
・
三
、
五
九
・
四
(
i
)
・
(

-

W

)

)

は
端
的
に
、
権
利
を
意
味

す
る
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
含
意
を
強
く
持
っ
て
い
る
|
|
な
お
、
体
僕
の
帰
属
に
か
か
わ
る
一
三
・
四
に
つ
い
て
は
、
後
註

(m)
を
も
参

照

l
l。
②
一
般
論
と
し
て
、

A
が
C
を
占
有
し
て
い
る
場
合
、
(
少
な
く
と
も
通
説
を
前
提
す
る
な
ら
ば
)
い
っ
た
い
何
を
根
拠
に
し
て

B
は
C

を
請
求
し
、
ま
た
、

C
は
A
の
体
僕
た
る
こ
と
を
否
認
で
き
る
の
か
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
③
体
僕
(C)
の
帰
属
を
め
ぐ
る
問
題
を

論
じ
た
こ
の
三
・
三
二
全
体
を
通
読
す
る
と
、
著
者
ア
イ
ケ
が
六
で
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
次
の
二
つ
の
ケ
1
ス
(
あ
る
い
は
、
そ
の
い
ず

れ
か
)
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。
③

C
が
自
分
は
自
由
人
で
あ
る
と
主
張
し
、

A
が
こ
れ
に
対
し
て
C
は
自
分
に
法
廷
で
(
相
続
人
の
異
議
な
し

に
)
体
僕
と
し
て
身
売
り
し
た
の
だ
と
主
張
す
る
ケ
1
ス
(
一
一
と
、
六
の
直
後
に
あ
る
七
を
参
照
)
。
⑮
同
じ
く
C
は
否
認
し
て
い
る
の
に
、

A
は

C
が
生
ま
れ
な
が
ら
自
分
の
体
僕
で
あ
る
と
主
張
し
さ
一
)
、
さ
ら
に
、

B
が
|
|
お
そ
ら
く
そ
れ
と
は
別
な
根
拠
に
も
と
.
つ
い
て
l
l
l
C
は
自

分
の
体
僕
で
あ
る
と
主
張
す
る
ケ
1
ス
。
@
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
は
C
が
勝
つ
が
、
身
売
り
が
法
廷
で
行
な
わ
れ
た
と
き
の
こ
と
は
直
接
に

は
不
明
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
ど
う
な
る
の
か
?
⑥
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
は
A
は
C
に
対
し
て
も
(
三
)
ま
た
B
に
対
し
て
も
勝
つ
(
四
)

が、

C
が
三
人
の
父
方
、
一
二
人
の
母
方
の
親
族
と
と
も
に
七
人
で
自
由
身
分
を
立
証
で
き
れ
ば
、

C
が
勝
つ
(
五
)
。
そ
れ
な
ら
ば
、

B
は
い
っ

た
い
何
を
根
拠
に

C
を
請
求
し
、
い
か
な
る
場
合
に
A
に
勝
ち
う
る
の
か
?
通
説
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
解
く
こ
と
の
で
き
な
い
こ
れ
ら
の

疑
問
に
対
す
る
解
答
は
、
次
の
も
の
し
か
あ
り
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
@
に
つ
い
て
は
、

C
が
法
廷
で
身
売
り
し
、
⑥
に
つ
い
て
は
、

B
が
(
A

か
ら
)
C
を
法
廷
で
譲
渡
さ
れ
て
そ
れ
に
つ
き
証
人
を
有
す
る
場
合
で
あ
る
。
以
上
の
分
析
が
正
し
け
れ
ば
、
六
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
は
(
法
廷
で
確

認
さ
れ
た
)
権
利
な
い
し
権
原
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

(
K
N
)

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
、
も
と
も
と
「
不
動
産
」
に
当
た
る
概
念
は
存
在
し
な
い
が
、
か
り
に
便
宜
上
そ
の
概
念
を
用
い
る
場
合
に

も
、
今
日
の
そ
れ
と
の
相
違
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
具
体
的
一
例
と
し
て
前
註
(
叫
)
で
論
じ
た
体
僕
の
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
本

論
文
の
冒
頭
に
引
用
し
た
こ
・
一
二
・
五
(
前
註
1
)

に
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
建
物
」
は
原
則
と
し
て
土
地
と
は
別
な
持
主
(
な
い
し

占
有
者
)
に
帰
属
し
う
る
(
特
に
小
作
地
に
つ
き
、
二
・
二
了
一
を
参
照
)
が
、
そ
の
点
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
了
二

0
・
二
の
規
定
(
「
(
建

北法37(2・55)179 



説

物
が
妻
の
も
の
で
あ
っ
て
)
そ
の
敷
地
が
建
物
と
と
も
に
委
の
も
の
で
な
い
場
合
、
彼
女
の
失
が
死
亡
、
す
る
b
き
は
、
三
十
日
忌
以
後
六
週
間
以
内
に
、
彼

女
は
そ
の
建
物
を
、
地
面
を
損
傷
し
な
い
よ
う
に
、
除
去
す
べ
き
で
あ
る
」
)
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
、
建
物
が
当
時
い
わ
ば
動
産
と
し
て

の
一
面
を
(
も
)
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
川
町
)
二
・
七

O
(こ
れ
に
つ
い
て
は
本
節
(
三
)
を
参
照
)
、
三
・
三
八
・
一
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
節
(
四
)
を
参
照
)
、
〔
ニ
・
一
八
・
二
〕
と
〔
三
・

八
八
・
五
〕
(
こ
の
両
者
に
つ
い
て
は
後
述
・
次
節
(
三
)
、
特
に
後
註
(
凶
)
を
参
照
)
。

(
灯
)
〔
三
・
八
六
・
二
〕
。
な
お
、
〔
同
条
二
を
も
参
照
。

(
川
町
)
〔
一
・
九
・
五
〕
、
〔
一
・
二

0
・
四
〕
、
〔
一
・
二

0
・
六
〕
、
〔
一
・
五
二
・
三
〕
、

2
7
三
・
二
、
二
・
二
四
・
一
、
二
・
二
四
・
二
、
二
・

二
五
・
て
っ
て
四
二
・
二
、
〔
二
・
四
二
・
二
〕
、
二
・
四
三
・
一
、
〔
二
・
四
四
・
二
〕
、
二
・
五
七
、
三
-
一
二
・
二
。

(ω)
レ
l
ン
法
六
九
・
八
に
、
「
国
王
は
、
あ
ら
ゆ
る
者
の
首
に
関
す
る
、
な
ら
び
に
、
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
、
な
ら
び
に
、
レ

l
ン
に
関
す
る
裁

判
官
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
レ
!
ン
法
(
上
の
裁
判
権
)
な
ら
び
に
ラ
ン
ト
法
(
上
の
裁
判
権
)
は
彼
に
始
ま
り
を
も

っ
、
け
だ
し
へ

l
ア
シ
ル
ト
は
彼
に
始
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
こ
れ
と
同
趣
旨
の
規
定
は
、
ラ
ン
ト
法
コ
了
五
二
・
二

(
「
国
王
を
人
は
、
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
レ
l
ン
に
関
す
る
、
な
ら
び
に
、
あ
ら
ゆ
る
者
の
生
命
に
関
す
る
裁
判
官
に
選
ぶ
」
)
に
も
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
両

者
か
ら
ア
イ
ケ
自
身
の
定
義
に
従
っ
て
ラ
ン
ト
法
の
概
念
を
求
め
れ
ば
、
レ
ー
ン
法
が
「
レ

1
ン
に
関
す
る
」
法
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
か
ら
、
ラ
ン
ト
法
と
は
「
ア
イ
ゲ
ン
と
生
命
に
関
す
る
」
法
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
「
生
命
」
(
な
い
し
「
首
」
)
と
は
、

神
の
平
和
・
ラ
ン
ト
平
和
に
よ
っ
て
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
「
苦
痛
刑
」
(
宮

E
W
Z
ω
可
弘
司
)
、
と
り
わ
け
「
生
命
刑
」
を
意
味
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
ア
イ
ケ
自
身
の
定
義
に
従
う
か
ぎ
り
、
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
裁
判
権
が
、
こ
の
生
命
刑
を
行
使
す
る
流
血
裁
判
権
と
並
ん
で
、
ラ
ン
ト

法
(
上
の
裁
判
権
)
の
中
枢
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
単
に
ア
イ
ケ
の
ラ
ン
ト
法
に
関
す
る
定
義
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
中
世
法
全
体
の
存
在
構
造
を
適
切
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に

し
た
い
。

論

50 

〔
一
・
九
・
五
〕
、
〔
一
・
二

0
・
四
〕
、
〔
一
・
二

0
・
六
〕

一
・
三
四
・
二
、
〔
一
・
五
二
・
三
〕
、
二
・
三
・
て
ニ
・
二
四
・
て
二
・
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二
四
・
二
、
二
・
二
五
・
一
、
二
・
四
三
・
て
二
・
四
四
・
一
、
〔
二
・
四
四
二
一
〕
、
二
・
四
四
・
三
、
三
・
八
二
・
二
、
三
・
八
三
・
三
。

(
日
)
〔
一
・
九
・
五
〕
、
一
・
三
四
・
二
、
〔
一
・
五
二
・
三
〕
、
二
・
二
四
・
二
、
二
・
四
三
・
て
二
・
四
四
・
一
、
っ
て
四
四
・
二
〕
、
三
・

八
二
・
二
、
三
・
八
三
・
三
。

(
臼
)
ニ
・
二
四
・
二
、
〔
一
て
四
四
・
二
〕
。
そ
れ
に
〔
一
・
九
・
五
〕
も
当
然
こ
こ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
、
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
が
判
決
を

も
っ
て
与
え
ら
れ
る
」
場
合
が
三
・
八
二
・
二
に
出
て
く
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
後
の
(
二
)
で
論
ず
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
(
法
廷
で
)

譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
ケ

l
ス
で
あ
る
。

(
日
)
〔
二
・
四
四
・
二
〕
に
は
、

ω当
巾

g
官
片
山
口
問
巾
者
負

g
F
2
2・
E-片
2Mm
白
口
町
印
同

0
3
2
2
(誰
で
あ
れ
あ
る
所
領
を
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持

つ
者
が
あ
り
、
そ
れ

(
l所
領
)
が
彼
に
1
1
誰
か
他
の
者
の
1
1
死
亡
に
よ
り
帰
属
し
た
も
の
で
あ
り
)
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。

Z
Z
2
8
の
語

は
一
般
に
は
「
あ
る
財
産
が
誰
か
の
死
に
よ
っ
て
遣
さ
れ
る
」
の
意
で
あ
る
(
一
・
二
八
、
三
・
五
六
・
三
、
三
・
八

0
・
二
が
、
「
あ
る
財
産
が

あ
る
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
他
の
特
定
の
者
に
遺
さ
れ
る

1
帰
属
す
る
」
の
意
に
も
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
「
特
定
の
者
」
が
「
相
続
人
」
で

あ
る
こ
と
も
あ
る
(
こ
の
場
合
、
実
質
的
に
は
「
相
続
さ
れ
る
」
と
同
義
に
な
る
)
(
一
・
四
、
一
・
五
・
二
と
三
、
一
・
二
五
・
五
、
一
・
五
二
・
四
。

レ
1
ン
法
、
二
六
・
九
、
五
七
・
四
、
七
一
・
五
)
が
、
そ
れ
と
は
は
っ
き
り
区
別
し
て
、
あ
る
財
産
が
誰
か
の
死
亡
に
よ
り
「
相
続
人
以
外
の
者
」

の
者
に
帰
属
す
る
こ
と
(
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
場
合
を
も
含
み
う
る
こ
と
)
を
表
現
す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
る
土
・
一
二
・
二
、
=
一
・

七
六
・
三
1
|
邦
訳
「
そ
の
所
領
を
相
続
し
た
者
」
は
「
そ
の
所
領
が
帰
属
し
た
者
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
|
|
、
三
・
八
一
・
一
。
レ
l
ン
法
、
一

八
、
五
七
・
二
。
し
た
が
っ
て
、
二
・
四
四
・
二
に
つ
い
て
も
、
「
あ
る
所
領
を
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
つ
者
」
が
そ
の
所
領
を
相
続
し
た
と
は

断
定
で
き
な
い
が
、
相
続
し
た
場
合
を
も
含
む
も
の
ー
ー
し
た
が
っ
て
、
先
行
の
二
・
四
四
・
一
(
な
ら
び
に
二
・
四
三
・
二
)
と
比
較
す
れ
ば
、

こ
の
条
項
は
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
も
関
係
し
う
る
も
の
|
|
と
考
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
こ

と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
こ
の
二
・
四
四
・
二
は
ア
イ
ケ
以
後
の
補
筆
に
か
か
る
部
分
で
あ
る
こ
と
。
②
こ
の
箇
所
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

の
語
は
(
事
実
と
し
て
の
)
占
有
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
権
利
と
い
う
合
意
を
ま
っ
た
く
持
っ
て
い
な
い
こ
と
。
③
こ
の
場
合
、
占
有
者
が
そ

の
土
地
を
た
と
え
ば
「
相
続
」
に
よ
り
取
得
し
た
の
で
あ
っ
て
、
「
彼
自
身
(
邦
訳
に
は
脱
落
し
て
い
る
)
は
そ
れ
を
誰
か
ら
も
奪
っ
て
い
る
(
己
5
3
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説論

の
で
は
な
い
」
に
し
て
も
、
「
そ
の
所
領
が
(
訴
訟
の
結
果
)
彼
か
ら
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
」
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
に

そ
の
土
地
を
遺
し
た
者

l
l後
者
は
そ
の
土
地
を
「
(
実
力
で
)
奪
っ
た
」
も
の
と
推
定
で
き
る
|
|
は
、
通
説
の
意
味
で
の
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
(
占
有

1
権
利
)
ま
で
は
遺
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
こ
の
場
合
、
現
在
の
占
有
者
に
い
か
な
る
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
叫
山
)

を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
。

な
お
、
判
決
を
も
っ
て
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
が
剥
奪
さ
れ
る
ケ
l
ス
に
つ
い
て
は
、
当
然
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
問
を
抱
か
れ
る
向
き
も
少
な
く
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
次
の
諸
点
を
考
慮
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

も
と
も
と
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
は
、
特
に
参
審
自
由
人
(
了
二
・
一
一
を
参
照
)
l
|
お
よ
び
プ
ブ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
(
一
・
二
・
一
二
を
参
照
)
な
ら

び
に
そ
れ
よ
り
身
分
の
高
い
者
(
一
一
了
八

0
・
こ
を
参
照
)
|
ー
で
あ
る
が
、
彼
等
か
ら
判
決
を
も
っ
て
ア
イ
ゲ
ン
が
剥
奪
さ
れ
る
場
合
は
、
大

別
し
て
二
つ
に
わ
か
れ
る
。
第
一
は
彼
等
が
窃
盗
・
強
盗
等
の
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
で
あ
る
。
彼
等
が
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
か
ど
で
訴
え
ら
れ
、

三
回
目
の
裁
判
期
日
に
出
頭
し
な
い
と
、
彼
等
は
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
る
(
了
六
七
・
一

1
三
を
参
照
)
。
グ
ラ

1
フ
が
こ
れ
を
国
王
の
前

で
立
証
す
れ
ば
、
彼
等
は
帝
国
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
る
こ
・
七
一
を
参
照
)
。
さ
ら
に
一
年
と
一
日
こ
の
帝
国
ア
ハ
ト
か
ら
自
分
を
引
き
戻
さ
な

い
で
い
る
と
、
「
彼
等
は
百
円
宮
巾

-
S
(後
述
)
と
宣
告
さ
れ
、
彼
等
か
ら
ア
イ
ゲ
ン
(
と
レ
ー
ン
)
が
剥
奪
さ
れ
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
(
了

三
八
二
一
。
こ
の
場
合
、
相
続
人
は
こ
の
ア
イ
ゲ
ン
を
一
年
と
一
日
以
内
に
国
王
の
権
力
か
ら
引
き
戻
す
こ
と
が
で
き
る
)
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
剥
奪
さ

れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
「
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
」
で
は
な
く
、
直
接
に
「
ア
イ
ゲ
ン
」
(
も
し
く
は
レ
l
ン
)
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
。
ま

た
、
あ
る
者
が
窃
盗
・
強
盗
等
の
犯
罪
を
犯
し
て
実
際
に
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
、
「
彼
の
最
近
の
親
族
が
彼
の
遺
産
を
(
し
た
が
っ
て
、
ア
イ
ゲ

ン
を
も
)
取
得
す
る
」
(
二
・
一
三
・
二
。
こ
の
死
刑
判
決
は
請
け
一
戻
す
こ
と
が
で
き
る
(
一
・
六
五
・
こ
を
参
照
)
が
、
そ
れ
を
請
け
戻
し
た
者

は

g
n
Z
(巾
)
芯
∞
と
宣
告
さ
れ
る
(
同
上
、
お
よ
び
、
一
・
三
八
・
一
を
参
照
)
。
こ
の
場
合
、
一
・
三
八
・
一
に
は
明
示
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
が
、
そ
の
直
後
に
位
置
す
る
同
条
二
と
の
つ
な
が
り
か
ら
言
っ
て
、
前
述
し
た
(
一
年
と
一
日
以
上
に
及
ぶ
)
帝
国
ア
ハ
ト
の
場
合
と
同
じ
く
、

ア
イ
ゲ
ン
(
お
よ
び
レ
l
ン
)
が
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
で
あ
る
た
め
に
は
、

各
自
が
そ
れ
に
生
ま
れ
つ
い
た
(
こ
の
場
合
、
特
に
参
審
自
由
人
と
し
て
の
)
「
法
」

(
5♀
ご
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
、
そ
の
法
を
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欠
く

(
1
3
n
Z
(巾
)-o印
)
に
い
た
る
と
、
ア
イ
ゲ
ン
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
に
、
い
わ
ば
「
民
事
」
事
件
と
し
て
、
ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
が
争
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
前
述
の
第
一
の
場
合
、
ア
イ

ゲ
ン
の
剥
奪
が
持
主
の
犯
罪
(
し
た
が
っ
て
、
持
主
の
「
法
」
の
喪
失
)
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
(
副
次
的
)
結
果
と
し
て
ア
イ
ゲ
ン
が

こ
日
一
)
い
わ
ば
「
国
庫
」
に
帰
属
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
原
告
と
被
告
、
両
当
事
者
が
訴
訟
に
お
い
て
ア
イ
ゲ
ン
そ
の
も
の
の
帰
属
を
争

う
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
あ
ら
か
じ
め
一
言
す
れ
ば
、
「
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
ま
た
、
占
有
が
絡
ん
で
く
る
の
も
、
こ
の

第
二
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
が
相
続
人
同
志
の
問
で
争
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
こ
の
場
合
の
争
点
は
、

|
|
本
節
(
四
)
で
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
l
|
血
縁
の
近
さ
ま
た
は
(
各
人
の
生
ま
れ
つ
い
た
こ
法
」
(
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
)
で
あ

っ
て
占
有
で
は
な
い
。
占
有
が
絡
ん
で
く
る
の
は
1
1
1
こ
れ
ま
た
本
節
(
四
)
で
詳
述
す
る
よ
う
に
|
|
基
本
的
に
は
、
(
特
に
譲
渡
を
受
け
た
)

占
有
者
と
相
続
人
と
が
争
う
場
合
で
あ
る
が
、
前
者
が
後
者
に
勝
ち
う
る
の
は
|
|
私
見
に
よ
れ
ば
|
|
一
つ
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ

れ
以
外
の
場
合
に
は
、
問
題
の
ア
イ
ゲ
ン
を
「
彼
の
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
の
中
に
持
つ
」
て
い
て
、
そ
れ
を
「
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
」
者
は
、

譲
渡
(
も
し
く
は
、
質
入
ま
た
は
寄
託
等
)
を
受
け
た
占
有
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
ア
イ
ゲ
ン
が
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
ケ

ー
ス
が
、
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
を
め
ぐ
る
ケ

i
ス
と
並
ん
で
出
て
く
る
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
、
前
註
(
臼
)

に
掲
げ
た
箇
所
の
う
ち
、
〔
一
・
九
・
五
〕
が
譲
渡
さ
れ
た
所
領
の
争
訴
に
か
か
わ
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
二
・
二
四
・
二
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
二
・
二
四
・
一
と
の
つ
な
が
り
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
か
か
わ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
、
ま
た
、
後
に
論
ず
る
こ
・
七

O
と
三
・
三
八
・
一
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
を
そ
の
条
文
そ
の
も
の
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
条
項
は
す
べ
て
、
刑
事
犯
罪
(
や
「
法
」
の
喪
失
)
の
結
果
と
し
て
ア
イ
ゲ
ン
が
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
ケ
ー

ス
を
含
ん
で
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

(
M
)

こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
後
に
次
節
(
三
)
で
さ
ら
に
詳
述
す
る
。
特
に
後
註
(
凶
)
を
参
照
。

(
回
)
二
・
五
七
は
、
こ
れ
ま
で
通
説
に
よ
っ
て
小
作
地
に
も
か
か
わ
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
理
解
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
本
節
(
五
)
な
ら
び
に
次
節
(
六
)
に
お
い
て
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
論
ず
る
。
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説

(日
)
(
i
)
、
〔
一
了
四
四
・
二
〕
、
二
・
七
O
(
・
I
)
、
三
・
-
二
・
二
、
〔
三
・
八
六
・
二
〕
。

(
訂
)
二
・
ニ
四
・
ニ
(
…
m)
、
三
・
八
二
・
二
(
出
)
。
た
だ
し
、
(
号
)
常
一
関
2
5
吋
巾
白
ロ
巾
件
当
-
Y
巾
〈
え
と
い
う
表
現
に
な
る
と
、
ゲ
ヴ
ェ
1
レ
の

語
を
必
ず
し
も
(
事
実
と
し
て
の
)
占
有
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註

(
H
H
)

を
参
照
。

(
団
)
〔
了
九
・
五
(
i
)
〕
1
1
2
吉
告
q
z
z
(
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
あ
る
土
地
な
い
し
所
管
、
〔
了
五
二
・
三
〕
1
1
Z
E
Z
2
3

者
a
q
z
s
ロ
(
彼
の
ゲ
ヴ
ェ
1
レ
の
中
へ
と
返
却
す
る
)
、
二
・
二
四
・
一
(
i
)
|
|
ロ
仲
間
5
2
5『
B

5
∞g
(
彼
の
ゲ
ヴ
ェ
1
レ
(
の
中
に
あ

る
所
領
)
か
ら
逐
い
出
す
)
、
二
・
二
五
・
一
(
H
U
)
|
1
2
2
5
2
5
5
m
g
巾
5
m
m
g
(
彼
を
し
て
(
実
際
に
)
彼
の
(
所
領
の
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

を
得
さ
せ
る
)
、
〔
二
・
四
二
・
ニ
ー
ー
E
E
q
m
巾
5
2
(
ゲ
ヴ
ェ
i
レ
な
し
に
)
、
三
・
八
二
・
二

(
-
g
i
l
l包
5
4
5
2
Z
2
5
8
巾
(
彼

の
ゲ
ヴ
エ
|
レ
(
の
中
に
あ
る
所
領
)
を
明
け
渡
す
)
。
す
ぐ
後
の
本
文
で
論
ず
る
三
・
八
二
・
二

(
U
)
も
こ
こ
に
数
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
を
通
算
し
て
お
く
と
、
ゲ
ヴ
ェ
1
レ
の
語
が
「
占
有
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
都
合
九
〔
一
四
〕

に
な
る
。
こ
の
場
合
、
ア
イ
ケ
以
後
の
補
筆
に
か
か
る
部
分
の
比
率
が
決
し
て
低
く
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(
臼
)
三
・
八
二
・
二
(

V

)

。

(
的
)
〔
一
・
九
・
五
(
出
)
〕
、
な
ら
び
に
、
二
・
二
四
・
一
(
i
)
、
二
・
七
O
(
H
H
)
。
そ
の
ほ
か
に
、
二
・
二
四
・
こ
に
は
、

8
ロ
巾
巧
O
E
2
u
s
m

担
問

m
g
司
ロ
ロ
ロ
巾
ロ
(
そ
れ
が
彼
か
ら
(
判
決
を
も
っ
て
)
剥
奪
さ
れ
な
い
限
り
て
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
の
お
は
包
ロ
巾
者
向
足
(
・
日
)
を
承
け
た

も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
臼
)
を
も
参
照
。

(
臼
)
い
わ
ゆ
る
「
法
廷
譲
渡
」
(
唱
ユ
n
y
E
n
Z
〉
己
白
血
凹
由

g
m
)
に
つ
い
て
は
、
本
節
(
四
)
で
さ
ら
に
後
述
す
る
が
、
と
り
あ
え
ず
一
・
五
二
・

一
の
規
定
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
位
)
し
た
が
っ
て

A
は
こ
の
場
合
、
問
題
の
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
、
占
有
は
持
た
な
い
が
、
れ
っ
き
と
し
た
権
原
を
持
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
そ

の
よ
う
な
譲
渡
人
と
し
て
問
題
に
な
り
う
る
の
は
、
ま
ず
(
新
た
に
そ
の
土
地
を
相
続
し
た
ば
か
り
の
)
相
続
人
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
に
も
、

ゲ
ヴ
ェ
!
レ
の
一
語
(

1

)

が
A
に
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
関
し
て
は
用
い
ら
れ
ず
、

A
か
ら
の
譲
渡
を
受
け
た

B
と
の
関
連
で
は
じ
め
て
現
わ

れ
る
こ
と
に
注
意
。
ま
た
、
本
文
に
所
引
の
箇
所
に
つ
づ
く
部
分
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
臼
)
を
参
照
。

一
一
・
四
四
・
一

論
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な
お
、
こ
の
三
・
八
二
・
二

(
i
)
な
ら
び
に
(

V

)

(

前
註
印
)
、
そ
れ
に
、
〔
一
・
九
・
五

(.m)
〕
、
二
・
二
四
・
一

二
(
・
H
)
、
二
・
七
O
(
n
H
)
(
以
上
、
前
註

ω)
の
ほ
か
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
〔
一
・
二

0
・
四
〕
(
前
註
位
)
、
一
・
一
二
・
二
(
前
註

H
H
)

、
一
・
=
二
・
二
(
一
一
箇
所
)
(
前
註
位
)
、
一
・
四
五
・
二
(
前
註
4
・
U
)
、
コ
了
三
二
・
六
(
前
註
“
)
に
お
い
て
も
、
多
少
と
も
明
確
に

権
利
な
い
し
権
原
の
語
義
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
、
以
下
で
は
立
ち
入
る
機
会
の
な
い
箇
所
に
つ
い
て
、
同
じ
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

認
め
ら
れ
る
も
の
を
拾
っ
て
み
る
と
、
〔
一
・
九
・
五
(

E

H

)

〕
(
譲
渡
人
は
ま
だ
土
地
を
引
き
渡
し
て
い
な
い
の
に
、
譲
受
人
を
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
に
お
い
て

代
理
・
擁
護
、
な
お
、
同
条

(
m
)
を
参
照
)
、
〔
一
・
二

0
・六〕

(
1
一
・
二

0
・
四
)
、
以
上
二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
加
え
て
、

こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が

l
l多
少
と
も
明
確
に
|
|
占
有
権
な
い
し
占
有
の
た
め
の
権
原
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
箇
所
を
集
計
し
て
み
る
と
、
都
合
一

O
〔
一
四
〕
箇
所
に
な
り
、
そ
の
数
が
占
有
を
意
味
す
る
場
合
(
前
註
日
)
と
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
こ
と
が
わ

か
る
。

(i)
、
二
・
二
四
・

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

こ
こ
で
検
討
し
て
い
る
箇
所
の
う
ち
、
明
示
的
に
動
産
に
も
関
係
し
、
あ
る
い
は
、
文
脈
上
動
産
に
も
関
係
し
う
る
も
の
は
、
前
註
(
拘
)

な
ら
び
に
(
必
)
に
挙
げ
て
お
い
た
よ
う
に
、
一
・
=
二
・
二
、
一
・
四
五
・
二
、
〔
一
・
五
二
・
三
〕
、
三
・
八
三
・
三
の
四
箇
条
で
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
の
前
二
者
は
「
法
定
後
見
人
た
る
の
地
位
に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
前
註
(
位
)
で
論
じ
て
お

い
た
。
こ
れ
を
別
に
す
れ
ば
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
一
般
に
つ
い
て
動
産
に
も
関
係
し
う
る
笛
所
と
し
て
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
は
、
〔
一
・
五
二
・
三
〕

と
三
・
八
三
・
一
二
の
二
箇
条
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
町
)
と
(
乃
)
と
に
お
い
て
さ
ら
に
後
述
す
る
。

(
制
)
二
・
二
四
・
一
を
参
照
。

(
臼
)
向
上
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
本
節
(
二
)
で
上
述
し
た
三
・
八
二
・
二
は
、
恰
好
な
具
体
例
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
同
条

で
は
、
本
節
(
二
)
に
所
引
の
箇
所
に
ひ
き
つ
づ
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
:
:
:
(
現
に
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
出
)
(
l占
有
)
を
持

つ
者

(
C
)
(
邦
訳
に
「
例
え
ば
小
作
(
賃
子
借
地
人
)
と
し
て
」
と
註
し
て
い
る
の
は
間
違
い
、
こ
の
場
合
、
む
し
ろ
「
受
託
者
」
・
「
管
理
人
」
な
ど
を
想

定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
)
は
、
次
回
の
(
そ
の
件
に
つ
い
て
)
期
日
を
定
め
ら
れ
た
裁
判
集
会
に
お
い
て
そ
れ

(
l所
領
)
を
主
張
・
擁
護
す
る
限
り
、

そ
の
占
有
指
定
を
否
認
し
か
の
者

(B)
を
逐
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
け
だ
し
あ
る
人
は
、
彼
が
そ
れ
に
つ
い
て
訴
え
ら
れ
か
つ
(
期
日
を
定
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説

め
ら
れ
た
裁
判
集
会
に
)
召
喚
さ
れ
な
い
限
り
、
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
-
W
)
(
1
占
有
)
を
明
け
渡
す
義
務
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後

(
l
B
が

C
を
訴
え
た
結
果
)
か
の
者

(B)
に
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
V
)
(
l
占
有
権
)
が
判
決
を
も
っ
て
与
え
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
彼
が
裁
判
所
の
職
権
に
よ
り
そ

の
中
へ
(
入
る
よ
う
)
(
占
有
)
指
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
人

(
I
C
を
含
む
す
べ
て
の
者
)
は
彼
を
そ
こ
か
ら
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
、
人
(
こ
の

場
合
、

C
以
外
の
者
、
特
に
A
以
外
の
相
続
人
)
が
そ
れ
を
(
改
め
て
)
判
決
を
も
っ
て
し
な
い
限
り
」
と
。

(
伺
)
〔
二
・
四
四
・
二
〕
に
は
、
前
註
(
臼
)
で
す
で
に
引
用
し
た
箇
所
(
「
誰
で
あ
れ
し
か
し
、
あ
る
所
領
を
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
l占
有
)
の
中
に
持
つ
者

が
あ
り
、
そ
れ
(
H
H
所
領
)
が
彼
に
(
誰
か
他
の
者
の
)
死
亡
に
よ
り
帰
属
し
た
も
の
で
あ
り
、
も
し
く
は
彼
に
譲
渡
ま
た
は
封
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

彼
自
身
は
そ
れ
を
誰
か
ら
も
奪
っ
て
(
三
百
円
)
い
な
い
場
合
、
彼
か
ら
そ
の
所
領
が
(
判
決
を
も
っ
て
)
剥
奪
さ
れ
て
も
」
)
に
(
邦
訳
上
)
引
き
つ
づ
き
、

「
彼
が
そ
れ
に
つ
き
い
か
な
る
法

(
1裁
判
)
を
も
拒
ま
な
い
限
り
、
彼
は
そ
れ

(
1所
領
)
か
ら
取
得
し
て
い
る
(
口
百
円
)
も
の

(
1収
益
、
特
に

小
作
料
)
を
(
正
当
な
持
主
に
)
返
却
す
る
必
要
が
な
い
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
最
後
の
件
り
は
一
見
、
現
在
の
占
有
者
に
与
え

ら
れ
る
法
的
保
護
の
よ
う
に
見
え
る
(
し
、
あ
る
意
味
で
は
そ
う
言
っ
て
も
よ
い
)
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
諸
点
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。

①
全
体
と
し
て
こ
の
条
項
は
、
(
「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
に
つ
い
て
の
定
義
的
規
定
で
あ
る
ご
了
四
四
・
一
の
直
後
に
補
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
と
の
つ
な
が
り
か
ら
、
た
と
え
あ
る
者
が
一
年
と
一
日
以
上
あ
る
土
地
を
「
実
カ
で
」
占
有
し
て
い
て
も
、
適
法
な
ゲ
ヴ
エ
|
レ
を
取
得

す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
原
則
を
敷
市
し
た
も
の
で
あ
る
(
こ
の
点
は
本
節
(
四
)
で
さ
ら
に
後
述
す
る
)
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
条
項
の
力
点
は

む
し
ろ
、
誰
か
が
「
実
力
で
」
奪
っ
た
土
地
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
ん
な
に
長
く
占
有
さ
れ
、
ま
た
、
第
三
者
の
手
に
渡
っ
て
も
、
正
当
な

持
主
が
そ
れ
を
法
廷
に
持
ち
出
す
限
り
、
彼
に
対
抗
で
き
る
よ
う
な
権
原
が
生
じ
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
②
右
の
「
法
的
保
護
」
な
い
し

特
典
は
、
現
在
の
占
取
者
一
般
に
で
は
な
く
て
、
「
彼
自
身
は
そ
れ
を
(
実
力
で
)
奪
っ
て
い
な
い
」
占
取
者
の
み
に
与
え
ら
れ
る
。
③
し
か
も
、

「
彼
が
い
か
な
る
法

(
l裁
判
)
を
も
拒
ま
な
い
限
り
」
に
お
い
て
|
|
。
こ
れ
ら
の
点
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
(
い
わ
ば
善
意
の
)
占
有
者
に
対

す
る
保
護
と
言
わ
ん
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
法
」

(
1裁
判
)
に
よ
っ
て
「
実
力
」
に
挑
み
、
そ
れ
を
制
圧
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
最

後
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
後
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る
「
平
和
へ
の
関
心
」
を
も
参
照
。
因
み
に
、
こ
れ
が

l
l了
七

O
以
外
に
|
|
土
地
の

占
有
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
法
的
保
護
と
解
し
う
る
唯
一
の
条
項
で
あ
る
。

論
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〔
一
・
五
二
・
三
〕
に
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。
「
し
か
し
、
何
で
あ
れ
彼

(A)
が
誰
か

(B)
か
ら
不
法
に
(
ロ

E
t
M
R
2
F
Z
)
取
得
し

(*) 

た
も
の
は
、
彼

(
A
)
は
そ
れ
を
彼

(
B
)
に
対
し
そ
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
1占
有
)
の
中
へ
と
返
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
の
場
合
か
の
者

(
B
)
は
そ
の
後
(
邦
訳
で
は
脱
落
)
、
い
か
な
る
譲
渡
を
も

(
1
A
に
譲
渡
し
た
と
は
)
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

(
B
が
自
分
の
も
の
と
し
て
主
張

で
き
る
の
は
)
そ
れ
が
彼

(
B
)
か
ら
取
得
さ
れ
た

(
l
そ
れ
を
A
が
B
か
ら
取
得
し
た
)
以
前
に
、
彼

(
B
)
が
そ
れ
に
つ
き
持
っ
て
い
た
権
利
だ

け
で
あ
る
(
し
た
が
っ
て
、

A
に
対
し
て
譲
渡
に
と
も
な
う
代
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
第
三
者
に
対
し
て
も
元
通
り
自
ら
そ
の

所
領
に
つ
き
責
任
を
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
)
。
」
(
*
の
箇
所
、
邦
訳
で
は
「
返
還
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
①
原
文
に
は

B
E

Z
巾
B
巾
者
三
者

aq-巳
g
と
あ
っ
て
者
三

(
1
君
。
主
)
が
入
っ
て
い
る
こ
と
、
②
三
・
五
・
一
な
ら
び
に
こ
に
よ
れ
ば
、

A
が
B
か
ら
貸
与
(
ま
た
は

寄
託
)
さ
れ
た
動
産
(
し
た
が
っ
て
、
邦
訳
に
「
封
与
」
と
補
つ
で
あ
る
の
は
間
違
い
)
に
つ
い
て
、

A
が
第
三
者
か
ら
ア
l
ネ
フ
ァ
ン
グ
の
訴
を
受
け
た

と
き
、

A
は
B
に
裁
判
期
日
を
通
告
す
る

(
l
B
に
追
奪
担
保
を
求
め
る
)
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
B
に

(
B
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
)
「
た
だ
ち
に
返
還
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
(
ヨ
豆
町
巾
ぎ
己
巾
ヨ
巾

2
2巾
口
君
。

7
2己
R
σ
5口
問
巾
ロ
)
と
あ
る
の
を
参
照
)
。

こ
の
一
・
五
二
・
三
は
、
物
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
適
法
な
手
続
を
述
べ
た
同
条
一
と
二
の
後
に
補
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、

こ
こ
で
「
不
法
に
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
具
体
的
に
は
次
の
こ
と
を
指
す
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
ア
イ
ゲ
ン
な
ら
び
に

従
属
民

(
l体
僕
、
前
註
“
)
に
つ
い
て
は
、
相
続
人
の
承
諾
な
し
に
、
ま
た
は
、
正
規
の
裁
判
集
会
な
し
に

(
l
m
2
R
z
r
z
〉

E
E
8
5聞
に

よ
ら
ず
に
)
、
②
レ

l
ン
な
ら
び
に
動
産
に
つ
い
て
は
、
剣
と
楯
を
も
ち
他
人
の
助
力
な
し
に
馬
に
跨
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
右
の
訳
文
に
示
し
た
よ
う
な
理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
|
|
三
・
五
・
一
と
二
と
の
比
較
に
よ
っ
て
|
|
こ
う
し
た
「
不
法
な
」
譲

渡
に
よ
っ
て
生
ず
る
事
態

(
A
が
取
得
す
る
権
利
、
な
ら
び
に
、

B
に
依
然
と
し
て
残
る
権
利
な
い
し
責
任
)
が
動
産
の
貸
与
(
ま
た
は
寄
託
)
の
場
合

と
基
本
的
に
は
同
一
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
自
体
き
わ
め
て
興
味
深
い
が
、
二
・
二
四
・
一
の
「
不
法
に
手
に
入
れ
る
」
と
い

う
の
が
右
に
述
べ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
不
法
に
」
と
い
う
表
現
を
、
「
奪
う
」

(
R
E
g
-
-厄
介

な
こ
と
に
、
こ
の
語
は
「
取
得
す
る
」
の
意
に
も
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
一
・
五
二
・
三
の
ほ
か
前
註

(ω)
に
引
用
し
た
二
・
四
四
・
二
を
参
照
)
、
「
実

力
で
」

(
B芹
唱
者
白
ロ
|
|
}
本
節
(
四
)
、
次
節
(
七
)
で
さ
ら
に
後
述
す
る
)
、
「
強
奪
に
よ
る
」

(
8
2巾
}
8
l
|す
ぐ
後
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る
)
、
さ
ら
に
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説

と
り
わ
け
「
適
法
に
」
(
吉
芹

zn宮
中
|
|
し
ば
し
ば
「
判
決
を
も
っ
て
」
の
意
に
用
い
ら
れ
る
が
、
常
に
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
二
・
二
四
・

二
を
参
照
)
と
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

な
お
、
一
・
五
二
・
三
は
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
限
り
、
動
産
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
ア
イ
ケ
以
後
の
補
足
に
か
か
る
こ

と
は
別
に
し
て
も
、
①
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
は
占
有
者
で
あ
る

B
に
関
し
て
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
②
本
来
の
持
主
で
あ
る

A
に
つ
い
て
も
「
占

有
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
前
節
で
述
べ
た
こ
と
に
新
た
に
付
け
加
え
る
こ
と
は
何
も
な
い
。

(
侃
)
二
・
二
五
・
一
。
裁
判
官
が
原
告
に
「
彼
の
グ
ヴ
ェ

l
レ

(
l所
領
)
(
の
占
有
)
を
得
さ
せ
る
」
(
巾

5
唱
者
巾
芯
品

g
巴
ロ
句
者

q
g
の
は
、

被
告
が
こ
の
訴
を
「
適
法
に
却
け
な
い
」
場
合
、
つ
ま
り
現
行
犯
手
続
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、

gbm山
}
内

2
2
2
の
場
合
、
強
奪
さ
れ
る

ゲ
ヴ
ェ

i
レ
は
、
先
行
す
る
こ
・
二
四
・
二
と
の
比
較
か
ら
、
ア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
レ

l
ン
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
現
行

犯
を
証
明
で
き
る
」
の
は
、
特
に
原
告
が
そ
こ
に
居
住
す
る
「
家
・
屋
敷
」
あ
る
い
は
そ
れ
が
所
在
す
る
「
所
領
」
そ
の
も
の
が
|
l
い
わ
ば

一
箇
の
「
軍
勢
」
に
よ
っ
て
|
|
強
奪
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
こ
不
法
な
助
力
者
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
)
。
こ
れ
は
、

た
と
え
ば
、
主
君
が
家
臣
の
所
領
を
「
実
力
で
奪
う
」
(
レ

l
ン
法
一
了
二
場
合
と
は
、
お
そ
ら
く
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、

ゲ
ヴ
ェ

l
レ
1
所
領
と
い
う
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
日
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
印
)
前
節
(
三
)
、
特
に
前
註
(
詑
)
を
参
照
。

(
叩
)
二
・
六
六
・
一
以
下
、
三
・
こ
ま
で
を
参
照
。
モ
リ
ト
ア
(
開

E
E
ζ
。
E

，O
国
)
の
い
わ
ゆ
る
「
ラ
ン
ト
平
和
(
令
)
群
」
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
前
註
(
お
)
に
掲
げ
た
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
論
文
(
邦
訳
、
一
七
六
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
礼
)
一
一
一
一
一
一
年
九
月
一
日
の
い
わ
ゆ
る
ザ
ク
セ
ン
・
ラ
ン
ト
平
和
令
の
第
一
一
条

(
1
い
わ
ゆ
る
叶
B
z
m曲
目
白
巾
吉
ユ
三
で
は
第
一
二
条
)
に
、
次
の
規

定
が
あ
る
o
Zロ
己
己
目
白
安
}
間
的
自
由
一
。
ロ
巾
「
巾
『
己
B
O
E
m
℃。由回一色巾丹市
E
2
Z
F
三
回
一
句
。

m
g∞
芯
白

σ
g
(、
『
「
巾
口
問
白
白
色
ロ
ユ
ロ
で
は
、
与
一

g
E

-EEO)
巾
三
口
円
白
仲
買
・
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
買
い

E
円
高
0
4
・
ω白門
}
M
m

巾
ロ
告
ぽ
m巾]一戸山口弘司巾

nz・
ω・
5
0・
〉
ロ
ヨ

-
E
を
参
照
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
話
)
な
ら
び
に
(
伺
)
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
レ
ー
ン
法
七
四
・
二
お
よ
び
三
八
・
三
を
参
照
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
な
お
後
註
(
制
)
な
ら
び
に
次
節
(
五
)

論
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の
本
文
に
お
い
て
後
述
す
る
。

(
刊
)
三
・
三
八
・
一
。

(
花
)
二
・
三
・
一
。

(
河
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
・
七

0
・
一
を
参
照
。
そ
こ
で
は
、
ー
ー
ー
犯
罪
の
ゆ
え
に
訴
え
ら
れ
て
、
三
回
(
固
ま
で
)
の
裁
判
期
日
に
出
頭
し

な
い
者
に
つ
い
て
規
定
し
た
i
|
|
一
・
六
七
・
一
と
二
、
一
・
六
八
・
一
を
承
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
し
か
る
に
彼

(
1原

告
)
が
三
回
の
裁
判
期
日
に
官
三
こ
こ
だ
け
で
は
、
「
財
産
一
般
」
を
も
意
味
し
う
る
)
を
訴
求
す
る
な
ら
ば
、
人

(
l裁
判
官
)
は
彼
を
そ
の
中
へ

(
入
る
よ
う
)
(
占
有
)
指
定
す
べ
き
で
あ
り
(
し
た
が
っ
て
、
前
出
の
宮
門
は
少
な
く
と
も
特
に
「
土
地
」
(
ま
た
は
、
所
領
)
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
)
、

ま
た
そ
れ
を
彼
に
(
現
実
に
)
占
有
(
ま
た
は
、
支
配
)
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ん
ぴ
と
も
彼
を
、
正
式
の
訴
を
も
っ
て
そ
れ
を
し
な
い
限
り
、

(
そ
の
占
有
か
ら
)
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
。
つ
ま
り
、
|
|
こ
こ
に
は
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
語
は
出
て
こ
な
い
が
|
|
通
常
の
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
の

場
合
、
被
告
が
三
回
の
裁
判
期
日
を
怠
る
と
、
占
有
の
み
な
ら
ず
占
有
権
ま
で
も
が
原
告
に
移
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
つ
づ
く
ア
イ
ケ
以
後
の
補
足
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
〔
こ
の
占
有
指
定
を
そ
の
者

(
l
三
回
の
裁
判
期
日
を
怠
っ
た
被
告
)
は
一
年

の
期
間
内
に
聖
遺
物
に
か
け
て
(
の
宣
誓
を
も
っ
て
)
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
彼
は
し
か
し
そ
の
土
地
(
ま
た
は
所
領
)
を
、
人

(
1
ア
イ

ケ
自
身
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
原
告
)
が
そ
れ
を
訴
求
す
る
場
合
、
た
だ
ち
に
、
し
か
も
次
の
三
回
の
裁
判
集
会
に
お
い
て
、
擁
護
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
〕
」
。
こ
れ
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
に
与
え
ら
れ
る
特
典

(a)
が
そ
う
大
き
な
意
味
を
も
ち
え
な
い
こ
と
は
一
見

し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
極
言
す
れ
ば
、
後
者
の
場
合
、
被
告
が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
て
い
て
も
審
理
を
先
に
延
ば
せ
る
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と

で
あ
る
。
な
お
、
右
の
補
筆
が
決
し
て
恋
意
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
三
・
八
二
・
二
(
前
出
、
本
節
(
二
)
な
ら
び
に
前
註
(
侃
)
を
参
照
)

と
の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

(η)
〔
二
・
四
二
・
二
〕
。

(
河
)
こ
れ
に
先
行
す
る
二
・
四
二
・
一
は
、

A
が
B
を
自
分
の
所
領
を
奪
う
と
し
て
訴
え
、
し
か
も
A
・
B
双
方
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
所
領
は
自

分
の
レ
!
ン
で
あ
る
と
主
張
し
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
別
な
主
君
を
引
き
合
い
に
出
し
た
ケ

l
ス
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
主
君
を
保

北法37(2・65)189 
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障
人

(
H追
奪
担
保
人
)
と
し
て
実
際
に
法
廷
に
連
れ
出
す
こ
と
の
で
き
た
方
が
勝
つ
。
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、
ア
イ
ケ
以
後
の
補
筆
は
、
「
彼
等
双

方
が
そ
れ
を
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
な
し
に
(
す
な
わ
ち
、
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
に
も
と
づ
い
て
l
i
l
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
次
節
(
三
)
で
後
述
す
る

)
i
l主

張
す
る
:
:
:
場
合
」
と
述
べ
て
い
る
。
〔
二
・
四
ニ
・
二
〕
は
、
直
接
に
は
こ
れ
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
の
保
障
人

(
1追
奪
担
保

人
)
と
は
具
体
的
に
は
|
|
'
特
に

l
l
「
主
君
」
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
条
項
が
ア
イ
ゲ
ン
を
(
法
廷
で
)
譲
渡
し
た

者
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
は
、
す
ぐ
に
後
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
(
な
お
、
二
・
四
二
・
一
末

尾
の
補
足
が
、
右
の
引
用
に
ひ
き
つ
づ
き
、
「
彼
等
が
同
時
に
そ
の
所
領
を
授
封
さ
れ
て
い
る
場
合
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
主
君
の
異
な
る
授
封
に
つ
い
て

ま
で
そ
の
先
後
関
係
に
よ
っ
て
権
利
の
有
無
を
論
じ
よ
う
と
い
う
趣
旨
で
は
な
く
、
同
条
ニ
で
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
|
|
そ
れ
を
持
つ
者
は
一
般
に
か
な
り

以
前
に
授
封
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
|
|
を
論
ず
る
た
め
の
伏
線
に
す
ぎ
な
い
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
)

(
河
)
コ
了
八
三
・
ニ
。
な
お
、
こ
の
条
項
が
法
廷
譲
渡
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
特
に
そ
れ
に
つ
づ
く
三
・
八
三
・
一
二
の
「
誰
で
あ
れ
、

ア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
動
産
を
売
却
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
彼
は
そ
れ
に
つ
き
、
彼
が
生
き
て
い
る
問
、
保
障
人

(
l追
奪
担
保
人
)
で
あ
る
べ
き
で
あ

る
」
と
の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
動
産
の
譲
渡
は
(
正
規
の
裁
判
集
会
に
お
い
て
で
な
く
て
も
)
「
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
お
い

て
」
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
(
一
・
五
二
・
こ
を
参
照
)
が
、
そ
れ
と
同
列
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
ア
イ
ゲ
ン
の
売
却
(
一
一
了
八
三
・
三
)
の
方
は
、

|
|
動
産
と
同
じ
く
|
|
正
規
の
裁
判
集
会
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
な
い
、
と
推
定
さ
れ
る
。

な
お
、
三
・
八
三
・
三
は
、
右
の
箇
所
に
つ
づ
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人

(
1買
主
)
は
し
か
し
そ
の
明
弘
(
具
体
的
に
は
、
ア
イ

ゲ
ン
ま
た
は
動
産
)
を
、
彼

(
1売
主
)
が
そ
れ
を
(
法
廷
で
、
そ
れ
を
訴
求
す
る
原
告
に
対
し
て
)
擁
護
す
べ
き
聞
は
、
(
訴
訟
に
)
勝
つ
も
敗
け
る

も
彼
(
l売
主
)
に
そ
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
へ
と
引
き
渡
す
(
も
し
く
は
、
委
ね
る
)
(
巾
B
E
R
g
-ロ
凹
宮
市
宮
司
R
m
s
-】与問
5
2巾
ロ
昆

2
0
5
ュ2
2巾)

べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
れ
を
譲
渡
さ
れ
た
者

(
l買
主
)
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
譲
渡
(
こ
の
場
合
、
売
却
l
買
得
)
し
か
主
張
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
」
。
こ
の
場
合
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
と
は
何
か
。
も
し
そ
れ
が
通
説
の
説
く
よ
う
に
占
有
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
|
|
動
産
に
つ
い
て
は
と
も
か

く
(
前
註

(
M
)
を
参
照
)
|
|
少
な
く
と
も
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
は
当
然
、
そ
れ
を
簡
単
に
売
主
の
占
有
に
戻
す
こ
と
が
可
能
か
、
あ
る
い
は
、

売
主
の
占
有
に
引
き
渡
す
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。

論
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こ
の
点
で
参
照
さ
れ
る
べ
き
は
、
レ
ー
ン
法
二
六
・
一
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
成
熟
後

(
l
一
二
歳
以
上
)
成
年
前
(
一
二
歳
未
満
)

の
子
が
、
彼
等
の
レ
!
ン
に
つ
い
て
訴
え
ら
れ
た
場
合
、
同
じ
主
君
の
家
臣
中
の
一
人
を
後
見
人
と
し
て
持
ち
う
る
、
と
い
う
趣
旨
の
規
定
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
づ
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
そ
の
者

(
1後
見
人
)
に
対
し
て
彼
等

(
l子
た
ち
)
は
、
指
と
舌
と
を
も
っ
て

(
1

一
定
の
指
の
し
ぐ
さ
と
一
定
の
文
言
と
に
よ
っ
て
)
、
勝
つ
も
敗
け
る
も
(
異
存
は
な
い
、
あ
る
い
は
、
後
見
人
に
委
せ
る
と
い
う
)
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
誓

約
す
べ
き
で
あ
る
」
と
。
こ
の
最
後
の
箇
所
の
原
語
は

am
さ

2
巾一。〈
g
:
:
J
Z
σ
巾
町
田
迂
巾
ロ
巾
ロ
ロ
己
巾
円
。
〈
巾
ユ
巾
凹
巾
ロ
巾
と
な
っ
て
お
り
、
三
-

八
三
・
三
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
、
レ
ー
ン
法
二
六
・
一
の
方
は
(
不
思
議
な
こ
と
に
)
一
般
に
(
訴
訟
遂
行
上
の
)
「
保

障
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
三
・
八
三
・
一
二
の
方
も
「
保
障
」

1

1
た
だ
し
こ
の
場
合
に
は
、
「
追
奪
担
保
」
|
|
の
意
に
解
し
え

な
い
で
あ
ろ
う
か
(
な
お
、
前
註

(8)
は
と
り
あ
え
ず
通
説
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
)
。
こ
の
解
釈
が
当
た
っ
て
い
れ
ば
、
邦
訳
の
訳
註

(2)
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
(
売
主
の
責
任
と
危
険
)
は
す
ん
な
り
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
追
奪
担
保
(
の
必
要
)
と

権
利
(
な
い
し
権
原
)
と
し
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
と
の
聞
に
は
密
接
な
|
|
具
体
的
に
は
、
逆
比
例
の
|
|
関
係
が
存
在
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
・
コ
二
・
二
と
一
・
二
八
(
以
上
は
、
動
産
が
裁
判
官
に
帰
属
す
る
場
合
)
、
一
・
二
九
(
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
消
滅
時
効
l
三
O
年
プ
ラ
ス
一
年

と
一
日
)
、
一
・
三
八
・
二
と
二
・
四
一
・
二
(
以
上
は
、
相
続
人
が
ア
イ
ゲ
ン
を
裁
判
所
か
ら
引
き
戻
す
場
合
)
、
そ
れ
に
、
す
で
に
前
註
(
河
)
で

論
じ
た
〔
一
・
七

0
・
二
を
参
照
。
し
か
し
、
こ
の
点
で
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
最
も
興
味
深
い
の
は
、
一
色
一

n
v
z
w巾
者
巾
司
巾
の
概
念
が
登
場
し

て
く
る
一
二
ニ
四
・
二
(
「
誰
か
あ
る
者
(
あ
る
い
は
、
家
臣
)
が
彼
の
所
領
を
譲
渡
し
、
し
か
し
て
そ
れ
を
改
め
て
レ
1

ン
と
し
て
受
領
す
る
場
合
、
こ

の
譲
渡
は
主
君
に
と
っ
て
は
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
、
彼
が
そ
の
所
領
を
一
年
と
一
目
、
彼
の
一

a
r
r
r
r
2
2足
の
中
に
保
持
し
な
い
限
り
。
そ
れ

(
l

一
年
と
一
日
)
以
降
に
は
、
彼

(
1主
君
)
は
そ
れ
を
確
実
に

(
1争
わ
れ
る
余
地
の
な
い
よ
う
に
)
か
の
者

(
l譲
渡
人
)
に
あ
ら
た
め
て
授
封
で
き
る

の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
彼

(
1譲
渡
人
)
も
彼
の
相
続
人
も
、
そ
れ
(
ー
そ
の
所
領
)
に
つ
き
(
も
は
や
そ
れ
が
自
分
の
)
ア
イ
ゲ
ン
(
で
あ
る
こ

と
)
を
主
張
し
え
な
い
じ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
譲
渡
後
一
年
と
一
日
経
過
し
な
け
れ
ば
、
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
が
主
君
の
ア
イ
ゲ

ン
に
な
(
り
き
)
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
規
定
が
ア
イ
ゲ
ン
の
「
法
廷
譲
渡
」
を
前
提
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
|
|
一
年
と
一
日
で
そ
れ
に
つ
い
て
の
権
利
が
完
全
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に
主
君
に
移
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
ー
ー
そ
の
条
項
の
前
後
に
位
置
す
る
一
二
二
四
・
一
お
よ
び
三
と
の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な

る
。
す
な
わ
ち
同
条
一
の
方
は
、
相
続
人
の
承
諾
が
あ
れ
ば
、
裁
判
官
の
許
可
が
な
く
て
も
ア
イ
ゲ
ン
を
譲
渡
で
き
る
、
と
定
め
て
い
る
が
、

そ
の
場
合
、
裁
判
官
に
対
し
(
参
廷
)
義
務
を
果
た
し
う
る
よ
う
、
少
な
く
と
も
半
フ

l
フ
ェ
の
土
地
を
残
す
必
要
の
あ
る
こ
と
を
説
い
て
、
裁

判
官
が
い
か
な
る
場
合
に
い
わ
ば
「
適
法
に
」
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
を
妨
げ
う
る
か
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
条
三
の
方
は
、
裁

判
官
が
(
そ
の
権
限
を
濫
用
し
て
)
「
不
法
に
」
(
三

E
R
R宮
市
)
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
を
妨
げ
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
問
題
の
一
・

三
四
・
二
は
、
こ
の
両
者
に
は
さ
ま
っ
た
形
で
出
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
が
法
廷
で
|
|
し
か
も
相
続
人
の
承

諾
を
も
え
て
|
|
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
年
の
問
、
そ
れ
は
|
|
譲

渡
人
本
人
お
よ
び
そ
の
相
続
人
と
の
関
係
で
は

l
i主
君
の
も
の
に
な
(
り
き
)
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、

-a-nFZF2司
巾
円
巾
の
概
念

に
つ
い
て
は
、
本
節
(
五
)
お
よ
び
次
節
(
六
)
で
立
ち
入
っ
て
論
ず
る
。

(
剖
)
三
・
八
三
・
一
に
は
次
の
よ
う
な
規
定
が
見
ら
れ
る
。
「
何
で
あ
れ
人
が
あ
る
男
ま
た
は
女
に
譲
渡
す
る
も
の
、
そ
れ
を
彼
等
は
三
日
間
占
有

す
る

(σg宮
市
コ
)
べ
き
で
あ
る
。
何
で
あ
れ
彼
等
が
訴
を
も
っ
て
請
求
(
し
取
得
)
す
る
も
の
、
ま
た
は
彼
等
に
相
続
さ
れ
る
も
の
、
そ
れ
に
つ

い
て
彼
等
は
(
三
日
間
)
占
有
す
る

3
2宮
口
)
を
要
し
な
い
」
。
こ
れ
は
(
少
な
く
と
も
、
主
に
)
動
産
に
か
か
わ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
た
と

え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
財
物
の
持
主
が
変
わ
る
場
合
、
そ
の
財
物
に
つ
い
て
の
権
利
が
い
つ
か
ら
(
基
本
的
に
)
新
し
い
持
主
に
移
る
か
と

い
う
問
題
に
関
し
て
、
相
続
さ
れ
た
財
物
に
つ
い
て
は
(
訴
求
し
て
得
た
そ
れ
に
つ
い
て
と
同
じ
く
)
「
コ
一
日
間
の
占
有
」
が
不
要
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
と
っ
て
大
い
に
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
訴
求
し
て
得
た
財
物
に
つ
い
て
も
、
白
Z
2
2

1
「
追
奪
担
保
人
」
は
存
在
せ
ず
、
存
在
し
う
る
の
は
証
人
だ
け
で
あ
る
。

因
み
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
、
現
代
語
の
∞
巾
印
芹
N

に
当
た
る
名
詞
は
見
当
た
ら
な
い
が
、

σ
2
5
2
と
い
う
動
調
は
、
右
の
条

項
の
ほ
か
、
二
・
一
四
・
一
、
そ
れ
に
レ
ー
ン
法
の
七
一
・
一
四
、
〔
一
了
三
〕
、
二
二
・
三
、
三
八
・
一
、
一
四
・
一
等
に
も
現
わ
れ
る
。
こ

れ
ら
す
べ
て
の
箇
所
に
お
い
て
こ
の
語
に
は
「
暫
定
的
・
一
時
的
に
」
、
あ
る
い
は
、
「
や
や
変
則
的
な
形
で
」
、
あ
る
い
は
、
「
法
的
な
根
拠
な

し
に
」
、
あ
る
い
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
法
に
反
し
実
力
を
も
っ
て
」
占
有
す
る
、
な
ど
の
合
意
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

σ
g芹
窓
口
の

論
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語
に
は
、
台
骨
l
権
朴
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
微
塵
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
後
註
(
澗
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
位
)
パ
ウ
ア
|
マ
イ
ス
タ

l
の
前
で
法
を
拒
み
、
上
級
の
裁
判
官
の
前
で
訴
え
ら
れ
る
と
、
上
級
の
裁
判
官
に
罰
金
を
支
払
い
、
村
民
た
ち
に
三

0
シ
リ
ン
グ
を
も
っ
て
煩
罪
し
、
(
不
法
に
占
取
し
た
)
彼
等
の
共
有
地
を
返
却
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ

ー
の
前
で
法
を
拒
ま
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
後
の
二
つ

(
l績
罪
金
の
支
払
と
共
有
地
の
返
却
)
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
文
に
引
用

し
た
二
の
末
尾
(
「
そ
の
後
法
廷
で
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
」
)
か
ら
、
少
な
く
と
も
共
有
地
は
当
然
返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と

推
定
さ
れ
る
。

(
回
)

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

ア
イ
ケ
以
後
に
付
加
さ
れ
た
〔
二
・
四
四
e

二
〕
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
耐
)
で
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
の
際
、
こ
の
条
項
も
ま
た
、
単
な

る
一
年
と
一
日
以
上
の
占
有
に
よ
っ
て
は
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
、
あ
る
い
は
、
新
た
な
権
原
は
生
じ
な
い
、
と
い
う
趣
旨
を
説
い
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。
た
っ
た
今
述
べ
た
ば
か
り
の
三
・
八
六
・
一
と
ニ
に
つ
い
て
も
、
前
註
(
侃
)
で
述
べ

た
と
こ
ろ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
制
)
こ
の
条
文
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
中
で
最
も
難
解
な
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
本
文
に
掲
げ
た
試
訳
で
も
、
か
つ
て
の
邦
訳
を
l
l
t
一々

指
摘
は
し
な
い
が
|
|
か
な
り
改
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

こ
の
条
文
を
正
し
く
読
み
解
く
鍵
は
、
品
g
g
w巾
者
句
巾
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
と
う
て
い
本
稿
の
註
に
は
収
ま
り

切
ら
な
い
の
で
、
近
く
別
稿
「
回
関
巾
一
口
m巾
垣
市
足
考
」
(
仮
題
)
で
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
本
文
に
示
し
た
現
在
の
私
の
読
み
方
に

つ
い
て
、
ご
く
簡
単
に
以
下
の
こ
と
だ
け
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

ア
イ
ゲ
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
と
は
何
か
を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
真
先
に
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

-
m
E
g
m州市

dZ吋巾
(
l
戸市町ロ国間巾君巾円巾)

の
立
証
方
法
に
つ
い
て
定
め
た
レ

l
ン
法
七
四
・
二
(
と
三
八
二
ニ
)
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
単
な
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
三
八
・
三
で
は
「
普

通
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
。
い
ず
れ
も
「
事
実
と
し
て
の
占
有
」
の
意
)
を
人
は
、
誰
で
あ
ろ
う
と
も
彼
等
の
法

(
l権
利
)
に
つ
い
て
非
議
さ
れ
る
余
地
の

な
い
人
々
と
自
分
と
も
七
人
で
証
人
に
よ
り
立
証
す
る
」
の
に
対
し
て
、
「

F
Sロ団関
9
5
5
を
人
は
主
君
の
家
臣
六
人
と
(
自
分
と
も
七
人
で
)

証
人
に
よ
り
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
」
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
で
に
こ
の
立
証
方
法
、
具
体
的
に
は
証
人
と
な
る
べ
き
者
の
相
違
か
ら
、
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説

戸内凶

y
g
m
g
Z司
巾
と
は
単
な
る
(
事
実
上
の
)
占
有
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
後
に
次
節
(
五
)
で
詳
論
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
レ

ー
ン
と
し
て
の
占
有
で
あ
り
、
さ
ら
に
突
き
つ
め
て
言
え
ば
(
主
君
に
よ
る
授
封
に
も
と
づ
く
)
そ
の
た
め
の
法
的
根
拠

1
権
原
を
意
味
し
て
い
る
。

「
六
人
の
参
審
自
由
人
と
(
自
分
と
も
七
人
で
)
」
立
証
さ
れ
る
べ
き
ア
イ
ゲ
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
が
、
単
な
る
占
有
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明
白
で

あ
ろ
う
。

論

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
|
ゲ
ル
に
ア
イ
ゲ
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
当
た
る
概

念
が
登
場
し
て
く
る
の
は
唯
ひ
と
っ
こ
の
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
箇
所
の
巾

m
g
z
r
2
2吋
巾
は
、
特
に
一
つ
の
ケ

1
ス
に
お
い
て

家
臣
が
主
君
に
対
し
て
立
証
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、
通
説
の
説
く
ア
イ
ゲ
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
概
念
i
|
|
そ
れ
は
、
前
註

(3)

に
引
用
し
た
よ
う
に
、
主
君
が
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
|
|
と
は
ま
っ
た
く
似
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
説
の
説

く
ア
イ
ゲ
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
概
念
は
根
本
的
な
再
検
討
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
場
合
、
お
そ
ら
く
最
も
示
唆
的
な
の
は
、
あ
れ
だ
け
(
主
に
中
世
後
期
の
)
史
料
を
渉
猟
し
、
多
数
の
原
史
料
を
引
用
し
な
が
ら
自
説
を

展
開
し
た
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
が
、
こ
と
ア
イ
ゲ
ン
・
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
に
関
し
て
は
、
唯
一
つ
こ
の
二
・
四
四
・
三
し
か
挙
げ
て
い
な
い
、
と
い
う
事

実
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
他
に
は
史
料
が
な
い
、
と
い
う
蓋
然
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
|

ゲ
ル
が
そ
れ
か
ら
後
に
成
立
し
た
(
特
に
北
ド
イ
ツ
の
)
法
史
料
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
こ
の
条
項
は
痕
跡
を
残
さ
な

か
っ
た
の
か
。
こ
れ
が
、
右
に
掲
げ
た
続
稿
で
私
が
解
こ
う
と
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
私
の
解
答
だ
け
を
述
べ
て
お
く
と
、
こ

の
概
念
は
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
の
(
法
)
理
論
的
考
察
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
(
少
な
く
と
も
こ
の
条
項
の
ケ

ー
ス
に
つ
い
て
は
)
現
実
に
は
立
証
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
、
そ
こ
で
こ
の
条
項
(
し
た
が
っ
て
、
ア
イ
ゲ
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
概
念
)
は
他
の
法

史
料
に
よ
っ
て
黙
殺
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
(
相
続
さ
れ
た
)
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
は
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
、
ま

た
、
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
と
は
第
一
義
的
に
は
占
有
で
は
な
く
そ
の
た
め
の
権
原
で
あ
る
、
と
い
う
本
稿
で
得
ら
れ
た
認
識
が
、
右
に
略
述
し
た
結
論

に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
な
お
、
後
註
(
肝
)
お
よ
び
(
位
)
、
〉
日
開

R
E
J
ω
-
T
H・
ω・
5
P
〉ロ
5
・
N
N印

を
参
照
さ
れ
た
い
。
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ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

(
回
)
そ
の
直
前
、
二
・
四
三
・
二
に
寸
ま
た
あ
る
人
は
相
続
(
さ
れ
た
)
ア
イ
ゲ
ン
(
巾
広
巾

mg)
を
、
他
の
者
が
売
却
ま
た
は
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ

ゲ
ン
(
肉
巾
F
O
洋
諸
一
巾
ロ
。
仏

q
m町内叩一
mm〈
一
巾
周
回
)
(
を
取
得
す
る
の
)
に
優
っ
て
、
(
立
証
)
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
り
、
二
・
四
四
・
一
は
そ

れ
を
承
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(回

a)

一
・
六
一
・
一
、
一
・
六
一
・
四
、
二
・
三
了
二
、
二
・
五
六
・
一
、
三
・
一
九
、
三
・
七
八
・
一
。
さ
ら
に
、
二
・
四
一
・
一
一
(
前
註

初
)
も
こ
こ
に
属
す
る
。

(
回
)
一
・
一
七
・
一
お
よ
び
一
・
三
・
三
を
参
昭
、
そ
こ
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ラ
ン
ト
法
で
は
均
分
相
続
の
原
則
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の

で
、
た
と
え
ば
あ
る
者
が
複
数
の
(
成
年
に
達
し
た
)
息
を
遺
し
て
死
ん
だ
場
合
、
相
続
人
(
の
う
ち
誰
か
)
が
す
で
に
親
許
を
離
れ
て
い
る
こ
と

も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
(
少
な
く
と
も
土
地
に
つ
い
て
は
相
続
権
の
な
い
)
配
偶
者
(
こ
の
場
合
な
ら
、
妻
)
は
、
彼
女

自
身
が
健
在
の
場
合
、
夫
の
存
命
中
(
な
ら
び
に
死
亡
直
後
)
ふ
つ
う
は
夫
と
同
じ
家
・
屋
敷
に
居
住
し
、
し
か
も
そ
れ
を
夫
と
と
も
に
「
ゲ
ヴ

ェ
1
レ
の
中
に
持
っ
て
い
る
」
(
〔
二
・
ニ

0
・
四
〕
、
前
註
必
)
。
し
か
し
、
こ
の
(
占
有
の
有
無
の
)
事
実
が
相
続
権
に
何
の
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

こ
と
は
言
う
ま
で
あ
る
ま
い
。

な
お
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
事
態
を
前
提
し
た
規
定
と
し
て
特
に
重
要
な
の
は
、
一
-
一
一
二
・
一
で
あ
ろ
う
(
「
相
続
人
は
、
三
十
日
忌
以
前
に

寡
婦
の
も
と
に
赴
い
て
間
三

(
f遺
産
、
こ
の
場
合
、
家
・
屋
敷
ま
た
は
所
領
の
合
意
が
強
い
)
の
中
へ
入
り
、
も
っ
て
、
彼
に
帰
属
す
る
(
あ
る
い
は
、
帰

属
し
て
い
る
)
も
の
の
う
ち
何
か
が
失
わ
れ
る
こ
と
の
よ
う
、
見
守
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
婦
人

(
1寡
組
問
)
は
彼
の
助
言
を
も
っ
て
埋
葬
お
よ

び
三
十
日
忌
を
と
り
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
彼
は
、
三
十
日
患
に
い
た
る
ま
で
そ
の
阿
見

(
1遺
産
)
に
つ
き
い
か
な
る
権
力
(
者
同

5
を
も

持
つ
べ
き
で
な
い
」
)
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
は
、
少
な
く
と
も
(
遺
産
の
配
分
が
お
こ
な
わ
れ
る
ま
で
の
)
三
十
日
間
、
被
相
続
人
が
彼
に
遺
し
た
ア

イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
見
守
っ
て
い
る
だ
け
で
、
占
有
し
て
も
い
な
い
し
、
現
実
に
支
配
し
て
も
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
三
・
一
五
・
一

1
三
を
も
参
照
。

(
訂
)
一
・
三
六
・
一

1
一
・
四

O
を
参
照
。
(
各
人
が
そ
れ
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
)
「
法
」

(
l権
利
)
が
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
で
あ
る
た
め
の
要
件
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
臼
)
で
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
・
八
・
一
が
、
ア
イ
ゲ
ン
を
法
廷
で
譲
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説論

渡
ま
た
は
質
入
し
た
者
が
後
に
そ
の
「
約
定
」
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
ケ

1
ス
を
、
自
分
の
法

(
l権
利
)
が
判
決
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
こ
と

を
否
認
し
よ
う
と
す
る
ケ

l
ス
と
同
列
に
並
べ
、
そ
れ
ら
の
者
を
承
服
さ
せ
る
た
め
に
、
「
裁
判
官
が
、
彼
の
た
め
に
判
決
を
発
見
す
る
人
々

(
l

参
審
員
)
(
六
人
)
と
自
分
と
も
七
人
で
証
人
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
最
も
重
い
(
あ
る
い
は
慎
重
な
)
証
明
手
続
を
要
求
し
て

い
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
「
法
」
は
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
で
あ
る
た
め
の
要
件
で
も
あ
り
、
そ
の
ア
イ
ゲ
ン
の
方
は
|
|
平
和

と
な
ら
ん
で
'
|
|
ラ
ン
ト
法
概
念
の
枢
軸
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
(
前
註

(ω)
を
も
参
照
)
。
因
み
に
、
前
註
(
制
)
で
論
じ
た
二
・

四
四
二
ニ
が
ア
イ
ゲ
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
証
明
の
た
め
に
要
求
し
て
い
る
手
続

(
l自
分
と
も
七
人
の
参
審
自
由
人
を
証
人
と
す
る
立
証
)
は
、
(
裁

判
官
と
本
人
、
参
審
員
と
参
審
自
由
人
が
入
れ
換
っ
て
い
る
点
を
除
い
て
)
基
本
的
に
は
こ
の
最
も
重
い
証
明
方
法
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意

さ
れ
た
い
。
な
お
、
後
註
(
位
)
を
も
参
照
。

一
・
五
二
・
一
。

(
関
)

(
的
)
二
・
三
一
・
一
と
二
、
お
よ
び
、
一
・
三
八
・
二
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
臼
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
悌
)
一
・
五
二
・
一
を
参
照
。
と
こ
ろ
で
な
ぜ
裁
判
所
(
あ
る
い
は
、
「
国
家
」
と
言
っ
て
も
よ
い
}
は
、
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
に
つ
い
て
、
か
く
も
深

い
関
心
を
抱
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
次
の
二
点
に
集
約
で
き
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

(a)
ア
イ
ゲ
ン
は
参
廷
義
務

(
U
Z
m
u
E
n
y
c

-
-
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
自
身
の
構
成
|
|
の
実
質
的
基
礎
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
ご
・
二
・
二
と
三
、
-
・
三
四
・
て
三
・
八
一
・
一

を
参
照
)
、

(
b
)
も
う
一
つ
、
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
を
め
ぐ
っ
て
実
力
に
よ
る
紛
争
が
発
生
す
る
の
を
避
け
よ
う
と
す
る
目
的
か
ら
。
後
者
に

関
連
し
て
は
、
三
・
五
六
・
三
(
「
ま
た
ア
イ
ゲ
ン
が
譲
渡
さ
れ
、
そ
れ

(
1
ア
イ
ゲ
ン
)
の
上
に
平
和
が
付
与
さ
れ
る
場
合
、
フ
ロ

1
ン
ポ
1
テ
は
そ
れ

に
つ
き
三
シ
リ
ン
グ
を
(
彼
の
取
分
と
し
て
)
取
得
す
べ
き
で
あ
る
」
)
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
は
、
裁
判
所
の
職
権
に
よ

り
平
和
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
〉
F
国
間
開
門

UEJω
・
ミ
刊
を
も
参
照
(
そ
の
∞

-g-〉ロヨ・
5印

に
引
用
さ
れ
て
い
る

ω
n
V
-
2
-
F
B骨
-
F
u
p
ω
で
は
、
こ
の
平
和
を
問
。
同
町
内
『
包
巾

Z
H
H
a
B
aロ
g
y巾司
P
色

g
r。ロ
G
2・
守
色
巾
(
神
の
平
和
ま
た
私
の

主
君
、
国
王
の
平
和
)
と
呼
ん
で
お
り
、
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
対
す
る
平
和
の
付
与
も
、
神
の
平
和
・
ラ
ン
ト
平
和
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
た
こ

と
、
は
っ
き
り
言
え
ば
、
そ
の
産
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
)
。
平
和
の
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
前
註
(
お
)
、
な
ら
び
に
、
本
節
(
三
)
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の
本
文
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

一
一
・
四
三
・
一
に
は
、
同
一
の
所
領
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
自
分
の

(
1自
分
が
受
領
し
た
)
レ

1
ン
で
あ
る
と
主
張
す
る
者

(A)
と
、
そ
れ
を

自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
主
張
す
る
者

(B)
と
が
、

B
X
m巾
-
F
q
d司
巾
司
巾
(
同
じ
、
あ
る
い
は
、
同
様
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
を
も
っ
て
)
争
う
ケ

l
ス
が

出
て
く
る
。
こ
の
場
合
、
「
後
者

(
B
)
は
、
参
審
員

(
R
8巾
ロ
)
二
人
の
証
言
を
も
っ
て
、
他
の
者

(
A
)
が
(
そ
れ
を
)
レ

i
ン
と
し
て
(
立

証
・
取
得
す
る
の
)
に
優
っ
て
、
そ
れ
を
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
(
立
証
)
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、

ω
R
v
g呂
町
肉
色
'

g
g
m而
(
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
註
釈
』
)
の
昔
か
ら
、
後
者

(B)
が
「
法
廷
譲
渡
」
を
受
げ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
図
。
宮
司
開
F
F
ω
・

M
4
ω

を
参
照
)
。

こ
の
見
解
が
正
し
い
こ
と
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る

mB℃
巾
(
参
審
員
)
と
凹
円
巾

U
Sぴ
白
話
(
直
訳
す
れ
ば
、
参
審
員
に
な
り
う
る

人
々
l
参
審
自
由
人
)
の
用
語
法
を
調
べ
る
こ
と
で
、
疑
問
の
余
地
な
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
法
廷
で
(
判
決
発
見
人

と
し
て
)
活
動
す
る
「
参
審
員
」
を
指
す
の
に
対
し
て
(
一
・
六
三
・
二
と
五
、
二
・
四
一
・
一
、
三
・
四
五
・
五
、
三
・
五
六
・
一
、
一
子
六
一
・
て

コ
了
六
九
・
一
、
三
・
八
一
・
二
、
後
者
は
一
言
に
し
て
い
え
ば
身
分
と
し
て
の
「
参
審
自
由
人
」
を
指
し
て
い
て
(
一
・
二
・
て
一
・
コ
了
二
、

一
・
五
一
・
四
、
一
・
五
九
・
一
、
一
・
六
七
・
一
、
二
・
三
・
二
、
二
・
二
了
二
と
四
、
二
・
四
四
・
三
、
三
・
一
九
、
三
・
二
六
・
二
、
三
・
二
九
・

て
三
・
四
五
・
て
三
・
五
四
・
て
三
・
五
五
・
二
、
三
・
七
三
・
二
、
両
者
は
は
っ
き
り
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
(
こ
の
点
、
一
・
二
・

こ
だ
け
が
唯
一
の
例
外
を
な
し
て
い
る
)
。
し
た
が
っ
て
、
「
参
審
員
二
人
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体
で
す
で
に
、
法
廷
で
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
証
言
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
法
廷
譲
渡
に
つ
い
て
譲
渡
人
本
人
が
証
言
す
る
場
合
に
は
、
お
そ
ら
く
参
審
員
二
人
と
自
分
と

も
三
人
で
立
証
で
き
た
の
だ
、
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
二
・
四
四
・
三
で
ア
イ
ゲ
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
立
証
の
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、

参
審
自
由
人
六
人
と
自
分
と
も
七
人
の
証
人
で
あ
っ
て
明
ら
か
に
こ
れ
と
は
異
な
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
譲
渡
人
が
後
に
譲
渡
を
否
認
し
た
と

き
、
そ
れ
を
上
廻
っ
て
そ
の
事
実
を
立
証
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
場
合
(
一
・
八
・
二
と
基
本
的
に
は
類
似
し
て
い
る
(
前
註
(
制
)
・
(
釘
)

を
参
照
)
。
こ
の
点
、
〉
戸
田
問
問
。
出
4
・
ω-HOE-
〉
ロ
ヨ
-
N
N
印
は
も
ち
ろ
ん
、

E
O玄開吋何回
NL-ω
・呂町内・

(
2
0
8
巾
N
C
N
2
問P
N

2
間
三
国
)
で
さ
え
も
、

十
分
に
細
心
と
は
言
え
な
い
。
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と
こ
ろ
で
し
か
し
、
二
・
四
三
・
一
に
つ
い
て
は
、
実
は
|
|
以
上
の
認
識
を
も
と
に
ー
ー
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
も
し
、
あ
る
第
三
者

(C)
が
|
|
B
に
対
し
|
|
(
ラ
ン
ト
)
法
廷
で
土
地
を
譲
渡
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
土
地
は
も
と
も

と
彼
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

C
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
土
地
を

A
に
授
封
で
き
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ

C
本

人
以
外
に
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
土
地
を
め
ぐ
る

A
・
B
両
者
の
争
い
の
背
景
と
し
て
、
具
体
的
に
は
次
の
ケ

l
ス

が
|
|
唯
一
つ
あ
り
う
る
ケ

l
ス
と
し
て
|
|
浮
び
上
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
主
君
C
は
、
そ
の
ア
イ
ゲ
ン
(
の
一
部
)
を
家
臣

D
に
授
封
し
、

家
臣
D
が
そ
れ
を
占
有
し
て
い
た
。
次
に
、
こ
の
同
じ
土
地
を
、

C
は
家
臣
A
に
対
し
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
形
で
(
つ
ま
り
、

D
が
封
相
続
人
な
し
に
死

亡
し
た
と
き
に
占
有
さ
せ
る
と
い
う
条
件
で
)
授
封
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
で
、

C
が
同
じ
土
地
を
こ
ん
ど
は
B
に
対
し
(
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
の
場
合
と
同

じ
条
件
で
)
法
廷
で

(
l
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
)
譲
渡
(
の
約
定
を
)
す
る
。
そ
の
結
果
、

D
が
死
亡
し
た
と
き
、
B
は
そ
れ
を
自
分
の
レ
!
ン
と
し

て、

A
は
そ
れ
を
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
(
す
べ
て
の
関
係
行
為
が
適
法
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
限
り
、
繰
り
返
し
て
言
う
が
、
こ
れ
が
唯
一
可
能
な

ケ
l
ス
で
あ
る
)
、
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
に
は

l
l次
節
で
さ
ら
に
詳
述
す
る
よ
う
に
|
|
(
主
君
の
側
に
交
替
が
生
じ
た
場
合
の

)g-m巾
(
上
級
主
君
ま
た

は
新
し
い
主
君
に
授
封
更
新
を
求
め
る
権
利
)
が
な
い
か
ら
、

A
が
B
に
敗
け
る
理
由
を
よ
り
具
体
的
に
把
握
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
ヨ
一
円
肉
色
詩
句

者
向
巾
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
新
し
い
理
解
が
可
能
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
表
現
は
、
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
l
占
有
と
い
う
通
説

を
前
提
に
し
て
、

A
と
B
と
が
同
じ
占
有
を
持
っ
て
、
つ
ま
り
双
方
と
も
占
有
を
持
た
な
い
で
、
と
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
解
釈
は
|
|
右
に

述
べ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
|
|
実
質
的
に
は
必
ず
し
も
間
違
っ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
同
じ
こ
と
を
言
う
の
に
、

他
の
箇
所
の
よ
う
に
端
的
に
同
定
者
句
巾
と
か

E
E
R
唱
者
旬
巾
(
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
な
し
に
)
と
言
わ
な
い
の
か
|
|
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
註
(
町
)

を
参
照
|
|
、
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
右
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
こ
の
表
現
が
単
に
「
同
一
(
あ
る

い
は
、
同
様
の
)
権
利
を
も
っ
て
」
を
指
す
、
と
い
う
だ
け
で
な
く
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
三
-
一
二
・
二
に
出
て
く
る
旦
同
開
巴

-
r
R
2
8
5
E

と
い
う
表
現
と
も
比
較
さ
れ
た
い
て
さ
ら
に
進
ん
で
、
同
一
の
白

C
2
2
に
よ
る
追
奪
担
保
の
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と
理
解
す
る
可

能
性
さ
え
出
て
く
る
の
で
あ
る
(
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
述

(
m
m
)

を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
。
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(
児
)
本
文

(
b
)
で
引
用
し
た
〔
二
・
四
二
・
二
〕
の
直
前
に
位
置
す
る
二
・
四
一
・
一
は
、
前
註
(
河
)
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
原
告
と

被
告
の
双
方
が
同
じ
所
領
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
(
そ
れ
ぞ
れ
別
の
主
君
か
ら
受
領
し
た
)
レ
!
ン
で
あ
る
と
主
張
し
て
争
う
ケ

l
ス
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
の
場
合
、
〔
一
了
四
二
・
二
〕
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
が
及
ぽ
す
具
体
的
な
効
果
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
レ

1
ン
の

帰
属
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
は
ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
の
問
題
と
は
関
係
が
な
い
。

(
問
)
い
わ
ば
そ
の
代
り
に
、
「
ア
イ
ゲ
ン
と
フ

1
フ
ェ
に
つ
い
て
ザ
ク
セ
ン
人
は
、
三

O
年
と
一
年
と
一
日
を
も
っ
て
沈
黙
に
よ
り
権
利
を
失
う

(
5
3主
唱
ロ
)

こ
と
が
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
以
前
に
(
沈
黙
に
よ
り
権
利
を
)
失
う
こ
と
は
な
い
。
皇
帝
と
シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
人
は
、
彼
等
が
そ
れ
を
証
人
に
よ

り
立
証
し
う
る
限
り
、
彼
等
の
相
続
財
産
に
つ
い
て
沈
黙
に
よ
り
権
利
を
失
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
」
(
一
・
二
九
)
。
通
説
の
よ
う
に
、
「
適
法

な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
を
持
つ
者
は
も
は
や
い
か
な
る
者
に
も
(
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
相
続
人
に
も
)
敗
け
る
こ
と
は
な
い
、
と
考
え
る
と
、
こ
の
条

項
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
な
お
、
こ
の
条
項
中
、
ザ
ク
セ
ン
人
に
関
し
て
「
三

O
年
と
一
年
と
一
日
」
と
い
う

期
間
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
三

O
年
は
お
そ
ら
く
ロ
ー
マ
法
の
消
滅
時
効
の
期
聞
か
ら
来
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
(
い
わ
ば
固

有
法
の
)
|
|
持
主
の
権
利
が
完
全
に
(
つ
ま
り
、
元
に
戻
ら
な
い
形
で
)
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
に
必
要
な
|
|
一
年
と
一
日
の
期
間
前
註
初
)
が

加
算
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
子
た
ち
の
年
期
は
彼
等
の
出
生
か
ら
一
三
年
と
六
週
間
(
す
な
わ
ち
、
成
熟
に
達
す
る
ま
で

の
一
二
年
に
、
授
封
を
乞
う
た
め
の
年
期
1
一
年
と
六
週
間
を
加
え
た
期
間
)
で
あ
る
」
(
レ
l
ン
法
二
六
・
二
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叫
)
こ
の
点
、
前
註

(
3
)
に
引
用
し
た
ミ
ッ
タ
イ
ス
が
も
っ
と
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
す
で
に
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
見

解
を
述
べ
て
い
る
(
∞
∞
ご
|
|
た
だ
し
彼
は
、
一
方
で
レ

l
ン
法
一
四
・
一
に
つ
い
て
は
、
「
家
臣
が
従
属
農
民
に
対
し
、
所
領
全
体
で
は
な

く
、
個
々
の
割
地
を
小
作
に
出
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
収
入
が
一
部
は
直
接
的
用
益
か
ら

E
R
g
-ロ
E
nお
冨
門
)
、
一
部
は
小
作
料

か
ら
(
ロ

E
Z岡
町

-eE)
成
っ
て
い
る
場
合
」

(ω'
印
)
で
あ
る
と
し
て
、
や
や
折
衷
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
|
|
。
な
お
ヒ
ル
シ
ュ
は
、

基
本
的
に
は
、

-a-m--nZ(U巾
4
2
5
が
レ

1
ン
な
い
し
家
臣
に
か
か
わ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が

(
E
S
8
5な
品
巴

戸
自
骨
巾
門
戸

ω
-
N
R
〉
ロ
ヨ
・
印
な
ら
び
に
色

q
p
回
-84〈
。
ロ
河
岳
向
。
タ

ω白
門
町
田
巾
ロ
印
立
晶
巴

Z
Z司
R
F
S
ω
少

ω一-
H
H
P
〉
ロ
ヨ
・
吋
)
、
そ
れ
と
並
行
し

て、

N
E担
比
ま
た
は
開
号

N-5宮
門
に
つ
い
て
も
こ
の
(
}
包
笹
山
岳
巾
)
の

9
5『
巾
が
成
立
す
る
か
の
ご
と
き
言
い
方
も
し
て
い
て

3
2
Z
B名
広
岡
弘
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説

F
S色
『
司
門
戸

ω・
H
H
M
-

〉
ロ
ヨ
・
印
ロ
・
品
)
、
折
衷
的
と
言
わ
ん
よ
り
は
些
か
混
乱
し
て
い
る
。

(
町
)
一
・
三
四
・
二
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
別
)
を
参
照
。

(
伺
)
こ
こ
で
は
②
に
属
す
る
も
の
だ
け
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
と
、
〔
了
九
・
三
〕
(
邦
訳
に
「
保
障
す
べ
き
と
こ
ろ
」
と
あ
る
の
は
、
訳
註
を
も
含
め
て

読
み
す
ぎ
で
あ
り
、
「
(
他
の
者
に
は
)
封
与
し
な
い
で
(
自
由
に
し
て
)
お
く
べ
き
と
こ
ろ
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
)
、
一
二
二
三
、
一
二
二
八
・
二
、

二
・
一
二
・
二
と
三
、
三
・
六

0
・一

1
三
、
三
・
八

0
・
一
、
三
・
八
一
・
一
、
レ

1
ン
法
、
七
・
一
と
五
、
一

0
・
二
と
四
、
一
一
・
ニ
、

一
四
・
四
、
二
四
・
六
、
二
九
・
四
、
四
四
・
一
、
四
九
・
二
、
五
五
・
一
と
九
、
五
六
・
四
と
五
、
六
五
・
三
、
七
一
・
三
、
七
二
・
八
、

七
三
・
て
七
回
・
て
七
五
・
三
、
七
六
・
三
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
「
授
封
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
語
義
を
最
も
端
的
に
示
す

の
は
、
一
円
回
二
巾
門
出
n
y
O門田巾一司〈

q
z
m巾
ロ
(
そ
れ
が
(
又
)
授
封
さ
れ
て
い
よ
う
と
い
な
か
ろ
う
と
)
と
い
う
表
現
で
あ
ろ
う
(
七
・
五
。
な
お
、
六
五
・

三
を
も
参
照
)
。
右
に
挙
げ
た
箇
所
の
う
ち
、
レ
ー
ン
法
に
出
て
く
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
ラ
ン
ト
法
に
出
て
く
る
箇
所
も
、
す
べ
て
レ

l
ン
(
も

し
く
は
、
裁
判
権
レ
|
ン
)
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
②
の
用
法
に
お
け
る

-
a
-
n
y
の
語
が
レ

l
ン
法
上
の
概
念
に
か
か
わ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
紛
う
方
な
く
明
白
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
拙
稿
「
「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
法
秩
序
の
構
造
と
展
開
」
を
め
ぐ
っ
て
」
(
「
法
制
史
研
究
」
三
四
、
一
九
八
五
年
、
一
四
三
頁
)
に
、

「
」
包
-
n
y
r
w巾
ョ
と
い
う
語
は
、
『
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
』
に
出
て
く
る
す
べ
て
の
箇
所
に
お
い
て
、
「
レ

l
ン
と
し
て
授
与
さ
れ
て
い
な
い
」

の
意
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
書
い
た
の
は
、

-
1
z
a
E
M
Z
E
の
語
は
ラ
ン
ト
法
の
了
三
四
・
二
と
二
・
五
七
に
し
か
出
て
こ
な
い
か

ら
|
|
そ
れ
と
し
て
間
違
っ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
も
と
も
と
そ
こ
で
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
実
は
こ
の
芯
忌
与
の
第
二
の
用
法
に
関
す
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
補
正
し
て
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
せ
で
あ
る
。

(
巾
む
っ
て
三
〕
、
五
・
一
(
三
箇
所
)
、
五
・
二
(
二
箇
所
)
、
六
・
て
六
・
二
、
七
・
一
(
二
箇
所
)
、
七
・
三
(
一
一
箇
所
)
、
七
・
四
、
七
・
六
、

一
0
・
て
一

0
・
三
、
一
一
・
一
(
二
箇
所
)
、
一
三
・
一
(
五
箇
所
)
、
一
三
・
ニ
、
一
三
・
三
、
一
三
・
四
、
一
四
・
一
(
三
箇
所
)
、
一
回
・

三
(

U

H

)

と
(
…
m)
、
一
四
・
四
、
二
ハ
、
二
二
・
四
、
二
六
・
九
(
二
箇
所
)
、
三

0
・
て
宝
二
・
二
(
二
箇
所
)
〕
、
三
二
・
一
、
三
三
・
三
、

(
三
箇
所
)
、
三
五
・
二
、
三
七
・
三
(
二
箇
所
)
、
三
八
・
一
、
三
八
・
二
(
二
箇
所
)
、
三
八
・
三
(
二
箇
所
)
、
三
八
・
四
、
三
九
・

論

三
五
・
一
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一
、
三
九
・
三
、
四

0
・
一
(
五
箇
所
)
、
四

0
・
二
、
四
一
、
四
三
・
一
、
四
五
・
三
、
五
一
一
(
四
笛
所
)
、
五
三
(
・
H
)

・
(
副
)
・

(
W
)
、
五
六
・

一
、
五
六
・
二
、
五
六
・
四
、
五
六
・
五
、
五
七
・
一
(
四
箇
所
)
、
五
七
・
二
、
〔
五
七
・
四
〕
、
五
七
・
五
、
五
九
・
一
(
三
箇
所
)
、
五
九
・

二
、
五
九
・
一
二
(
コ
一
箇
所
)
、
五
九
・
四
(
三
箇
所
)
、
六

0
・
一
、
六
二
・
一
(
二
箇
所
)
、
六
二
・
二
、
七
一
・
九
、
七
四
・
一
(
四
箇
所
)
、
七

四
・
一
一
(
一
一
箇
所
)
、
七
五
・
二
、
七
五
・
三
。

(
伺
)
そ
の
う
ち
八
箇
所
は
(
号
印
)
]
巾
口
町
田

m
9
5司
(
巾
)
と
い
う
形
で
現
わ
れ
る
(
一
三
・
一
(
出
)
、
三
八
・
一
、
三
八
・
二
(
・
日
)
、
三
八
・
三

(
i
)
、

五
三
(
・
日
)
、
七
一
・
九
、
七
四
・
一
(
ル
)
、
七
四
・
二
(

I

)

)

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
節
(
五
)
で
論
ず
る
。
ま
た
、
他
の
二
箇
所
(
三

0
・
て

四
五
・
三
)
の
う
ち
一
箇
所
(
四
五
・
三
)
は
占
有
さ
れ
て
い
な
い
レ

1
ン
に
か
か
わ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
註
(
脱
)
を
参
照
。

(
叩
)
六
九
・
二
は
、
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
で
証
人
と
な
り
判
決
を
非
難
し
う
る
要
件
と
し
て
、
「
半
フ

1
フ
エ
(
の
土
地
)
ま
た
は
五
シ
リ
ン
グ
の

年
収
(
〈
広
沢
一
--5間
巾
宮
ユ
岳
巾
担
問
包
含
凹
)
(
l毎
年
五
シ
リ
ン
グ
の
収
益
)
を
主
君
か
ら
(
レ
l
ン
と
し
て
)
受
領
し
て
い
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

一
二
・
一
で
は
、
証
人
た
り
う
る
要
件
が
「
半
フ

l
フ
ェ
ま
た
は
五
シ
リ
ン
グ
の
収
益
を
生
む
官
ご
と
や
や
紛
ら
わ
し
い
表
現
に
な
っ
て
い
る

が
、
一
了
三
に
よ
り
、
「
水
車
場
な
ら
び
に
貨
幣
鋳
造
所
な
ら
び
関
税
所
な
ら
び
に
葡
萄
園
な
ら
び
に
十
分
一
の
税
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
性

質
を
も
っ
事
物
に
、
あ
る
家
臣
が
授
封
さ
れ
る
」
こ
と
が
あ
る
の
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
言
う
ま
で
も
な
く
土
地
で
は
な
く
、

そ
こ
か
ら
の
収
益
だ
け
が
家
臣
の
も
の
と
な
る
ケ

l
ス
で
あ
る
。
因
み
に
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
定
期
金
レ

l
ン
」
に
つ
い
て
は
、
「
主
君
が
そ
の

レ
1

ン
(
の
所
在
す
る
)
敷
地
(
あ
る
い
は
、
場
所
)
を
彼
の
支
配
布
巾
さ
色
丹
)
の
中
に
保
持
し
て
い
て
も
」
、
家
臣
は
〈
乞
ぬ
巾
(
こ
れ
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
が
、
主
君
の
側
に
交
替
が
あ
っ
た
場
合
の
授
封
更
新
請
求
権
で
あ
る
)
と
相
続
権
と
を
も
つ
が
(
向
上
)
、
そ
れ
を
賃
料
ま
た
は
貢
租
と
ひ
き

か
え
に
誰
か
に
貸
し
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
(
六
0
・
二
。
こ
の
後
の
点
は
、
後
述
す
る
小
作
地
と
同
じ
扱
い
で
あ
る
)
。
本
稿
で
は
、
「
裁
判
権
レ

l

フ
7
1
ン
レ
}
ン

ン
」
、
「
ブ
ル
ク
・
レ

l
ン
」
、
「
旗
封
」
、
「
パ
ウ
ア

1
マ
イ
ス
タ
l
・レ

1
ン
」
と
い
っ
た
特
殊
な
レ

l
ン
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、

「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
に
つ
い
て
だ
け
は
、
後
に
本
節
(
三
)
・

(
C
)
|
|
特
に
註
(
問
)
で
l

l触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

(
瑚
)
一
一
二
・
三
と
六

0
・
一
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
本
節
(
六
)
で
論
ず
る
。

(

肌

)

(

日

U
)

と
(

h

m

)

、
五
・
二

(
i
)
、
七
・
一
(
・
1
)

と
で
日
)
、
七
・
一
二
(
・
H
)
、

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

五

一
0
・一、

四

(

h

U

)

、
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説

(

1

)

、
三
八
・
二
(

1

)

、
五
七
・
一

(i)
と
(
出
)
、
五
七
・
二
、
五
七
・
五
、
七
五
・
三
。

四
五
・
一
二
と
五
三
(
…
m
)
l
l
z
m
g
q
g
(
巳
n
Z
)
ロ
ユ
2
R
(
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
の
中
に
持
っ
て
い
な
い
)
。
一
一
・
一

(
i
)
、
二
ニ
・
一

と
(
V
)
|
|
自
在
日
コ
)
(
m
S
3
2
(
口
付
Z
S
)
Z
5
門
(
彼
の
ゲ
ヴ
ェ
1
レ
に
お
い
て
持
つ
、
ま
た
は
、
持
た
な
い
)
。
三

0
・
一
と
〔
三
一
・

二

(
i
)
〕

l

l

E凹
Z
g
)
5
5
ロ
σ
岳
白
-
丹
念
仏
・
σ
岳
包
号
)
(
彼
の
ゲ
ヴ
エ
|
レ
の
中
に
保
持
す
る
)
。
五
六
・
四
と
七
五
・
二
!
l
E
色
巾
ロ
(
m
g
・

5
円
g
田
町
(
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
の
中
に
居
る
)
。
六

0
・
一
I
l
l
-
ロ
ロ
耳
目
円
宮
貨
当
2
2
X
(
不
法
な
ゲ
ヴ
ヱ

i
レ
の
中
に
居
る
)
。
一
三
・
四
と
〔
三
一
・

二
(
H
U
)
〕

Ill-ロ
吋
R
Z
g
m
9
5叶
g
y
白
〈
巾
件
(
。
仏
・
σ
巾
印
丹
市
吋
〈
巾
)
(
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ
1
レ
の
中
に
持
つ
、
あ
る
い
は
、
そ
の
中
で
死
ぬ
)
。
七
回
・

一
1
1
E
∞5
8
}
g
巾
印
m
g
巾
吋
巾
ロ
冨
註
巾
(
彼
の
レ
1
ン
・
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
の
中
に
持
っ
て
い
た
)
。
〔
二
・
三
〕
1
1
Z
仏

2
2巾司巾
E
E
(ゲ
ヴ

ェ
i
レ
の
中
へ
と
入
る
)
。
五
九
・
四
(
H
U
)
1
1
4
5
仏
巾
;
ロ
巾
3
5
5
5
5
2
(
改
め
て
彼
等
の
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
へ
と
受
領
す
る
)
。
五
九
・
一

(
i
)

と
七
四
・
一
(
i
l
i
-
-
ロ
E
S
5
5
E
(
彼
の
レ

i
ン
・
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
の
中
へ
と
引
き
渡
す
)
。
七
一
・
九
l
l
E
E
B
E
a
m
g
q
g

zz宵
宮
町
5
2
2
(
彼
の
レ
l
ン
・
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
の
中
へ
と
持
ち
こ
ん
だ
)
。
六
二
・
一
(
H
H
)
1
l
z
包
5
3
司
巾
σ
2♀
g
y
2
2
(
彼
の
ゲ

ヴ
ェ
l
レ
の
中
へ
と
委
託
し
た
)
。
五
九
・
一
(
…
m
)
|
|
三
回
一
口
2
3「
g

主
主
g
Z
S
門
(
彼
の
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
の
中
か
ら
引
き
渡
し
た
、
あ
る
い

は
、
放
棄
し
た
)
。
三
八
・
四
|
|
〈
白
:
5
2
3
5
i
m
g
(
彼
の
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
の
中
か
ら
逐
い
出
す
)
。
な
お
、
レ
ー
ン
法
に
お
け
る
ア
イ
ケ

以
後
の
補
筆
に
か
か
る
箇
所
が
、
〔
五
七
・
四
〕
を
除
い
て
、
す
べ
て
こ
こ
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
も
、
「
占
有
」
の

語
義
が
古
い
と
は
必
ず
し
も
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

(
邸
)
五
三
(
・
u)
と
一
三
・
一

(
-
W
)
。
た
だ
し
五
九
・
四
(
…
m
)
で
は
、
「
そ
れ
(
l
所
領
)
を
授
封
な
し
に
持
っ
て
い
る
者
に
対
し
、
恩
顧
を
も

っ
て
(
g
p
B
2
5
ロ
)
(
つ
ま
り
、
「
話
し
合
い
で
」
|
!
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
一
二
・
一
五
・
一
を
参
照
|
|
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
は
む
し
ろ

「
主
君
の
一
存
で
」
)
も
し
く
は
判
決
を
も
っ
て
、
彼
の
ゲ
ヴ
ェ
1
レ
を
破
る
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
節
(
四
)
で
さ

ら
に
後
述
す
る
。

(
削
)
以
上
の
ほ
か
三
九
二
ニ
に
は
、
「
あ
る
家
臣
が
主
君
の
面
前
で
(
1
主
君
の
ホ
1
フ
ま
た
は
レ
ー
ン
法
延
で
)
所
領
を
(
断
念
し
)
他
の
家
臣
に
譲

渡
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
彼
(
1
譲
受
人
)
は
た
だ
ち
に
そ
の
所
領
に
つ
き
第
一
の
家
臣
の
も
の
で
あ
っ
た
ゲ
ヴ
ェ
1
レ
を
取
得
す
る
」
と
あ
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る
。
主
君
の
面
前
で
譲
渡
し
た
瞬
間
に
譲
受
人
に
移
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
占
有
で
は
な
く
て
占
有
権
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
三
三
・
三
に
よ

る
と
、
主
君
が
家
臣
を
し
て
あ
る
所
領
を
(
摺
ま
え
)
上
口
取
さ
せ
た
の
に
、
「
そ
れ
に
つ
き
彼

(
1家
臣
)
を
(
た
と
え
ば
、
そ
れ
を
す
で
に
他
の
家

臣
が
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
っ
て
い
て
)
主
君
が
保
障

(
l追
奪
担
保
)
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
彼

(
1主
君
)
は
そ
れ
に
つ
き
彼

(
l家
臣
)

に
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
、
た
だ
し
、
家
臣
が
自
ら
期
限
を
怠
り
、
そ
の
た
め
彼
の
法
定
の
年
期
内
に
お
け
る
彼
の
適
法
な
異
議
な
し
に

(
l彼
が

一
年
の
聞
に
法
廷
で
正
式
に
異
議
を
申
し
立
て
な
い
ま
ま
)
彼
か
ら
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
限
り
で
な
い
」
と
あ
り
、

少
な
く
と
も
こ
の
後
段
に
お
い
て
は
、
家
臣
が
所
領
を
実
際
に
は
占
有
で
き
な
い
で
い
る
の
に
、
一
年
間
そ
れ
に
つ
い
て
正
式
に
異
議
を
申
し

立
て
な
い
(
あ
る
い
は
、
訴
を
起
こ
さ
な
い
)
で
い
た
と
い
う
ケ

l
ス
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
ゲ

ヴ
ェ

l
レ
も
、
占
有
で
は
な
く
て
占
有
権
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

(
郎
〉
五
・
一
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
「
以
前
に
は
そ
れ

(
1所
領
)
は
、
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
の
も
と
に

あ
る
、
ま
た
、
そ
れ
を
ゲ
ヴ
ェ
!
レ

(
1占
有
)
の
中
に
持
っ
て
い
た
者
が
封
相
続
人
な
し
に
死
ん
だ
場
合
に
は
(
実
際
に
占
有
さ
せ
る
て
と

い
う
条
件
の
も
と
に
あ
る
、
彼
の
レ

l
ン
で
あ
っ
た
。
彼

(
1占
有
者
)
が
死
ん
だ
と
き
、
そ
の
と
き
そ
れ
は
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
(
あ
る
い
は
、
条
件
)

な
し
に
(
田
口
口
己
完
弘
吉
岡
巾
)
彼
の
レ

1
ン
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
(
五
七
・
二
。

(
邸
)
五
・
二
(

h

U

)

、
七
・
四
、
七
・
六
、
一
一
・
一

(

H

n

)

、
二
ハ
、
二
二
・
四
、
三
五
・
一
(
・
日
)
、
三
九
・
一
、
五
二

(
i
)
、
五
九
・
二
、

五
九
・
三

(
i
)
、
六
二
・
二
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
に
は
、
一
筒
所
だ
け
、
巾
『

(
l
a
R
m巾
者
負
巾
)
岳

-22
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
さ
一
・
二
一

二
・
六
)
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
註

(
M
H
)

を
参
照
。

(
即
)
三
五
・
一
(
山
山
)
と
五
九
・
三
(
・
H
)
、
お
よ
び
、
五
二

(H)
と
五
七
・
一

(
-
W
)
。
な
お
、

Z
D己
q
m
9
5司
巾
と
い
う
表
現
も
、
ラ
ン
ト

法
に
一
度
だ
け
出
て
く
る
さ
て
四
二
・
二
)
が
、
こ
れ
は
、
ア
イ
ケ
以
後
の
補
筆
に
か
か
る
箇
所
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
前
註
(
祁
)
で
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
レ

l
ン
の
帰
属
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

(
印
刷
)
五
・
二
(
泊
)
、
七
・
四
、
七
・
六
、
五
二

(
i
)
、
六
二
・
二
、
お
よ
び
、
五
七
・
一

げ
巾
〈
巾
ゲ
国
一
口
m
m
d
〈
巾
吋
巾
町
内
〈
毘
の
否
定
形
の
う
ち
、
四
五
・
三
と
一
一
・
一

北法37(2・79)203 
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。
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ら
に
、
前
註
(
閉
山
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に
掲
げ
た

E
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(i)
に
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い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
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(i)
、

-
)
と
(
出
)
、
五
七
・
二
、
五
七
・
五

お
よ
び
、
五

m)
、
五
・
二

(
i
)
、
七

一
0
・
一
、
五
七
・
一

五

;:;.6.. 
H聞

(
i
)
(
こ
の
最
後
の
も
の
は
、
前
註
(
邸
)
に
対
応
す
る
本
文
で
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る
)
。

(
山
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、

B
n
Z
(
S
Fロ
の
概
念
は
、
特
殊
な
種
類
の
レ

l
ン
(
前
註

(
m
w
)

を
参
照
)
と
の
対
比
に
お
い
て
、

「
通
常
の
レ

l
ン
」
を
意
味
す
る
こ
と
が
最
も
多
い
が
(
特
に
、
五
五
・
九
を
、
さ
ら
に
ま
た
、
一

一
.
一
一
二
一
と
一
九
、
七
二
.
六

1
九
を
も
参
照
)
て
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
と
の
対
比
に
お
い
て
、
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
l占
有
)
の
中
に
あ
る
レ

l
ン
」
の
意
で

も
用
い
ら
れ
る
(
五
六
・
二
、
五
七
・
四
、
お
よ
び
、
ラ
ン
ト
法
三
・
七
五
・
二
を
参
照
)
。
本
稿
で
「
正
規
の
レ

l
ン
」
と
い
う
場
合
、

-
1
2
2
8

(。乱・

2
5
-
g
)
(世
襲
レ

1
ン
|
|
後
註

(m)
を
参
照
)
を
も
含
め
た

I
I通
常
の
レ

l
ン
で
、
し
か
も
(
単
な
る
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
で
な
く
、
そ
の
意

味
で
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
あ
る

(
1現
実
に
家
臣
に
よ
っ
て
占
有
な
い
し
支
配
さ
れ
て
い
る
)
レ

l
ン
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
、
と
御
理
解
い
た
だ

き
た
い
。

(
山
)
こ
れ
に
対
し
て
、
「
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
に
は
い
か
な
る
フ
オ
ル
ゲ
も
存
在
し
な
い
」
(
五
・
こ
。

(
山
)
家
臣
が
授
封
更
新
を
求
め
る
の
は
、
主
君
が
死
亡
し
た

(
z
q
Z
R丘
一
の
)
場
合
(
一
一
五
・
一
、
四
四
・
一
、
五
七
・
四
、
六
一
・
二
)
以
外
に
、

主
君
が
(
家
臣
に
授
封
し
て
い
る
)
所
領
を
断
念
し
上
級
主
君
ま
た
は
そ
の
家
臣
(
し
た
が
っ
て
、
主
君
の
富
山

H
S
S
F
S
に
返
還
ま
た
は
譲
渡
し

た
場
合
(
〔
二
・
三
〕
、
二
五
・
て
四
四
・
て
四
七
・
て
四
八
・
て
五
七
・
四
、
六
一
・
二
)
、
そ
の
(
家
臣
に
授
封
さ
れ
て
い
る
)
所
領
が
主
君

か
ら
判
決
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
場
合
(
二
五
・
二
、
主
君
が
家
臣
に
対
し
主
従
関
係
を
解
約
し
た
場
合
(
七
六
・
三

1
七
)
な
ど
で
あ
る
。

(
旧
)
家
臣
が
上
級
主
君
に
授
封
更
新
を
求
め
る
場
合
、
「
彼

(
1家
臣
)
は
上
級
主
君
に
対
し
、
彼

(
1自
分
)
に
(
自
ら
)
そ
の
所
領
を
封
与
す
る

か
、
ま
た
は
彼

(
1自
分
)
に
(
新
し
い
主
君
を
)
指
定
し
て
、
彼

(
l家
臣
)
が
そ
れ
を
彼
の
最
初
の
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
た
の
と
同
じ
大
き

さ
の
名
誉
を
も
っ
て
受
領
で
き
る

(
1彼
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
下
げ
な
い
で
す
む
)
よ
う
に
、
乞
う
」
こ
と
に
な
る
(
二
五
・
こ
が
、
こ
れ
に
対
し

て
「
上
級
主
君
が
、
彼

(
l家
臣
)
が
彼
に
対
し
(
新
し
い
主
君
の
)
指
定
を
願
い
出
て
か
ら
一
年
と
一
日
以
内
に
、
自
分
の
口
頭
を
も
っ
て
ど
こ

へ
も

(
1
い
か
な
る
主
君
を
も
)
指
定
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
者

(
l家
臣
)
に
対
し
て
彼

(
l上
級
主
君
)
は
、
そ
れ
以
後
ど
こ
へ
も

(
1他
の

主
君
を
)
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
彼

(
1家
臣
)
に
そ
の
所
領
を
自
ら
封
与
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
(
二
五
・
二
)
。
し
か
し
、
上
級
主
君
が

北法37(2・80)204 
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そ
の
こ
と
を
も
拒
め
ば
ど
う
な
る
の
か
。
「
彼

(
l家
臣
)
の
所
領
を
フ
オ
ル
ゲ
ン
す
る

(
1追
い
求
め
る
、
す
な
わ
ち
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
)

に
は
、
(
彼
の
)
へ
!
ア
シ
ル
ト
が
国
王
の
そ
れ

(
1第
一
シ
ル
ト
)
か
ら
下
に
あ
る
数
と
同
じ
回
数
だ
け
(
た
と
え
ば
、
第
五
シ
ル
ト
を
も
っ
参
審

自
由
人
の
場
合
な
ら
、
四
回
)
の
年
期
が
あ
る
、
(
し
か
も
)
そ
れ
ぞ
れ
(
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
)
に
つ
き
六
週
間
と
一
年
」
(
二
五
・
三
)
。
な
お
、
レ
ー

ン
法
に
は
、
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
年
と
六
週
間
(
と
三
日
)
と
い
う
年
期
も
登
場
し
て
く
る
。
そ
れ
と
一
年
と
一
日
と
い
う
(
通
常

の
)
年
期
の
異
同
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
確
信
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
一
応
い
わ
ば
大
は
小
と

兼
ね
る
(
要
す
る
に
一
年
以
上
)
と
い
う
こ
と
で
、
基
本
的
に
は
同
じ
も
の
と
考
え
て
論
を
進
め
る
。

(
山
)
さ
ら
に
、
封
相
続
人
が
年
期
内
に
「
臣
従
礼
を
も
っ
て
」
授
封
を
乞
う
た
場
合
、
「
主
君
が
不
法
に
も

(
E
7
5司
R
Z
S
彼

(
1封
相
続
人
)

を
家
臣
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
む
な
ら
ば
、
家
臣
は
そ
の
た
め
に
彼
の
臣
従
礼
を
捧
げ
た
所
領
を
保
持
す
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
(
そ
れ

を
)
奉
仕
(
な
い
し
、
役
務
)
な
し
に
(
白
ロ
巾
母
自
民
)
占
有
す
べ
く
(
吉
田
宮

?
l前
註
(
剖
)
を
参
照
)
、
ま
た
彼
が
そ
れ
に
つ
き
生
き
た
証
拠

(
1証
人
)
を
有
す
る
限
り
、
そ
の
所
領
に
つ
き
二
度
と
再
び
(
授
封
を
)
願
う
必
要
が
な
く
、
し
か
し
て
彼

(
1家
臣
)
は
そ
の
所
領
を
彼
の
家

臣
た
ち
に
(
又
)
授
封
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
二
二
・
三
)
。
こ
の
場
合
に
も
、
実
質
上
ほ
と
ん
ど
授
封
を
拒
み
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
だ
け

で
な
く
、
こ
れ
で
は
ま
る
で
そ
の
レ

1
ン
が
主
君
の
も
の
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
と
同
じ
で
は
な
い
か
、
と
い
う
印
象
さ
え
生
ま
れ
か
ね

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
①
こ
れ
は
家
臣
の
方
で
は
臣
従
礼
を
捧
げ
た
の
に
主
君
が
不
法
に
も
授
封
を
拒
ん
だ
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
家

臣
が
そ
も
そ
も
年
期
内
に
臣
従
礼
を
捧
げ
て
授
封
を
願
う
の
を
怠
っ
た
場
合
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
そ
れ
に
、
②
そ
の
臣
従
礼
に
つ
い
て
の

証
人
が
皆
い
な
く
な
れ
ば
(
そ
の
と
き
に
は
、
家
臣
は
自
己
の
正
当
性
を
証
明
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
お
そ
ら
く
そ
れ
よ
り
少
し
前
に
)
、
改
め
て
臣

従
礼
を
捧
げ
て
授
封
を
乞
わ
な
い
と
レ

1
ン
に
つ
い
て
の
権
利
を
守
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
③
彼
が
死
ん
だ
場
合
、
お
そ
ら
く
こ
の
所
領
を
相
続

し
た
彼
の
相
続
人
は
(
そ
の
時
の
)
主
君
に
対
し
臣
従
礼
を
捧
げ
授
封
を
乞
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
の
諸
点
を
考
え
た
だ
け
で
も
、
こ
の

所
領
は
依
然
と
し
て
主
君
か
ら
受
領
し
た
レ

l
ン
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
七
六
二
二
(
後
註
(
邸
)
・
③
)

を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

前
註
(
旧
)
を
参
照
。

北法37(2・81)205 
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こ
の
条
文
の
後
段
は
前
註
(
出
)

北法37(2・82)206 

に
訳
出
し
て
あ
る
。

m 

二
五
・
一
。
な
お
、

一
一
一
一
・
一
。

六
四
・
一
。

六
三
・
一
。
因
み
に
こ
の
条
項
で
は
、
「
主
君
が
彼
の
家
人

(agagE)
に
対
し
ホ

l
フ
レ
ヒ
ト
に
し
た
が
っ
て
封
与
(
ま
た
は
、
貸
与
)
す

る
所
領
」
が
「
臣
従
礼
な
し
に
封
与
(
ま
た
は
、
貸
与
)
さ
れ
る
も
の
」
の
例
に
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
家
人
法
は
ま
だ
ホ

1
フ
レ
ヒ
ト
に
包
畏
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

「
い
つ
で
あ
れ
、
あ
る
主
君
が
家
臣
の
た
め
に
、
彼

(
l主
君
)
が
彼

(
1家
臣
)
に
(
す
で
に
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
の
形
で
)
封
与

(
1授
封
)
し
て
い

(
$
)
 

る
所
領
の
中
へ
(
入
る
よ
う
)
(
第
三
者
、
主
君
の
代
理
権
者
を
し
て
)
(
占
有
)
指
定
(
あ
る
い
は
、
占
有
引
渡
)
を
さ
せ
る
時
に
は
、
た
だ
ち
に
そ

の
家
臣
は
そ
の
所
領
に
つ
き
、
主
君
が
そ
れ
を
彼
に
封
与

(
1授
封
)
し
た
以
前
に
彼

(
l主
君
)
の
も
の
で
あ
っ
た

(
1彼
が
持
っ
て
い
た
)
ゲ

ヴ
ェ

1
レ
を
取
得
す
る
」
(
一

0
・
一
ニ
。
な
お
、
*
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
問
。
富
山
田

-ugω
宮町帥

g
m立
巾
間
色
∞
N
唱
巾
日
丹
市
『
吋
『

Ma--M-
∞白ロ
P
H∞怠・

ω・

ω
由
?
を
参
照
)
。
通
説
は
こ
れ
を
、
苧
一
一
回
う
ま
で
も
な
く
、
主
君
(
の
代
理
権
者
)
に
よ
る
占
有
引
渡
が
あ
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
家
臣
が
そ
の
所

領
に
つ
い
て
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
1占
有
)
を
取
得
す
る
、
と
解
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
そ
の
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
は
、
主
君
が
「
占
有
引
渡
を

し
た
以
前
に
持
っ
て
い
た
」
の
で
は
な
く
、
「
封
与

(
1授
封
)
し
た
以
前
に
持
っ
て
い
た
」
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
後
註
(
殴
)
・
(
悶
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

117 (m) 
(
凹
)

122 121 

一
0
・
四
。

す
で
に
前
註
(
郎
)
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
五
七
・
一
に
も
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
に
関
し
て
、
「
彼

(
1占
有
者
)
が
死
ん
だ
と
き
、
そ
の
と
き
そ
れ
は

ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
(
あ
る
い
は
、
条
件
)
な
し
に
彼
の
レ

1
ン
と
な
っ
た
」
と
い
う
|
|
前
註

(m)
所
引
の
一

0
・
三
と
同
じ
過
去
形
の
|
上
衣
現

が
出
て
く
る
。
こ
の
五
七
・
一
は
、
ま
ず
冒
頭
で
「
あ
る
主
君
が
女
ま
た
は
男
に
対
し
、
あ
る
家
臣
の
(
占
有
す
る
)
所
領
に
つ
き
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ

を
封
与
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
後
そ
れ

(
1所
領
)
を
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
i
)
(
l
占
有
)
の
中
に
持
つ
者
が
死
亡
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
領
の
ゲ
ヴ

ェ
1
レ
(
日
U
)

は
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
封
与
さ
れ
て
い
た
者
に
帰
属
し
た
こ
と
に
な
る
(
ぽ
町
出
Z
2
2
)」
と
述
べ
て
い
る
(
前
註
(
問
)
に
所
引
の
箇
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123 

所
は
こ
の
後
に
つ
づ
く
)
。
占
有
者
の
死
亡
と
同
時
に
期
待
権
者
に
帰
属
す
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
ケ
H
)

は
、
占
有
で
は
な
く
て
占
有
権
で
あ
る
(
な
お
、

町民巾

3
2
の
語
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
日
)
を
も
参
照
)
。
さ
ら
に
、
五
七
・
一
の
後
段
で
は
、
主
君
が
「
そ
れ
に
つ
き
承
認
し
な
い
」
場
合
の
こ

と
が
出
て
く
る
が
、
そ
の
場
合
、
家
臣
が
主
君
に
(
対
し
立
証
)
想
起
さ
せ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
授
封
」

2
2
5問
巾
)
の
事
実
で
あ
っ

て
、
占
有
指
定
(
あ
る
い
は
、
占
有
引
渡
)
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
註
(
邸
)

を
も
参
照
。

先
に
本
文
に
訳
出
し
た
六
・
一
の
前
段
の
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
口
市
〈
白
色
町
吋
巾
叶
内
件
。
℃
色
町
ロ
凹

C
R
母
宅
巾
吋
白
色

g
m
Z円

四

g
g一

昨

8
5
2門

号
ヨ
巾
関
口
色
町
・
ア
ル
プ
レ
ヒ
卜
は
|
l
私
と
は
反
対
に
|
|
こ
の
箇
所
の
関

2
3を
占
有
、
宮
を
門
田
口
臣
官

E
E
g
gと
考
え
て
い
る

(ω
・
2
)
|
|
な
お
、
ホ

1
マ
イ
ヤ
ー
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
(
問
。
E
g
F
F
ω
・
さ
・
2
8
お
自
の
呉
)
|
|
。
そ
の
際
、
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
が

論
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
「
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
は
レ

l
ン
の
占
有
と
そ
れ
以
外
の
種
類
の
占
有
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
(
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
の
著
者
が
)
レ
l
ン
の
語
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
前
者

(
1
レ
l
ン
の
占
有
)
を
後

者
(
ー
そ
の
他
の
占
有
)
か
ら
特
に
区
別
す
る
も
の
、
つ
ま
り
そ
れ
を
レ

l
ン
の
ゲ
ヴ
ェ

i
レ

(
l占
有
)
(
戸
市
吉
田
・
の

9
5吋
巾
)
た
ら
し
め
る

2
5由

に
ほ
か
な
ら
な
い
」
o

F
巾町ロ

m
m
9
5吋
巾
が
単
な
る
レ

l
ン
の
占
有
で
あ
る
か
は
、
の
ち
に
本
節
(
五
)
で
検
討
す
る
が
(
そ
の
際
、
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト

が
同
頁
・
註
釘
で
挙
げ
て
い
る
レ

1
ン
法
六
三
|
|
現
在
の
条
文
の
数
え
方
で
い
え
ば
五
九
・
三
ー
ー
に
も
当
然
触
れ
る
が
、
同
じ
註
に
引
用
さ
れ
て
い
る

シ
ユ
ヴ
ァ
!
ベ
ン
シ
ュ
ピ
1
ゲ
ル
の
条
文
は
そ
の
引
き
写
し
に
す
ぎ
な
い
て
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

①
こ
の
六
・
一
で
は
(
五
九
・
三
の
よ
う
に
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が
(
授
封
の
意
味
に
お
け
る
)
レ

1
ン
と
対
比
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
尚
三

と
い
う
(
こ
れ
ま
た
す
べ
て
の
財
産
・
財
物
に
共
通
に
用
い
ら
れ
る
)
歪
漢
と
し
た
語
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
宮
ケ
な
ど
と
い
う
占
有
の

2
5白
な
い
し
権
原
が
存
在
し
う
る
の
か
。
②
こ
の
六
・
一
に
つ
づ
く
六
・
こ
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
し
か
し
い
ず
れ
か
の
者

が
息
を
欠
く
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
そ
の
所
領
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
主
君
に
相
続
さ
せ
る
(
色
巾

R
岸
毛
色

g
Z
3
2
号
問
。
唱

q
m
色
町
田
空
母
印
)
、
た
だ

し
主
君
が
そ
れ
に
つ
き
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
(
他
の
家
臣
に
)
封
与
し
て
い
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
。
巾

2
8
(
1
2
5号
g)
と
い
う
語
は
、

被
相
続
人
が
そ
の
遺
産
を
死
亡
の
瞬
間
に
相
続
人
に
相
続
さ
せ
る
、
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
る
(
そ
れ
ゆ
え
、
E
U旬、『

o
g
q
z
b
S
F
S
g包
帯
ロ
ョ

北法37(2・83)207 
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は
Z
F
O
E
C
司仲間白

E
こ
め
ぐ
は
ョ
と
同
義
で
あ
る
と
さ
れ
る
)
が
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
ア
イ
ケ
が
こ
の
語
を
|
|
い
わ
ば
誤
っ
て
|
|
相
続
以
外
の

ケ
1
ス
に
用
い
て
い
る
の
は
こ
の
六
・
二
以
外
に
は
な
い
(
右
の
箇
所
は
当
然
、
た
と
え
ば
当
巾
立
母
開
会
話
『

2
凶
巾
間
四
邑
巾
加
。
右
巾
門
凶

g
Z司
自
由

E
Z
2
2

と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
に
ア
イ
ケ
自
身
、
一
二
・
一
二
で
は
ロ
口
市

q
p
ロ
巾
自
由
ロ
ロ
巾
ロ
ぽ
ロ
若
田
口
己
巾
〈
白
色
q
o
u
仏
巾
口
問
。
ロ
叩
l
!
な
ん
び
と
も
レ
l
ン

を
相
続
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
、
父
が
息
に
(
そ
う
す
る
場
合
)
の
ほ
か
は
|
|
と
述
べ
て
い
る
)
。
し
か
し
、
こ
の
誤
り
に
よ
っ
て
、
著
者
の
言
い
た
い

こ
と
(
つ
ま
り
、
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
は
占
有
者
の
死
亡
の
瞬
間
に
主
君
に
移
る
、
と
い
う
こ
と
)
は
か
え
っ
て
は
っ
き
り
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
場
合
、

占
有
者
の
死
亡
の
瞬
間
に
主
君
に
移
る
も
の
が
、
占
有
そ
の
も
の
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
③
右
の
六
・
二
に
も
出
て
く
る
ゲ
デ

グ
ヂ
イ
ン
ゲ

イ
ン
ゲ
の
場
合
、
所
領
の
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
が
占
有
者
の
死
亡
の
瞬
間
に
期
待
権
者
に
移
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
註
(
印
)
で
五
七
・
一

を
引
用
し
て
述
べ
て
お
い
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
五
七
・
四
に
次
の
よ
う
な
ケ
l
ス
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
占
有
者
の
死
亡
に
よ
っ
て

そ
の
所
領
が
期
待
権
者
に
「
す
で
に
帰
属
し
て
い
る
」
(
岡
田
町
民
。

2
2
)
の
に
、
主
君
は
そ
れ
を
承
認
し
よ
う
と
し
な
い
。
こ
の
場
合
、
す
で
に

五
七
・
一
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
家
臣
は
(
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
形
で
)
「
す
で
に
授
封
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
が
、
こ
れ
を
立
証
す
べ
き
年
期
内
に
(
し
た
が
っ
て
、
家
臣
が
ま
だ
授
封
の
事
実
を
証
明
し
な
い
う
ち
に
)
主
君
が
死
亡
し
、
あ
る
い
は
、
問
題

の
所
領
を
放
棄
し
て
(
上
級
主
君
に
)
返
還
ま
た
は
(
冨
-
雪
国
間
色

g
の
一
人
に
)
譲
渡
し
て
し
ま
う
|
1
0
因
み
に
こ
の
場
合
、
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
に
つ

い
て
は
フ
オ
ル
ゲ
の
権
利
は
な
く
(
前
註
山
)
、
フ
ォ
ル
ゲ
の
権
利
は
(
家
臣
が
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
の
中
に
持
つ
)
正
規
の
レ
l
ン
に
つ
い
て
し
か
存
在
し

な
い
は
ず
で
あ
る
(
前
註
山
)
|
|
。
こ
の
ケ

1
ス
に
つ
い
て
五
七
・
四
に
日
く
、
「
彼
(
l
家
臣
)
が
(
上
級
主
君
に
授
封
更
新
を
求
め
て
、
上
級

主
君
か
ら
)
適
法
に
あ
る
者
を

(
1新
し
い
主
君
と
し
て
)
指
定
さ
れ
る
な
ら
ば
(
前
註
凶
)
、
彼
は
彼
の
所
領
を
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
と
し
て
で
は
な
く
、

正
規
の
レ
l
ン
と
し
て
フ
ォ
ル
ゲ
ン
す
る

(
H
H
追
い
求
め
る
、
そ
の
授
封
更
新
を
求
め
る
)
べ
き
で
あ
る
、
〔
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
は
(
占
有
者
の
死
亡
に
よ

っ
て
)
す
で
に
彼
(
l
家
臣
)
に
帰
属
し
て
お
り
、
し
か
も
彼
は
そ
れ

(
1ゲ
ヴ
ェ
!
と
を
彼
(
l
新
し
い
主
君
)
の
と
こ
ろ
へ
適
法
に
持
っ
て

き
た
の
だ
か
ら
〕
」
と
。
こ
れ
は
、
ア
イ
ケ
以
後
の
補
筆
に
か
か
る
箇
所
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
が
占
有
で
あ
り
え
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
④
四
三
・
一
に
よ
れ
ば
、
「
主
君
が
彼
の
家
臣
か
ら
他
の
家
臣
の
訴
に
よ
っ
て
(
判
決
に
よ
り
)
所
領
を
剥
奪
す
る
な
ら
ば
、

主
君
は
原
告
を
そ
の
所
領
の
!
|
以
前
に
は
そ
の
所
領
が
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
者

(
1敗
訴
し
た
被
告
)
の
も
の
で
あ
っ
た
|
|
ゲ
ヴ
エ

北法37(2・84)208 
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ー
レ
の
中
へ
(
入
る
よ
う
)
(
占
有
)
指
定
す
べ
き
で
あ
る
〔
(
た
だ
し
)
そ
れ

(
lゲ
ヴ
ェ
!
と
を
彼

(
l原
告
)
は
六
週
間
口
三
と

m巾
再
な
し
に

(
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
節
(
六
)
で
後
述
す
る
)
保
持
す
べ
き
で
あ
る
〕
。
し
か
し
か
の
者

(
1敗
訴
し
た
被
告
)
は
彼
の
所
領
を
引
き
戻
す
べ
き
彼

の
年
期
を
持
つ
」
。
こ
の
場
合
、
少
な
く
と
も
六
週
間
の
聞
は
、
原
告
が
こ
の
所
領
を
占
有
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、

私
が
回
口
当
巳
田
口
口
ぬ
を
「
占
有
引
渡
」
と
訳
さ
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
所
領
の
現
実
の
引
渡
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
⑤
右
の
ほ
か
に
、
二
一
了
一

(
'
W
)

、
五
三
(
・
H
)
、
五
九
・
四
(

-

m

)

(

以
上
、
前
註
朋
)
、
三
三
・
九
、
三
九
・
四
(
以
上
、

前
註
削
)
、
一

0
・
三
(
前
註
邸
)
な
ど
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が
占
有
権
あ
る
い
は
占
有
の
た
め
の
権
原
を
意
味
す
る
事
例
に
は
事
欠
か
な
い
。
し

か
も
、
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
自
身
そ
の
こ
と
に
は
っ
き
り
気
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
(
こ
の
点
で
き
わ
め
て
興
味
深
い
の
は
、

ω
-
N
P
〉

D
B
g
に
お
け

る
彼
の
警
官
一
一
口
で
あ
る
)
。
ぞ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
・
一
に
つ
い
て
も
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
を
占
有
と
解
し
、
宮
門
に
そ
の
権
原
を
求
め
よ
う
と
す

る
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
の
所
説
は
、
実
は
彼
の
ゲ
ヴ
ェ
!
レ

l
占
有
と
い
う
先
入
観
の
所
産
に
す
ぎ
な
い
。
現
に
彼
は
、
同
じ
頁
の
註
槌
で
、
の
宵
ロ
R
R

戸市町ロ吋巾
n
F
Z
か
ら
、
円
同
巾
吋
〈
白
色
巾
吋
巾
吋
〈
一
昨
白
ロ
仏
巾
ロ
印
己
ロ

σ巾門
F
ロ己門
N
ロロ門ぽ

-mロ
(
父
は
息
に

Z
E
N
(
巾
ロ
)
と
戸
各
ロ
双
方
を
相
続
さ
せ
る
)
を
引
き
、

ロロ件
N
(
l
の
巾
者
負
巾
)
と
註
解
し
て
自
説
の
補
強
に
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
は
、

]g(""の
md『巾円巾白
-mHN2ygzg])
と
註
解
を
変
え

た
だ
け
で
、
私
見
を
支
持
す
る
史
料
と
化
す
る
の
で
あ
る
。

(
凶
)
と
り
あ
え
ず
、
「
授
封
な
し
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

(
1
レ
1
ン
の
占
有
)
は
す
べ
て
不
法
で
あ
る
」
と
い
う
五
九
・
三
の
一
節
を
御
参
照
願
い
た
い
。

「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
に
つ
い
て
は
、
本
節
(
四
)
で
後
述
す
る
。

(
邸
)
「
主
君
が
家
臣
に
対
し
、
彼

(
1家
臣
)
が
彼
の
所
領
を
そ
れ
に
つ
き
(
授
封
を
)
希
求
し
ま
た
は
(
そ
れ
を
)
引
き
戻
す
べ
き
期
間
の
慨
怠
に

よ
り
(
す
で
に
)
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
旨
、
責
め
る
場
合
、
家
臣
は
そ
れ
に
つ
き
彼
の
雪
菟
宣
誓
を
お
こ
な
う

(
1雪
菟
宣
誓
を
も
っ
て
そ
の
非

難
を
却
け
る
)
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
主
君
が
、
彼

(
1家
臣
)
か
ら
年
期
(
が
す
ぎ
た
)
後
彼
の
家
臣
た
ち
の
面
前
で

(
l
レ
ー

ン
法
廷
で
)
そ
の
所
領
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
請
求
権
(
吉
田
望
書
冊
)
が
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
て
い
る
旨
、
証
人
に
よ
り
立
証
で
き
る
場
合

は
こ
の
限
り
で
な
い

(
1家
臣
は
も
は
や
そ
の
雪
菟
宣
誓
を
も
っ
て
そ
の
所
領
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
)
。
主
君
は
こ
の
場
合
、
そ
の
家
臣
か
ら

彼
の
所
領
を
(
彼
が
雪
賓
宣
誓
を
お
こ
な
っ
て
も
)
六
人
の
家
臣
と
と
も
に
証
人
に
よ
り
剥
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
四
二
・
二
の
で
あ
る
。
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ホ
l
マ
イ
ヤ

l
は
、
当
時
ま
で
残
さ
れ
て
い
た
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
全
写
本
の
比
較
検
討
し
た
上
で
、
今
日
な
お
基
本
的
に
は
そ
の

ま
ま
の
形
で
継
承
さ
れ
て
い
る
そ
の
決
定
版
を
刊
行
し
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
読
み
に
か
け
て
も
、
今
日
な
お

彼
を
凌
駕
す
る
者
は
い
な
い
、
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
の
ホ

1
マ
イ
ヤ

l
は
、
ま
さ
に
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
を
隅
か
ら
隅
ま
で
熟
知
し

て
い
た
が
ゆ
え
に
、
(
史
料
に
は
裏
づ
け
を
求
め
る
こ
と
の
で
き
ぬ
)
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
の
「
法
律
的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ」

C
ロ
ユ
色
印

n
Z
C
2、R
a
-
-ム寸

日
で
は
、
ふ
つ
う
「
観
念
的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
(
庄
市
丘
一
冊
。
巾
項
目
お
)
と
呼
ば
れ
る
|
|
概
念
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
ア
ル

プ
レ
ヒ
ト
が
「
法
律
的
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
の
成
立
を
認
め
て
い
る
ケ

1
ス
を
、
①
自
ら
の
意
思
に
反
し
ま
た
判
決
に
よ
ら
ず
し
て
占
有
を
失
っ
た

者
、
②
不
動
産
を
法
廷
譲
渡
に
よ
ら
ず
、
単
に
引
き
渡
し
た
者
、
③
相
続
人
、
④
物

(
l動
産
を
含
む
)
を
裁
判
官
(
の
判
決
)
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
た
者
、
⑤
不
動
産
を
法
廷
で
譲
渡
さ
れ
た
者
、
以
上
の
五
つ
に
分
け
て
、
そ
れ
を
批
判
(
①
と
④
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
否
定
、
⑤
に
つ
い
て
は

限
定
)
し
て
い
る
が
、
特
に
③
の
相
続
人
の
場
合
に
は
当
然
「
法
律
的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
が
成
立
す
る
、
と
考
え
て
い
る
(
同
H

・M
-

∞
・
ミ
コ
。
し
か

し
、
彼
が
そ
の
際
参
照
を
求
め
て
い
る
同
書
四
一
七
頁
以
下
は
、
(
こ
の
批
判
そ
の
も
の
と
同
じ
く
)
彼
が
|
|
主
と
し
て
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ

ル
・
レ
ー
ン
法
の
所
見
に
忠
実
に
従
い
つ
つ
1

1

£
苫
R
5円

四

g
t
b
sミ
忌
号
色
町

2
位門町田町

nygH山市円宮田
g
n
Z円
ョ
を
叙
述
し
た
件
り
で
あ

っ
て
、
ラ
ン
ト
法
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
つ
ま
り
、
ホ
!
?
イ
ヤ

i
で
さ
え
、

l

!ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
論
に
引
き
づ
ら
れ

て
|
|
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
レ

l
ン
の
相
続
に
だ
け
関
係
す
る
、
と
い
う
い
た
っ
て
単
純
な
事
実
を
見
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
レ
ー
ン
に
つ
い
て
は
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
が
相
続
さ
れ
る
か
ら
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
も
当
然
そ
れ
が
相
続
さ
れ
る

は
ず
、
と
考
え
て
い
る
限
り
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
論
の
ア
ポ
リ
ア
を
突
き
破
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
来
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
論
を
根
本
的
に
批
判
す
る

鍵
は
、
実
は
、
レ
ー
ン
に
つ
い
て
は
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
が
相
続
さ
れ
る
が
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
は
そ
の
相
続
(
あ
る
い
は
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
そ
の
も
の
)
が

問
題
に
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
発
見
で
き
る
か
ど
う
か
に
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

裁
判
権
レ

l
ン
は
(
定
め
ら
れ
た
場
合
の
ほ
か
は
)
な
ん
ぴ
と
も
そ
れ
を
又
授
封
し
で
は
な
ら
な
い
(
七
了
三
)
。
プ
ル
ク
・
レ

1
ン
と
パ
ウ
ア

l
マ
イ
ス
タ

l
・レ

1
ン
を
人
は
又
授
封
す
る
こ
と
を
え
な
い
(
七
一
・
九
、
七
七
)
。
「
白
ロ
巾
〈
巾
口
角
川
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
な
お
本
節
(
七
)
で
後
述

す
る
が
、
封
相
続
人
が
未
成
熟
の
問
、
所
領
の
収
益
を
取
得
す
る
権
利
)
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る

Z
R
R
Z
(
1
レ
!
ン
法
上
の
権
利
、
こ
の
場
合
、
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具
体
的
に
は
又
授
封
の
権
利
を
指
す
)
も
な
く
、
ま
た
、
そ
の
所
領
に
対
す
る
い
か
な
る
フ
オ
ル
ゲ
(
の
権
利
)
も
存
在
し
な
い
」
(
二
六
・
七
)
。
ま

た
、
い
わ
ゆ
る
「
定
期
金
レ

l
ン
」
(
前
註
m
m
)

に
つ
い
て
は
、
な
ん
ぴ
と
も
そ
れ
を
賃
料
(
江
口
凹
)
と
ひ
き
か
え
に
又
貸
を
し
て
は
な
ら
な
い
(
六

0
・
二
)
。
な
お
、
プ
ル
ク
・
レ
!
ン
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
服
)
を
も
参
照
。

(
邸
)
本
稿
で
は
、

CERσ
巳
各
一
ロ
ロ
ロ
ぬ
の
訳
語
と
し
て
、
(
再
授
封
と
い
う
と
、
前
述
し
た
フ
オ
ル
ゲ

1
授
封
更
新
の
場
合
と
紛
ら
わ
し
い
の
で
)
又
授
封

と
い
う
い
さ
さ
か
な
じ
み
の
少
な
い
邦
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

(
悶
)
三
九
・
三
(
前
註
胤
)
と
六
八
・
三
(
質
入
す
る
と
き
は
主
君
の
承
諾
が
必
要
)
を
参
照
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
一
・
五
二
・
二
を
も
参
照
さ
れ
た

(
即
)

五
三
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
註
(
即
)
で
も
う
一
度
論
ず
る
機
会
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
欠
く
者
(
た
と
え
ば
聖
職
者
や
婦
人
)
は
、
レ
ー
ン
を
受
領
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
レ

1
ン
に
は
フ

オ
ル
ゲ
の
権
利
も
相
続
権
も
な
く
っ
て
二
)
、
ま
た
、
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
者
が
聖
職
者
や
婦
人
か
ら
授
封
さ
れ
て
も
、
そ
の
レ

l
ン
は
正

規
の
そ
れ
に
は
な
ら
な
い
(
一
了
六
)
。
な
お
、
へ

l
ア
シ
ル
ト
一
般
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
二
を
参
照
。
ア
イ
ケ
が
そ
こ
で
(
受
封

能
力
し
か
な
い
)
第
七
の
シ
ル
ト
に
つ
い
て
、
そ
れ
が

Z
R
R
z
a
q
Z
Z
R
E
Z
σ
σ
g
g
o
m巾
(
レ

l
ン
法
|
|
レ

1
ン
法
上
の
権
利
ー
ー
も

し
く
は
へ

1
ア
シ
ル
ト
を
持
ち
う
る
か
ど
う
か
)
知
ら
な
い
、
と
懐
疑
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
特
に
授
封
能
力
と

考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、

r
R
R
Z
H
H授
封
能
力
と
い
う
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
二
六
・
七
(
前
註

m)
お
よ
び
七
六
・
三
(
後
註
邸
)

を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
」
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
本
節
(
四
)
に
お
い
て
な
お
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
次
の
よ
う
な
ケ
ー

ス
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
前
述
し
た
よ
う
に
(
前
註

m・
④
)
、
「
主
君
が
彼
の
家
臣
か
ら
他
の
家
臣
の
訴
に
よ
っ
て
(
判
決
に
よ
り
V

所

領
を
剥
奪
す
る
な
ら
ば
、
主
君
は
原
告
を
そ
の
所
領
:
:
:
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
中
へ
(
入
る
よ
う
)
(
占
有
)
指
定
す
べ
き
で
あ
る
(
が
)
、
:
:
:
か
の

者

(
1敗
訴
し
た
被
告
)
は
彼
の
所
領
を
引
き
戻
す
べ
き
彼
の
年
期
を
持
つ
」
(
四
三
・
こ
。
「
こ
の
:
:
:
年
期
内
に
(
し
た
が
っ
て
、
ま
だ
彼
が
そ

の
所
領
を
引
き
戻
さ
な
い
う
ち
に
)
彼
が
死
亡
す
る
な
ら
ば
、
彼
が
そ
れ

(
1所
領
)
を
彼
の
息
に
相
続
さ
せ
、
ま
た
主
君
が
死
亡
す
る
な
ら
ば
、
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そ
れ
に
つ
い
て
他
の
主
君
の
も
と
へ
と
(
あ
る
い
は
、
も
と
で
)
ブ
オ
ル
ゲ
ン
す
る

(
1授
封
更
新
を
求
め
る
)
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら

彼
は
、
彼
が
す
で
に
彼
の
主
君
を
相
手
ど
っ
て
そ
れ

(
l所
領
)
を
引
き
戻
し
た
の
で
な
い
限
り

(
l引
き
戻
さ
な
い
う
ち
は
)
、
(
彼
の
家
臣
l
彼

の
主
君
か
ら
見
れ
ば
陪
臣
、
の
死
亡
等
に
よ
り
)
広
角
田
町
円
げ
に
な
っ
た

(
1彼
の
手
に
一
一
戻
っ
て
き
た
)
所
領
を
(
又
)
授
封
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
四

四
・
一
)
。
こ
の
場
合
、
家
臣
あ
る
い
は
主
君
の
死
亡
に
よ
り
、
家
臣
の
所
領
引
戻
期
聞
が
短
縮
さ
れ
、
家
臣
の
所
領
に
対
す
る
権
利
が
決
め
ら

れ
た
年
期
よ
り
も
早
く
最
終
的
に
失
わ
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
配
慮
か
ら
、
家
臣
に
対
し
て
一
応
相
続
権
や
フ
オ
ル
ゲ
の
権
利
が

認
め
ら
れ
て
い
る
一
方
、
彼
(
あ
る
い
は
、
そ
の
封
相
続
人
)
が
そ
の
所
領
を
主
君
か
ら
引
き
戻
さ
ぬ
う
ち
は
権
原
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ゆ
え

レ
ー
ヂ
イ
ヒ

に
、
た
と
え
そ
れ
ま
で
彼
が
自
分
の
家
臣
に
又
授
封
し
て
い
た
所
領
が
彼
に
と
っ
て
「
自
由
な
」
状
態
に
な
っ
て
も
(
し
た
が
っ
て
、
本
節
(
六
)

で
後
述
す
る
よ
う
に
、
多
く
の
場
合
は
占
有
し
て
い
て
も
て
そ
れ
を
別
な
家
臣
に
対
し
て
又
授
封
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

北法37(2・88)212 

lお

ア
イ
グ
ン
・
レ

l
ン
と
正
規
の
レ

l
ン
(
こ
の
場
合
、
授
封
の
対
象
と
し
て
の
ア
イ
ゲ
ン
は
最
も
し
ば
し
ば
色

g
ュr
g
宮丹

(
l帝
国
領
)
と
対
比

さ
れ
る
か
ら
|
|
六
五
・
四
、
六
九
・
八
、
七
一
・
六
、
七
一
・
七
、
七
一
・
一
七
を
参
照
|
|
、
特
に

Z
Z
E
二
3
p
w
E宮
ぺ
つ
ま
り
も
と
を

辿
れ
ば
国
王
1
皇
帝
に
源
を
発
す
る
レ

1
ン
、
を
指
す
)
の
実
質
的
相
違
は
、
次
の
三
点
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
正
規
の
レ

l
ン
に
つ
い

て
は
上
述
の
ご
と
く
フ
オ
ル
ゲ
の
権
利
が
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
「
誰
で
あ
れ
(
主
君
の
)
ア
イ
ゲ
ン
を
レ

l
ン
と
し
て
受
領
し
て
い
る
者
が

あ
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
い
か
な
る
フ
オ
ル
ゲ
(
の
権
利
)
も
存
在
し
な
い
」
(
七
了
六
)
。
こ
の
場
合
、
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
に
つ
い
て
は
(
主

君
の
相
続
人
は
存
在
し
う
る
が
)
、
授
封
更
新
を
求
む
べ
き
上
級
主
君
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
②
「
主
君
が
彼
の
(
へ

1
ア
)
シ
ル
ト
を
(
身
分
不
棺
応
の
)
臣
従
礼
を
も
っ
て
引
き
下
げ
る
な
ら
ば
(
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
二
参
照
)
、
彼
は
そ
の
家
臣
の

(
1家
臣
に
授

封
し
て
い
た
)
レ

1
ン
す
べ
て
を
、
そ
れ
が
彼
の
ア
イ
ゲ
ン
で
な
い
限
り
、
失
っ
た
こ
と
に
な
る
、
し
か
し
て
家
臣
た
ち
は
彼
等
の
所
領
を
上
級

主
君
か
ら
(
改
め
て
)
受
領
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
彼

(
l上
級
主
君
)
は
彼
等
に
彼
等
の
(
そ
れ
ま
で
の
)
主
君
の
同
身
分
仲
間
の
者
を
(
新

し
い
主
君
と
し
て
)
指
定
す
べ
き
で
あ
る
」
(
五
四
・
こ
。
こ
の
場
合
、
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
な
い
し
そ
れ
を
受
領
し
て
い
た
家
臣
が
ど
う
な
る
か

必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
前
記
①
の
場
合
に
帰
着
し
た
査
然
性
が
大
き
い
。
③
「
主
君
が
家
臣
に
対
し
(
主
従
関
係
を
)
解
約
す
る
な
ら
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ば
、
彼

(
1主
君
)
は
、
家
臣
が
彼

(
l主
君
)
か
ら
受
領
し
て
い
た
所
領
を
、
そ
れ
が
彼
の
ア
イ
ゲ
ン
で
な
い
限
り
、
失
っ
た
こ
と
に
な
る
」

(
七
六
・
三
)
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

1
ン
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
「
家
臣
は
彼
の
生
涯
の
あ
い
だ
奉
仕
(
あ
る
い
は
、
役
務
)
な
し

に
保
持
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
彼
の
子
に
相
続
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
つ
き
レ
ー
ン
法
(
上
の
権
利
、
す
な
わ
ち
又
授
封
)
を
お
こ
な
う
こ

と
が
で
き
る
」
(
向
上
)
。
こ
の
最
後
の
点
も
、
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
に
つ
い
て
は
家
臣
は
上
級
主
君
に
授
封
更
新
を
求
め
る
わ
け
に
い
か
な
い
か

ら
、
と
い
う
こ
と
が
理
由
に
な
っ
て
い
る
が
、
主
君
が
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
を
「
失
っ
た
こ
と
に
な
」
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
家
臣
が
そ
れ

を
「
生
涯
の
あ
い
だ
奉
仕
な
し
に
保
持
す
る
」
こ
と
お
よ
び
家
臣
に
相
続
権
や
又
授
封
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
註

(
山
)
で
論
じ
た
二
二
・
三
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
m
M
)

厳
密
に
い
え
ば
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
l占
有
)
を
持
つ
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
訴
訟
上
の
特
典
は
、
も
う
二
つ
あ
る
。

(
d
)
五
・
二
に
次
の

よ
う
な
条
文
が
あ
る
「
ま
た
誰
で
あ
れ
所
領
を
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

(
l占
有
)
の
中
に
持
つ
者
は
彼
が
そ
れ

(
l以
下
の
こ
と
の
立
証
)
を
必
要
と
す
る

場
合
、
そ
れ

(
1所
領
)
が
彼
の

(
1彼
が
主
君
か
ら
受
領
し
た
)
レ

l
ン
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
こ
と
を
真
実
で
あ
る
と
承
知
す
る
主
君
の
家
臣

す
べ
て
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
を
証
人
に
よ
り
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
こ
れ
に
対
し
て
)
そ
れ

(
1所
領
)
に
つ
き
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
を
持
つ
者

は
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
1占
有
)
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
そ
れ

(
l所
領
)
が
彼
に
封
与
さ
れ
た
こ
と
を
(
実
際
に
)
見
ま
た
聞
い
た
人
々

(
1家
臣

た
ち
)
と
と
も
に
証
人
に
よ
り
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
。
つ
ま
り
、
所
領
に
つ
き
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
し
か
持
た
ぬ
者
は
、
授
封
の
事
実
を
証
明

す
る
た
め
に
、
「
目
撃
証
人
」
を
必
要
と
す
る
の
に
対
し
て
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
l占
有
)
を
持
つ
者
は
、
必
ず
し
も
目
撃
証
人
に
よ
ら
な
く
て
も

よ
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
つ
の
特
典
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
が
、
こ
れ
も
ま
た
単
に
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
し
か
持
た
ぬ
者
と
の
比
較
に
お
い

て
そ
う
言
え
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
場
合
、
。
ケ
ヴ
ェ

i
レ
(
1占
有
)
を
持
つ
家
臣
が
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

単
な
る
事
実
上
の
占
有
で
は
な
く
て
、
少
な
く
と
も
レ

l
ン
と
し
て
の
占
有
(
「
そ
れ
が
彼
の
レ

1
ン
で
あ
る
こ
と
」
)
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
が
な

い
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
例
)
で
触
れ
た
七
四
・
二
と
三
八
・
三
、
お
よ
び
、
本
節
(
五
)
と
(
七
)
で
後
述
す
る
と
こ
ろ
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(e)
ま
た
、
五
こ
に
は
次
の
よ
う
な
条
文
が
出
て
く
る
。
「
家
臣
が
、
そ
れ
に
つ
き
主
君
が
(
授
封
の
事
実
を
)
承
認
し
な
い
所
領
を
(
自
分

の
レ
!
ン
で
あ
る
)
と
主
張
し
、
し
か
し
て
彼

(
f家
臣
)
が
そ
れ
に
つ
き
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
1占
有
)
を
欠
く
場
合
、
彼

(
l家
臣
)
は
主
君
に
彼

北法37(2・89)213 



説論

の

(
l原
告
が
そ
の
主
張
を
貫
徹
し
え
な
か
っ
た
場
合
に
主
君
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
)
罰
金
と
そ
の
家
臣
た
ち
の

(
j
家
臣
た
ち
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
)

購
罪
金
に
つ
き
保
証
人
を
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
:
:
:
た
だ
し
、
彼

(
1家
臣
)
が
そ
の
主
君
か
ら
、
彼

(
1家
臣
)
が
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
l

占
有
)
な
し
に
(
自
分
の
レ
1

ン
で
あ
る
と
)
主
張
す
る
所
領
の
ほ
か
、
い
か
な
る
所
領
を
も
受
領
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
し
か
る
に
彼

(
l

家
臣
)
が
そ
れ

(
l他
の
所
領
)
に
つ
き
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
l占
有
)
を
持
つ
と
き
に
は
、
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

i
レ

(
1占
有
、
あ
る
い
は
、
占
有
し
て
い
る

所
領
)
が
彼
の
保
証
人
た
る
べ
き
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
、
他
の
所
領
を
す
で
に
占
有
し
て
い
る
者
は
、
右
の
場
合
に
保
証
人
を
立
て
な
く
て
す
む

わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
特
典
に
は
違
い
な
い
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
最
後
の
但
し
書
自
身
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
場
合
、
問
題
は
占
有

の
効
果
云
々
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
原
告
が
担
保
と
し
て
十
分
な
だ
け
土
地
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
ラ
ン
ト
法
の
次
の
ご
と
き
規
定
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
「
誰
で
あ
れ
:
:
:
人
命
金
を
上
廻
る
だ
け
多
く
の
ア
イ
ゲ
ン
を
持
つ
者
は
、
彼
が
犯

罪
の
ゆ
え
に
訴
え
ら
れ
る
場
合
、
い
か
な
る
保
証
人
を
も
立
て
る
必
要
が
な
い
」
(
二
・
五
・
二
。
因
み
に
、
犯
罪
で
訴
え
ら
れ
る
場
合
、
人
命

金
の
額
が
保
証
の
最
高
限
度
額
で
あ
る
(
二
・
一

0
・二)。

ラ
ン
ト
法
二
・
七

O
(前
節
(
三
)
お
よ
び
前
註
(
引
)
を
参
照
)
。
因
み
に
、
ラ
ン
ト
法
で
は
〈
白
口
弘
吉
巾

m
g
S
巾
一
司
仏
丘
町
巾
宮
司

2
2
Z〈立

(
彼
が
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
つ

l
占
有
し
て
い
る
所
領
か
ら
)
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
こ
の
レ

l
ン
法
三
八
・
四
で
は
、
〈
田
口
包
ロ
巾
口
当
巾
円
巾
ロ
(
彼
の

ゲ
ヴ
ェ
!
レ
か
ら
)
に
な
っ
て
い
る
(
ザ
ク
セ
ン
・
ラ
ン
ト
平
和
令
で
は
由
℃
E
R
E
-。ロ巾

B
E
B
O
C曲
目

匂

o
g正
巳
)
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
の
ゲ

ヴ
エ
|
レ
と
は
「
彼
が
占
有
し
て
い
る
所
領
」
で
あ
る
こ
と
を
完
壁
に
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
註
(
胤
)
で
述
べ
た
五
二
の
「
彼
の
ゲ

ヴ
ェ

l
レ
が
彼
の
保
証
人
た
る
べ
き
で
あ
る
」
の
場
合
も
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
は
「
占
有
」
と
い
わ
ん
よ
り
も
、
む
し
ろ
具
体
的
に
(
占
有
さ
れ

て
い
る
)
「
所
領
」
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
。
な
お
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
l
所
領
の
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
日
)
を
も
照
さ
れ
た
い
。

(
邸
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・
一
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
節
合
一
)
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

135 138 137 

五
九
・
一
と
六

0
・
一
。

「
授
卦
な
し
の
ゲ
ヴ
ェ

l
い

(
1
レ
1

ン
の
占
有
)
は
す
べ
て
不
法

(
5
5歪
で
あ
る
」
(
五
九
・
三
)
。

こ
の
五
九
・
一
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
1

ゲ
ル
(
レ
ー
ン
法
)
中
最
も
難
解
な
条
項
の
一
つ
で
あ
る
。
本
文
に
は
、
私
の
理
解
し
た
と
こ
ろ
に
し

139 

北法37(2・90)214 
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た
が
っ
て
事
案
を
叙
述
す
る
が
、
念
の
た
め
に
こ
こ
に
そ
の
原
文
を
掲
げ
て
お
く
。
〈
巾
『
門
出
ロ
m
町
内
門
担
〈
巾
吋
巾
ロ
ヨ
白
口
出
吉
明
民

Z
E
Zロ
巾
巾
ロ
巾
自

白
paA肖
g
a巾
色
白
門
〈
釦
ロ
巾
門
口
叩
ロ

-ny門口巾
B
巾
ロ
ロ
巾
者
巾
ア
ロ
。
口
『
二
件
巾

B
巾
田
宮
町
巾
門
叶
巾
口
付
宮
口
巾
ロ
ロ
巾
ぎ
ゅ
F
-
2
Y巾
{
件
巾
ヨ
巾
仏
国
ロ
宮
田
{
口
当
巾
吋
タ

ロ
ロ
己
主
一
色
町
巾
色
白
件
関
口
仲
田
{
ロ
巾
同
ニ
ロ
色
町
ロ
ロ
白
]
巾
ロ
巾
担
当

--gp
色
白
門
出
土
門
町
田
区

g
z
-
g
zロ
mm}巾ロ巾
B
2出
色
巾
白
日
ロ
ロ
ロ
吋
巾

nzzd〈巾
Z
Z印円
q
w巾口市一

回
2
5問
問
巾
門
巾
ロ
巾
色
白
ロ
田
宮
町
市
コ
巾
色
白
円
ロ
ヨ
ヨ
巾

g
吋回一口

2
5
gロ
巾
ロ
宣
言

B
m
E仲間町三
v
・
己
主

Z
R
〔白]印。〕

m
m
z
m
g
Z〈巾
?

c
ロ己巾

σ巾}内同三

宮町内凶巾凹
-
Y
巾
宮
市
〈
巾
同
門
凶
忠
告
同
門
〈
巾
ユ
。
円
四
ロ
己
主
宮
町
三
回
目
ロ
巾
ロ
者
四
円
巾
口
問
巾
宮
内

g-
守
口
巾
H
H
M

巾
骨
仏
国
司
ロ
巾
ロ
巾

-gz口
開
巾
白
ロ

F
2
2・
。
一
三
印
白
}
印
。
唱
え

}戸白色

g
m
E
g
m
a
o
m
S
E
E
m
g
g
g
田口【同時吋

g
y
m『吋
g
g円印
-Bmym吋
吋
巾
ロ
ロ
ロ
仏
巾
〈
。
「
凹
一
口
市
ロ
ヨ
白

5
2・

ヒ
ル
シ
ュ
は
、
こ
の
箇
所
、

B
で
は
な
く
て

C
が
そ
の
家
臣
に
授
封
す
る
、
と
読
ん
で
い
る
(
同
局
円
戸

ω
R
Z
g
m℃
ぽ
ぬ
巾
]
戸
角
川
町
号

2Z-
∞・

5山

Y

〉
ロ
ヨ
-
H
)

。
し
か
し
、
そ
れ
で
は

B
と
C
の
聞
の
「
授
封
の
鎖
」
は
断
ち
切
れ
た
ま
ま
な
の
で
、
な
ぜ
そ
れ
が

C
の
「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l

レ
」
を
補
強
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

ホ
l
マ
イ
ヤ

l
は
、
さ
す
が
に
前
註
(
削
)
の
箇
所
は

B
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、

B
の
家
臣
で
は
な
く
て
、

C
の
家

臣
に
授
封
す
る
と
解
し
て
い
る
官
。
富
国
同
‘
ロ

g
r
n
F
R
5
3
m
m
U
N
3
5円
、
出
町
ロ
ト

E
E
区
お
い
・
ピ
∞
)
。
こ
れ
は

|
|
Bと
C

の
家
臣
と
の
聞
に
は
も
と
も
と
主
従
関
係
が
な
い
の
だ
か
ら
1

1
い
さ
さ
か
不
自
然
な
想
定
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
や
が
て
後
述
す
る
五
九
・

四
の
規
定
と
も
は
っ
き
り
矛
盾
し
て
い
る
。
な
お
、
後
註
(
印
)
を
も
参
照
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
回
・
二
に
次
の
よ
う
な
条
文
が
あ
る
。
「
あ
る
家
臣
が
(
そ
の
)
所
領
を
、
彼
が
そ
れ
を
受
領
し
て
い
る
彼
の
主
君
の

面
前

(
l
主
君
の
ホ

l
フ
ま
た
は
レ
1

ン
法
廷
)
で
、
あ
る
別
の
主
君
か
ら
自
分
に
(
レ
ー
ン
と
し
て
授
封
さ
れ
た
)
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
主
君

が
彼
の
家
臣
た
ち
の
中
に
(
彼
が
授
封
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
)
証
人
を
持
つ
場
合
に
は
、
そ
の
所
領
に
つ
き
こ
の
家
臣
は
も
は
や
い
か
な
る
権
利

を
も
持
た
な
い
、
た
だ
し
、
彼

(
1家
臣
)
が
そ
れ
を
そ
の
者
か
ら
自
分
に
(
授
封
さ
れ
た
)
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
か
の

(
1別
な
)
主
君
が

そ
れ

(
l所
領
)
を
立
証
・
取
得
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
」
。
因
み
に
、
こ
の
条
文
の
末
尾
、
ェ
ッ
ク
ハ
ル
卜
版
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
守
口
巾

宮市門司巾

σ巾
『
即
日
立
デ
〈
白
口
会

wg巾
町
巾
-
丹
市
百
巾
吉
田
巾

ma・
(
か
の

1
別
の
主
君
が
そ
れ
を
(
立
証
・
)
取
得
す
る
)
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
意

味
が
通
ら
ず
、
ホ

1
マ
イ
ヤ

1
版
(
-
門
戸
∞
-
H
N
C
)

と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、

σ巾
町
田
ロ
と

X
の
聞
に
ロ
巾
、
が
脱
落
し
て
い
る
。
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説

五
九
・
二
の
末
尾
に
、
「
彼

(
B
)
は
ゲ
ヴ
ェ
!
レ

(
l占
有
)
を
欠
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

(
B
の
家
臣
中
)
な
ん
ぴ
と
も
ま
た
そ
れ

(
1ゲ
ヴ

ェ
l
レ
)
を
彼

(
B
)
か
ら
レ

l
ン
と
し
て
受
領
す
る
こ
と
を
え
な
い
」
。
な
お
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
1占
有
)
な
し
の
授
封
に
つ
い
て
は
、
本
節
(
四
)

の
(

C

)

で
前
述
し
た
と
こ
ろ
を
も
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
凶
)
五
九
・
三
。

(
陥
)
前
註
(
邸
)
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
も
同
じ
五
九
・
三
の
一
節
で
あ
る
。

(
胤
)
「
彼
が
居
合
わ
せ
て
い
る
レ

l
ン
法
廷
で
三
度
訴
え
ら
れ
る
な
ら
ば
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
こ
の
場
合
B
は
「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
節
(
四
)
の

(a)
で
前
述
し
た
と
こ
ろ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(凶
)

B
が
自
分
の
レ
ー
ン
法
廷
に
お
い
て
判
決
を
も
っ
て
レ

l
ン
を
占
有
す
る
よ
う
強
制
で
き
る
棺
手
が
、

C
の
家
臣
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明

白
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
凶
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
胤
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
註
(
附
)
に
お
い
て
触
れ
た
。

(
凶
)
本
節
(
三
)
の
末
尾
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
即
)
前
註
(
伺
)
を
参
照
。

(
問
)
七
四
・
二
お
よ
び
三
八
・
三
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
制
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
収
)
七
一
・
九
。
因
み
に
こ
れ
は
、
「
プ
ル
ク
・
レ

l
ン
を
い
か
な
る
城
臣
(
ぎ
『
官
5
1
切口『
m
g自
己
)
も
(
又
)
授
封
す
る
こ
と
を
え
な
い
」
と

い
う
原
則
が
出
て
く
る
条
項
で
も
あ
る
(
前
註
目
。
域
臣
が
|
|
こ
の
原
則
を
犯
し
て
ー
ー
そ
の
ブ
ル
ク
・
レ

1
ン
を
又
授
封
し
た
場
合
に
は
、

レ
ー
ヂ
イ
ヒ

彼
は
そ
れ
を
六
週
間
以
内
に
「
自
由
」
に
し
再
び
取
得
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
こ
の
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
以
前
に
、
そ
の
域
臣

が
死
亡
し
、
か
っ
、
(
プ
ル
ク
・
レ
l
ン
を
)
授
封
さ
れ
た
(
彼
の
)
家
臣
が
そ
の
所
領
を
(
上
級
主
君
の
)
適
法
な
異
議
な
し
に

(
1法
廷
で
異
議

を
申
し
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
)
彼
の
レ

1
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
中
へ
と
持
ち
こ
ん
で
い
た
場
合
に
は
、
彼

(
1家
臣
)
は
、
そ
れ
に
つ
き
証
人
に

よ
り
立
証
し
う
る
限
り
、
彼
の
法
定
の
年
期
内
に
上
級
主
君
の
も
と
ま
で
彼
の
所
領
を
ブ
オ
ル
ゲ
ン
す
る

(
1授
封
更
新
を
求
め
る
)
こ
と
が
で

き
る
」
。
こ
の
場
合
、
陪
臣
の
レ

l
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
を
認
め
る
法
的
根
拠
の
薄
弱
さ
を
、
ア
イ
ケ
以
後
の
補
足
は
次
の
よ
う
な
論
拠
を
挙
げ
て

論

北法37(2・92)216 
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補
強
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
日
く
、
「
〔
け
だ
し
こ
の
家
臣
は
、
法
(
の
定
め
る
と
こ
ろ
)
に
従
っ
て
、
そ
の
所
領
に
つ
い
て
彼
(
自
身
)
の
権
利

を
証
人
に
よ
り
立
証
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
彼
の
主
君
の
権
利
を
(
立
証
す
る
)
に
は
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
〕
」
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
、

こ
の
ケ

l
ス
と
「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
と
の
聞
の
決
定
的
な
相
違
は
、
や
は
り
彼
の
主
君

(
l城
臣
)
に
よ
る
(
ほ
ん
ら
い
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
)

授
封
の
有
無
に
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
印
)
こ
の
表
現
は
七
四
・
一
に
出
て
く
る
。

(
出
)
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
形
式
的
に
は
、
|
|
本
節
(
七
)
で
後
述
す
る
|
|
「
適
法
な
ゲ
ヴ
エ
|
レ
」
が
成
立
し
そ
う
な
ケ

l
ス
で
あ
る
こ

と
に
注
意
。
な
お
、

σ
g
E
S
(占
有
す
る
)
の
語
に
つ
い
て
は
前
註
(
剖
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
邸
)
以
上
、
三
八
・
一
。

(
同
)
三
八
・
二
。

(
即
)
同
じ
く
三
八
・
二
は
、
す
ぐ
前
の
と
こ
ろ
(
前
註
(
郎
)
に
対
応
す
る
本
文
)
で
引
用
し
た
箇
所
に
先
立
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
し

か
し
な
が
ら
家
臣

(C)
が
、
主
君

(
B
)
か
ら
彼

(C)
の
所
領
が
レ

l
ン
法
(
廷
の
判
決
)
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
こ
と
、
も
し
く
は
彼

(
B
)

が
こ
れ

(
1所
領
)
を
断
念
し
(
て
上
級
主
君
A
に
返
還
ま
た
は
A
の
他
の
家
臣
に
譲
渡
し
)
た
こ
と
を
、
証
人
に
よ
り
立
証
し
う
る
な
ら
ば
、
主
君

(B)
の
(
証
人
の
)
証
言
は
反
駁
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
」
。

(
邸
)
七
・
三
。
な
お
こ
の
条
文
に
よ
っ
て
、
(
レ
l
ン
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
概
念
が
、
(
下
級
)
主
君
B
の
家
臣

(C)
に
対
す
る
関
係
、
ま
た
は
、

B

が
C
に
封
与
し
た
所
領
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
(
下
級
)
主
君

(
B
)
の
上
級
主
君

(A)
に
対
す
る
関
係
、
ま
た
は
、

B
が
A
か
ら
授

封
さ
れ
た
所
領
と
の
関
係
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
こ
と
も
、
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
問
)
「
主
君
と
家
臣
と
が
(
同
じ
)
一
つ
の
所
領
に
つ
き
(
同
じ
)
一
つ
の
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
を
彼
等

(
l自
分
)
の
も
の
と
主
張
し
、
し
か
も
彼
等
が
〔
二

人
と
も
〕
(
そ
の
こ
と
を
)
証
人
に
よ
り
立
証
す
る
こ
と
を
(
レ

l
ン
法
廷
に
)
乞
う
な
ら
ば
、
家
臣
の
(
証
人
の
)
証
言
が
優
先
す
る
」
(
四
一
)
。

因
み
に
こ
の
場
合
、
家
臣
の
立
証
に
優
先
権
が
認
め
ら
れ
る
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
け
だ
し
、
彼

(
H家
臣
)
が
そ
れ

(
l

所
領
)
を
彼

(
l主
君
)
か
ら
レ

l
ン
と
し
て
受
領
し
て
も
、
彼

(
l家
臣
)
は
(
そ
れ
に
よ
っ
て
)
主
君
に
対
し
そ
の
所
領
に
つ
い
て
(
の
権
利
を
)
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説論

lω 
争
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。

前
註

(3)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
「
重
畳
的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
掲
・
拙
稿
(
前
詮
%
)
に
お
い
て
も
批
判

し
て
お
い
た
。

前
註
(
お
)
、
前
節
(
一
)
の
末
尾
、
前
節
(
五
)
の

(a)
、
お
よ
び
、
本
節
(
一
)
の
末
尾
を
参
照
さ
れ
た
い
。

二
五
・
四
、
三
八
・
二
、
〔
四
三
・
一
〕
、
六
五
・
二
一
。

三
八
・
二
。

北法37(2・94)218 
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二
五
・
四
。

〔
四
三
・
二
(
前
註
(
問
)
の
④
を
参
照
)
と
六
五
・
二
一
。

一
・
二
八
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
明
示
的
に
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
、
参
審
自
由
人
と
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
(
お
よ
び
、
ビ

l
ア

ゲ
ル
デ
)
の
両
身
分
で
あ
る
が
、
前
者
は
グ
ラ
1
フ
の
主
宰
す
る
正
規
の
裁
判
集
会
に
、
後
者
は
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
の
裁
判
集
会
に
参
加
す
る
義

務
を
負
っ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
二
と
三
、
二
了
六
回
・
八
を
参
照
)
。
こ
れ
ら
の
者
が
相
続
人
な
し
に
死
亡
す
る
と
、
ピ

1
ア
ゲ
ル
デ
の
持

っ
て
い
た
ア
イ
ゲ
ン
は
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
に
、
ま
た
、
(
お
そ
ら
く
)
参
審
自
由
人
の
持
っ
て
い
た
ア
イ
ゲ
ン
は
グ
ラ
1
フ
職
に
帰
属
す
る
。
シ

ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
に
な
り
う
る
の
は
、
文
言
上
は
「
自
由
人
」
と
し
か
わ
か
ら
な
い
が
つ
一
了
六
一
・
こ
を
参
照
)
、
裁
判
所
の
審
級
序
列
と
(
一
・

一
ニ
・
二
に
出
て
く
る
)
へ

l
ア
シ
ル
ト
と
の
対
応
関
係
、
お
よ
び
裁
判
権
レ

1
ン
を
受
領
で
き
る
の
は
参
審
自
由
人
だ
け
で
あ
る
こ
と
さ
了
五
四
・

ご
を
考
え
る
と
、
間
違
い
な
く
(
少
な
く
と
も
原
則
と
し
て
)
参
審
自
由
人

(
1第
五
シ
ル
ト
)
で
あ
り
、
同
様
に
グ
ラ
1

フ
は
(
原
則
と
し
て
)

フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン

(
l第
四
シ
ル
ト
)
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
た
、
と
推
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
相
続
人
な
し
に
遣
さ
れ
た
ア
イ
グ
ン

が
帰
属
す
る
「
裁
判
官
」
が
封
建
身
分
に
属
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

二
六
・
二
、
二
六
・
三
、
〔
四
三
・
二
、
六
九
・
二
。

〔
四
三
・
二
。
前
註
(
邸
)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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176 175 174 173 1η111 170 

一
一
占
ハ
・
二
。

一
一
六
・
一
二
。

六
九
・
二
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
註
(
伺
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
出
。
玄
同
司
何
回
F
F
ω
-
b戸
。
-
。
凹
印
巾
N
Z
の
巾
}
門
戸
の
色
丹
を
も
参
照
。

二
・
五
八
・
二
。

一
一
・
三
お
よ
び
六
九
・
二
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
註
(
拘
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

一
・
五
四
・
四
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
同
条
一
お
よ
び
三
、
さ
ら
に
、
後
註

(
m
m
)

に
対
応
す
る
本
文
を
も
参
照
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
前
註
(
叫
)
に
紹
介
し
た
よ
う
な
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
の
折
衷
的
見
解
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

一
三
・
三
。
因
み
に
、
こ
れ
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
全
巻
を
通
じ
て
た
だ
一
つ
、
|
|
小
作
地
か
レ
!
ン
か
争
わ
れ
て
い
る
土
地
に
つ

い
て
で
は
あ
れ
、
ま
た
、
否
定
態
に
お
い
て
で
あ
れ
l
|
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
の
語
が
形
式
上
と
も
か
く
も
小
作
地
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て

い
る
、
と
解
し
う
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
家
臣
の
主
張
を
前
提
と
す
る
限
り
、
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
の
語
は
や
は
り
レ
l
ン
で
あ
る
所

領
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
も
っ
と
重
要
な
の
は
次
の
事
実
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
項
は
ア
イ
ケ
の
原
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
も
と
も
と
一
三
・
一
|
|
そ
こ
で
は
本
節
(
七
)
で
詳
述
す
る
よ
う
に

「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
」
に
つ
い
て
の
定
義
的
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
|
|
の
直
後
に
位
置
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
脈
絡
か
ら
、
こ
の
一
三
・

三
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
容
易
に
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
あ
る

土
地
(
あ
る
い
は
、
所
領
)
を
一
年
と
一
日
以
上
占
有
し
て
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は

2
5国
吉
田
2
g
5
3
2
(な
い
し
占
有
の
た
め
の
権
原
)
の

変
更
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
小
作
地
に
つ
い
て
、
一
年
と
一
日
以
上
の
占
有
を
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
を
自
分
の

(
1自
分
が
受
領

し
た
)
レ
l
ン
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
は
、
単
に
長
期
に
わ
た
る
占
有
の
事
実
を
証
明
し
た
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
彼
は
必
ず
「
レ
l
ン
・
ゲ
ヴ

ェ
l
レ
」
、
し
た
が
っ
て
結
局
は
授
封
の
事
実
を
証
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
o
l
l
-
以
上
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
著
者
ア
イ
ケ
が
こ
こ
で
小
作
地

に
つ
い
て
も
(
通
説
の
意
味
で
の
て
ケ
ヴ
ェ
l
レ
(
占
有
1
権
利
)
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
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ろ予フ。

説
呈A
日岡

六

0
・
一
。
因
み
に
、
こ
の
条
項
は
、
本
節
(
四
)
で
「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
の
概
念
に
つ
い
て
論
述
し
た
際
に
引
用
し
た
五
九
・
一

1
四

の
直
後
に
位
置
し
て
い
る
。

(瑚

)
m
E巾
コ
の
語
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
捌
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
削
)
六

0
・
二
。

(
閉
山
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
悶
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
し
か
し
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
、
レ
ー
ン
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
最
末
端
に
位
置
な
る
家
臣
あ
る
い
は
小
さ
な
ア
イ
ゲ
ン
の
所
有
者
が
時
に
そ
の

所
領
を
(
一
部
)
自
ら
耕
作
し
(
あ
る
い
は
、
下
僕
に
耕
作
さ
せ
)
(
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
法
二
・
五
八
・
三
お
よ
び
三
・
七
六
・
三
を
参
照
)
、
ま
た
、
彼

の

(
1彼
が
占
有
し
て
い
る
)
所
領
の
一
部
を
小
作
料
と
引
き
か
え
に
借
地
と
し
て
借
り
受
け
て
い
る
こ
と
さ
え
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
排
除
す

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
た
と
え
ば
一
三
・
三
の
よ
う
に
ケ

l
ス
(
前
註
問
)
は
そ
も
そ
も
生
じ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
山
間
)
た
と
え
ば
、
七
三
・
一
の
「
あ
る
領
主
が
、
あ
る
土
地
(
あ
る
い
は
、
所
領
)
を
貸
与
し
、
そ
こ
に
円
宮
晶
巾
広
巾
ロ
(
小
作
料
支
払
義
務
者
)
が
生

ま
れ
つ
い
て
お
り
、
あ
る
い
は
、
同
町
戸
的
関
色
丹
(
小
作
料
支
払
義
務
)
の
中
へ
と
身
売
り
し
た
り
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ

(
l小
作
地
、
あ
る
い
は
、
小

作
関
係
)
に
も
と
づ
き
何
ら
か
の
奉
仕
(
あ
る
い
は
、
役
務
)
を
お
こ
な
う
義
務
を
負
っ
て
い
る
者
は
:
:
:
」
と
い
う
叙
述
を
、
七
三
・
二
の
「
そ

れ
が
ゆ
ロ
〈
江
省
再
(
自
由
な
土
地
、
あ
る
い
は
、
所
領
)
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
な
ん
ぴ
と
も
江
口
印

R
n
Z
(借
地
権
、
む
し
ろ
小
作
料
支
払
の
義
務
)

ヘ

ル

を
持
つ
者
が
な
く
、
ま
た
(
そ
こ
に
は
な
ん
ぴ
と
も
小
作
人
と
し
て
)
生
ま
れ
つ
い
て
お
ら
ず
、
し
か
し
て
彼

(
1領
主
)
が
そ
の
土
地
(
あ
る
い
は
、

所
領
)
を

g
m
g巾
m
g
g
(あ
る
客
人
、
あ
る
い
は
、
他
国
人
に
1

|
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
註
(
凶
)
参
照
)
(
借
地
と
し
て
)
貸
与
す
る
な
ら
ば
:
:
:
」

と
い
う
叙
述
を
比
較
さ
れ
た
い
。

(
邸
)
前
註
(
胤
)
所
引
の
七
三
・
二
を
、
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
六
の
「
そ
の
他
の
自
由
人
は
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
(
ン
)
と
呼
ば
れ
、
こ
の
者
た
ち
は

一
口
問
白
田
門
巾
由
者
一
回
巾
(
客
人
、
あ
る
い
は
、
他
国
人
の
ご
と
く
に
)
来
て
は
ま
た
去
り
、
こ
の
(
ザ
ク
セ
ン
の
)
ラ
ン
ト
内
に
い
か
な
る
ア
イ
ゲ
ン
を
も

持
た
な
い
」
と
い
う
叙
述
と
比
較
さ
れ
た
い
。
ラ
ン
ト
ザ
ッ
セ
は
|
|
|
ア
イ
ゲ
ン
を
持
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
!
|
領
主
の
土
地
を
借
地
す
る

179 
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ほ
か
な
い
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
借
地
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、

五
・
六
(
煩
罪
金
は
一
五
シ
リ
ン
グ
、
人
命
金
は
一

0
ポ
ン
ド
)
の
ほ
か
、

義
務
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
蹴
)
以

E
、
い
ず
れ
も
七
三
・
二
。

(
閉
山
)
ラ
ン
ト
法
二
・
五
九
・
一
。

(
胤
)

(
問
)

ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
一
般
に
つ
い
て
は
、
こ
の
三
・
四

一
二
一
・
四
(
ゴ
1
グ
ラ
l
フ
ま
た
は
フ
ォ
ー
ク
ト
の
裁
判
集
会
へ
の
参
廷

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

ラ
ン
ト
法
一
・
五
四
・
四
。
な
お
こ
れ
は
、
前
註

(m)
に
対
応
す
る
本
文
で
触
れ
た
条
項
で
あ
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

lゲ
ル
に
は
、
す
で
に
巾
『
〈
巾
江
口
凹
間
三
あ
る
い
は
巾
『
〈
巾
巴
ロ
印
『
巾

n
Z
(
い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
玲
包
冊
目
w
号

-
a
z
l自
由
世
襲
借

地
を
指
す
)
と
い
う
表
現
が
現
わ
れ
て
く
る
(
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
五
四
・
五
〕
、
三
・
七
九
・
二
。
ま
た
、
江
口
印
刷
刊
2
0
8ロ
(
同
じ
領
主
の
小
作
人
仲
間
)

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
裁
判
所
(
い
わ
ゆ
る
国
え
胃
ユ
岳
丹
)
も
、
今
ま
さ
に
成
立
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
(
「
し
か
し
な
が
ら
主
君
は
、
彼

が
彼
の
家
臣
た
ち
の
面
前
で

(
1彼
の
レ

1
ン
法
廷
で
)
彼

(
lあ
る
家
臣
)
に
対
し
彼
等
(
家
臣
た
ち
)
の
法
(
ま
た
は
、
権
利
)
(
l裁
判
)
を
拒
ん
だ

の
で
な
い
限
り
、
上
級
主
君
の
面
前
で

(
l
レ
1
ン
法
廷
で
)
(
そ
の
)
彼
の
家
臣
に
応
答

(
1応
訴
)
す
る
義
務
が
な
く
、
ま
た
、
彼

(
l主
君
)
が
彼

(
1

彼
の
小
作
人
)
に
対
し
彼
の

(
l彼
か
ら
借
地
し
て
い
る
)
小
作
人
仲
間
の
面
前
で

(
1
ホ
!
フ
ゲ
リ
ヒ
ト
で
)
法
(
ま
た
は
、
権
利
)
を
拒
ん
だ
の
で
な

い
限
り
、
(
上
級
主
君
の
面
前
で
)
(
そ
の
)
彼
の
小
作
料
支
払
義
務
者

(
l小
作
人
)
に
対
し
(
応
訴
す
る
義
務
も
な
い
)
」
|
|
六
八
・
五
)
。

(
別
)
前
註
(
瑚
)
で
指
摘
し
た
こ
と
か
ら
、
①
自
由
な
借
地
で
あ
る
こ
と
、
②
事
実
上
世
襲
で
き
る
こ
と
、
③
同
身
分
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

裁
判
所
に
よ
っ
て
権
利
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
以
上
三
つ
の
属
性
を
そ
な
え
な
い
限
り
、
小
作
地
が
(
正
規
の
)
レ

l
ン
に
近
づ
く

こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
推
定
で
き
よ
う
。

(
削
)
時
に
包
口
市
田
町
市
『
吋

g
-
g
(彼
の
主
君
の
レ

l
ン
)
(
六
五
・
四
)
あ
る
い
は
凹

Z
g
v
q
Z口
問
巳
(
彼
の
主
君
の
所
領
)
(
一
四
・
三
、
四
八
・
二
)

と
い
う
表
現
が
現
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
主
君
に
対
し
て
上
級
主
君
か
ら
封
与
さ
れ
て
い
る
所
領
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

(
即
)
小
作
人
の

(
l小
作
人
が
借
地
し
て
い
る
)
土
地
と
い
う
意
味
で
そ
う
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ラ
ン
ト
法
〔
了
五
四
・
五
〕
、
レ

l
ン
法
六

0
・

一
(
上
述
・
本
文
参
照
)
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
領
主
の

(
1領
主
が
借
地
に
出
し
て
い
る
)
土
地
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
レ
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説

ー
ン
法
二
二
・
三
(
上
述
・
本
文
参
照
)
で
あ
る
。
な
お
、
参
考
と
し
て
、
い
ず
れ
も
す
で
に
本
文
で
引
用
し
た
「
彼
の
〈
1
彼
が
借
地
に
出
し
て

グ
ー
ト

い
る
)
所
領
」
と
い
う
表
現
(
ラ
ン
ト
法
二
・
五
九
・
四
、
一
・
五
四
・
四
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
因
み
に
、
た
っ
た
一
つ
の
用
例
で
は
あ
る
が
、

「
彼
の
世
襲
小
作
地
」

(
l自
由
世
襲
借
地
)
(
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
五
四
・
五
〕
)
と
言
う
場
合
の
「
彼
」
は
「
小
作
人
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
も
注

意
し
て
お
き
た
い
(
前
註
(
瑚
)
を
参
照
)
。

(
邸
)
前
節
(
五
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
削
)
七
・
五
に
次
の
よ
う
な
条
文
が
出
て
く
る
。
「
あ
る
主
君
が
彼
の
家
臣
に
対
し
、
そ
れ

(
1ど
れ
か
あ
る
所
領
)
が
彼
の
(
他
の
)
家
臣
の
死
亡

に
よ
り
最
初
に
彼

(
l主
君
)
に
と
っ
て
レ

l
デ
ィ
ヒ
(
自
由
)
に
な
る
時
に
は
い
つ
で
も
(
そ
れ
を
家
臣
に
レ

l
ン
と
し
て
引
き
渡
す
)
と
い
う
条

件
で
、
所
領
を
封
与
し
、
し
か
も
(
彼
1
主
君
が
)
そ
れ

(
l所
領
)
に
つ
き
他
に
は
何
も
(
取
り
)
決
め
て
い
な
い

(
1さ
ら
に
別
な
家
臣
に
対
し

そ
の
所
領
を
特
定
し
て
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
の
形
で
封
与
し
て
い
な
い
)
場
合
に
は
、
そ
の
家
臣
は
主
君
に
と
っ
て
レ

l
デ
ィ
ヒ
に
な
る
最
初
の
所
領
を
、
そ

れ
が
レ

1
デ
ィ
ヒ
で
あ
ろ
う
と
封
与
さ
れ
て
い
よ
う
と

(
1陪
臣
に
対
し
て
又
授
封
さ
れ
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
て
取
得
す

(Zσσ
巾
ロ
)
(
あ
る
い
は
、

占
有
す
)
べ
き
で
あ
る
」
。
因
み
に
、
七
・
一
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
に
は
、
(
将
来
占
有
す
べ
き
)
所
領
を
特
定
し
て
お
こ
な

わ
れ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
後
者
が
(
狭
義
に
お
い
て
)
者
向
仏
ロ
ロ
ぬ
巾
(
期
待
権
)
と
呼
ば
れ
る
ケ

1
ス
で
あ
っ
て
、
右
の
七
・

五
は
こ
の
ケ

l
ス
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
(
な
お
、
広
義
に
お
け
る
者
向
岳
口
問
巾
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
法
〔
三
・
八
四
二
二
〕

お
よ
び
一
・
五
二
・
二
(
宅
向
島
自
己
巾
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
防
)
上
級
主
君
に
よ
る
新
し
い
主
君
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
八

0
・一

1
四
に
詳
細
な
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
す
で
に
前
註
(
出
)
で
述
べ
た
と

こ
ろ
を
御
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
、
必
要
な
こ
と
は
す
べ
て
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

(
邸
)
二
六
・
六
。

(
即
)
こ
こ
で
、
前
註

(m)
に
対
応
す
る
本
文
に
引
用
し
た
「
主
君
は
所
領
を
、
:
:
:
自
ら
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
中
に
持
た
な
い
限
り
、
な
ん
ぴ
と
に

も
封
与
す
る
こ
と
を
え
な
い
」
(
五
三
)
と
い
う
規
定
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
す
る
。
も
し
、
こ
こ
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
を
(
通
説
の
よ
う
に
)
「
占

有
」
の
意
に
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
条
項
は
私
が
本
文
で
述
べ
た
事
実
|
|
つ
ま
り
、
上
級
主
君
は
現
実
に
占
有
し
て
い
な
い
所
領
で
も
彼
の

論
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家
臣

(
1下
級
主
君
)
に
対
し
て
封
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
|
|
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
、
五
三
に
お
け
る
著

者
ア
イ
ケ
の
叙
述
は
間
違
い
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
落
ち
着
か
ざ
る
を
え
ま
い
。
確
か
に
五
三
の
記
述
は
ミ
ス
リ
l
デ
ィ
ン
グ
で
あ
り
、
山
口

m
g
Z司自

の
代
り
に

-a-ny(自
由
な
、
あ
る
い
は
、
授
封
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
)
と
言
っ
た
方
が
厳
密
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
す
で
に
以
上
の
行
論

に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
は
占
有
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
ず
、
レ
ー
ン
を
占
有
す
る
権
利
、
あ
る
い
は
、
よ
り
厳
密
に
は

|
|
又
授
封
権
を
含
め
|
|
レ
!
ン
を
(
レ

l
ン
と
し
て
)
支
配
す
る
権
利
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
五
三
の
場
合
も
、
「
自
ら
ゲ
ヴ
ェ

l

レ
の
中
に

(
1
又
授
封
権
を
も
行
使
し
う
る
完
全
な
権
利
の
中
に
)
持
っ
て
い
な
い
限
り
」
と
読
め
ば
、
ミ
ス
リ

l
デ
ィ
ン
グ
で
は
あ
っ
て
も
、
決

し
て
間
違
い
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
(
こ
の
場
合
、
間
違
っ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
頭
か
ら
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
l
「
占
有
」
と
決
め
こ
ん
で

い
る
方
で
あ
る
)
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
少
な
く
と
も
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
と
の
対
比
に
お
い
て
「
あ
る
所
領
を
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
つ
」
と
言
わ
れ
る

場
合
(
前
註
(
朋
)
を
参
照
)
、
も
し
そ
の
家
臣
が
同
時
に
下
級
主
君
の
立
場
に
あ
れ
ば
、
そ
の
所
領
を
自
分
の
家
臣

(
1陪
臣
)
に
又
授
封
し
て

い
る
こ
と
(
す
な
わ
ち
、
そ
の
所
領
を
直
接
に
は
占
有
し
て
い
な
い
こ
と
)
が
あ
り
う
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
御
理
解
い
た
だ
げ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
厳
密
に
は
こ
の
場
合
の
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
も
、
五
三
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
必
ず
し
も
「
占
有
」
を
意
味
す

る
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
|
|
又
授
封
権
を
も
含
め
|
!
「
レ

1
ン
を
(
レ

l
ン
と
し
て
)
支
配
す
る
権
利
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
三
・
一

(
-
U
)
、
一
三
・
四
、
一
四
・
一
(
…
虫
、
二
六
・
九

(
i
)
と

(
E
U
)
、
〔
二
二
・
二

(
i
)
〕
、
三
七
・
三

(
i
)
と
つ
u

)

0

六
週
間
と
一
年
と
い
う
期
間
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
問
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
四
・
一
。
な
お
、

σ巾
凹

5
2
の
語
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
担
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

本
節
(
三
)
の
末
尾
に
引
用
し
た
三
八
・
四
を
参
照
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
正
式
の
訴
が
な
け
れ
ば
所
領
剥
奪
の
判
決
は
下
せ
な
い
。

前
註
(
問
)
の

(
d
)
で
論
じ
た
五
・
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。

五
三
、
四
九
・
て
四
八
・
二
、
三
三
・
三
(
前
註
胤
)
な
ど
の
ほ
か
、
ラ
ン
ト
法
三
・
八
三
・
二
(
前
註
(
河
)
に
対
応
す
る
本
文
)
を
も
参

照
さ
れ
た
い
。

七
・
二
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
直
後
に
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
彼
の
家
臣
仲
間
(
宮
田
問
。

g円
)
に
対
し
て
は
」
、
つ
ま
り
家

北法37(2・99)223 
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205 

臣
仲
間
と
の
問
で
所
領
の
帰
属
が
問
題
に
な
る
と
き
は
、
も
は
や
「
証
人
な
し
で
」
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

前
註
(
印
)
の

(
d
)
で
論
じ
た
五
・
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
五
・
二
に
「
彼
が
そ
れ

(
1証
人
に
よ
る
立
証
)
を
必
要
と
す
る
場
合
」

と
い
う
の
は
、
第
一
に
家
臣
が
主
君
と
の
間
で
所
領
を
争
う
場
合
、
第
二
に
他
の
家
臣
(
仲
間
)
と
の
間
で
所
領
を
争
う
場
合
(
前
註
制
)
、
以
上

の
二
つ
の
ケ

1
ス
に
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
家
臣
が
(
家
臣
仲
間
で
な
い
)
第
三
者
と
所
領
を
争
う
と
き
は
、
|
|
相
手
方
は
同
じ
レ

1
ン
法

廷
に
は
属
し
て
い
な
い
か
ら
|
|
ラ
ン
ト
法
廷
に
持
ち
こ
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
主
君
が
保
障
人

(
1追
奪
担
保
人
)
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
こ

の
場
合
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
て
前
註
(
刊
日
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

ラ
ン
ト
法
上
の
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
に
認
め
ら
れ
る
訴
訟
手
続
の
う
ち
、
前
節
(
四
)
の

(
a
)

で
述
べ
た
三
回
目
の
裁
判
期
日
に
応
訴
す

れ
ば
よ
い
、
と
い
う
特
典
が
レ
l
ン
法
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
は
、
ラ
ン
ト
法
二
・
三
・
一
(
前
註
花
)
に
対
応
す
る
本
文
に
ア
イ
ケ
以
後

の
手
に
成
る
「
レ
l
ン
」
と
い
う
補
足
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
だ
け
で
な
く
、
前
註
(
胤
)
で
論
じ
た
五
九
・
二
に
よ
っ
て
も
は
っ
き
り
推

断
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
ニ
・
一
に
現
わ
れ
る
上
述
の
二
点
は
、
厳
密
に
は
、
レ
l
ン
法
に
固
有
な
訴
訟
手
続
上
の
特
典
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

206 

前
節
(
四
)
、
特
に

(
C
)

で
論
じ
た
と
こ
ろ
を
今
一
度
想
起
さ
れ
た
い
。

(
捌
)
一
一
ニ
・
一
一
。
な
お
、
E
2
5
巾
m
E
3
z
g
}
え
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
四
五
・
四
|
|
Z
E
R
R
-
Z
B
S司
g

回一円(彼
1
夫
、
後
見
人
)
が
彼
女
(
妻
、
被
後
見
人
)
と
と
も
に
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
の
中
に
居
る
|
|
ー
前
註
(
位
)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
、
レ
l
ン
法
五
六
・

四
と
七
五
・
二
|
|
抱
一
二
g
(肉
$
5
5
m
X
(
彼
女
l
あ
る
婦
人
が
(
レ

i
ン
の
)
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
の
中
に
居
る
)
、
六

0
・
一
l
l
z
z
R
R
Z
R

5
2
由
主
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
の
中
に
居
る
|
|
前
註
(
朋
)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
と
も
比
較
さ
れ
た
い
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
箇
所
に
お
い
て
、

吉

(
m
g
g
2
巾
(
ロ
)
由
E
B
と
い
う
表
現
は
、
せ
い
ぜ
い
一
時
的
な
権
利
に
も
と
づ
く
占
有
か
、
時
に
は
正
当
な
権
利
を
欠
く
占
有
に
つ
い
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
前
註
(
担
)
で
論
じ
た
σ
2
5
2
の
用
語
法
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

一
三
・
三
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
問
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

六
三
・
一
(
「
な
ん
ぴ
と
も
、
彼
が
そ
の
管
理
人
で
あ
る
土
地
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
自
分
の
(
l
自
分
に
授
封
さ
れ
た
)
レ

1
ン
で
あ
る
と
主
張
す
る
場

207 (
捌
)

(
加
)
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(
加
)

(
加
)

合
、
そ
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

(
l管
理
人
と
し
て
の
占
有
)
を
も
っ
て
そ
れ

(
l土
地
)
を
彼
の
主
人
か
ら
遠
去
け
る
こ
と
を
え
な
い
、
け
だ
し
彼

(
1管
理
人
)

に
は
彼
の
主
人
は
彼
の

(
1管
理
人
が
預
っ
て
い
る
)
す
べ
て
の
土
地
を
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ

(
1占
有
)
の
中
へ
と
寄
託
し
た

(σ
巾〈。

-
2
7
2
2
)
(に
す

ぎ
な
い
)
の
で
あ
る
か
ら
」
)
。

な
お
、
本
節
(
五
)
(
前
註
(
胤
)
・
(
防
)
に
対
応
す
る
本
文
)
で
詳
説
し
た
三
八
・
一
の
ケ

1
ス
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

六
0
・
一
と
二
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
な
お
本
節
(
四
)
、
特
に
前
註
(
凶
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

本
節
(
五
)
、
特
に
そ
の
最
後
の
一
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

以
下
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
二
六
・
一

1
一
一
を
参
照
。

ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

(m) 
(
別
)

(
加
)
二
六
・
二
。

(
加
)
こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
註
(
問
)
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
七
四
・
一
を
参
照
。

(
加
)
二
六
・
七
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
註

(m)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
瑚
)
一
一
六
・
九
。
な
お
、
本
文
引
用
中
省
略
し
た
笛
所
は
そ
れ
ぞ
れ
、

(
A
)
は
「
ま
た
(
そ
れ
を
)
質
入
(
さ
れ
る
こ
と
)
に
よ
っ
て
」
、

(B)
は

「
ラ
ン
ト
法
ま
た
は
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
特
に
こ
の

(B)
を
補
う
と
、
「
あ
る
子
に
ラ
ン
ト
法
ま
た
は
レ

l
ン
法
に
し
た
が
い
:
:
:
遺
さ
れ

た
そ
の
子
の
所
領
」
に
つ
い
て
、
「
そ
の
子
に
相
続
さ
れ
た
適
法
に
し
て
以
前
か
ら
あ
る
ゲ
ヴ
ェ

I
レ
」
が
存
在
す
る
、
つ
ま
り
、
相
続
さ
れ
た

ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
も
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
が
あ
り
、
後
者
も
ま
た
ア
イ
ゲ
ン
そ
の
も
の
と
と
も
に
相
続
人
に
相
続
さ
れ
る
、
と
も
読
め
る
で

レ
!
ン

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
レ

1
ン
法
二
六
は
、
全
体
と
し
て
封
相
続
人
の
後
見
人
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
の
九
は
、
後

見
人
が
子

(
1
封
相
続
人
)
の
所
領
の
ア
ン
ゲ
フ
ェ
レ
を
授
封
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
(
そ
の
地
位
を
濫
用
し
て
)
(
事
実
上
占
有
し

て
い
る
)
子
の
所
領
(
の
収
益
)
を
他
の
者
に
授
封
し
た
り
、
質
入
し
た
り
、
(
断
念
し
)
譲
渡
し
た
り
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
子
が
も
と
も
と

所
領
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
権
利
を
侵
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
著
者
ア
イ
ケ

の
立
場
か
ら
す
る
と
、
「
質
入
」
は

Z
Z
E
B円
宮
巾
(
ラ
ン
ト
法
廷
)
に
お
い
て
の
み
行
な
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
(
「
誰
で
あ
れ
所
領
を
質

と
し
て
封
与
す
る
と
言
う
者
は
、
間
違
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
は
、
な
ん
ぴ
と
も
質
を
封
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
が
所

北法37(2・101)225 
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領
を
、
そ
れ
が
助
け
に
な
る

(
l法
的
に
有
効
な
)
よ
う
に
、
質
入
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ラ
ン
ト
の
裁
判
官

(
a
g
Eロ
a
g
ユ
nzqo)
の

前

(1法
廷
)
で
行
な
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

1
1五
五
・
八
三
当
時
お
そ
ら
く
す
で
に
レ

1
ン
の
質
入
の
慣
行
が
現
実
に
は
成
立
な
い
し
進

行
し
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ア
イ
ケ
は
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
法
理
の
立
場
か
ら
「
筋
」
を
通
そ
う
と
し
て
い
る
(
・
・
・
す
べ
き
で
あ
る

と
す
れ
ば
」
)
、
と
も
言
え
る
。
も
と
も
と
こ
の
二
六
・
九
は
、
。
邑
ロ
ロ
ロ
m
H
σ
(
ア
イ
ケ
自
身
の
補
筆
に
か
か
る
テ
キ
ス
ト
)
に
出
て
く
る
箇
条
で
あ

る
が
、
ア
イ
ケ
は
こ
の
二
六
・
九
を
補
う
に
当
た
っ
て
、
質
入
は
ほ
ん
ら
い
ラ
ン
ト
法
廷
で
行
な
わ
れ
る
(
し
た
が
っ
て
、
ほ
ん
ら
い
は
ア
イ
ゲ
ン

を
対
象
と
す
る
)
場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
筋
論
が
頭
に
あ
っ
て
、

Z
Z
E
Z
n
F
Z
の
語
を
も
付
け
加
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
想
定

が
誤
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
二
六
・
九
は
1
1
1
1
た
だ
ち
に
そ
れ
を
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
も
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
な
い
し
適
法
な
ゲ
ヴ
エ

l
レ
が
存
在
し
た
と
い
う
証
拠
と
し
て
使
え
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
|
|
、
む
し
ろ
通
説
の
方
向
で
の
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
の

誤
読
が
な
ぜ
こ
部
は
早
く
も
中
世
末
期
に
)
始
ま
り
、
ま
た
広
く
普
及
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
解
く
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

因
み
に
、
ア
イ
ケ
が
(
か
な
り
一
貫
し
て
)
こ
う
し
た
「
法
理
論
」
的
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
制
)
で
触
れ
た
別
稿

に
お
い
て
も
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

(
加
)
本
節
(
三
)
の

(
b
)
、
お
よ
び
、
前
註
(
凶
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
加
)
「
父
が
彼
の
息
に
彼
の
主
君
の
面
前
で

(
1
ホ

l
フ
ま
た
は
レ

1
ン
法
廷
で
)
所
領
を
譲
渡
す
る
な
ら
ば
、
息
は
そ
れ

(
l所
領
)
に
つ
き

R
〈巳

g

(
世
襲
レ

l
ン
、
あ
る
い
は
、
世
襲
レ

l
ン
と
し
て
の
権
利
)
を
持
た
な
い
、
た
と
え
そ
れ

(
I
R
S
-
g
)
が
父
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
1

1
け

だ
し
そ
れ

(
l所
領
)
は
彼

(
1息
)
に
相
続
さ
れ
た
も
の
で
な
い
か
ら
。
誰
で
あ
れ
彼
の
句
〈
巾
]
巾
ロ
を
(
主
君
に
対
し
)
(
断
念
)
譲
渡
し
て
そ
れ

を
も
う
一
度
受
領
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
彼
は
そ
れ

(
1所
領
)
に
つ
き
巾
ヨ
巳
巾
ロ
(
の
権
利
)
を
持
た
な
い
」
(
三
七
・
二
。
五
五
・
九
に
お
い
て

は
、
こ
の
ゆ
え
貯
ロ
が
『

R
Z
Zロ
(
正
規
の
レ
l
ン
)
か
ら
も
区
別
さ
れ
て
い
る
(
「
何
で
あ
れ
主
君
が
家
臣
(
の
も
つ
)
封
と
し
て

(gEzr巾
)
(
あ

マ
ン
シ
ャ
フ
ト

る
い
は
、
少
な
く
と
も
実
質
的
に
は
、
臣
従
礼
に
こ
た
え
て
)
封
与
す
る
も
の
は
、

5
n
z
-
g
も
し
く
は
巾
昌
吉
も
し
く
は
プ
ル
ク
・
レ

1
ン
、
も
し
く
は
、

そ
れ
が
主
君
に
と
っ
て
レ
l
デ
イ
ヒ
(
自
由
)
に
な
る
と
き
に
(
と
い
う
条
件
で
て
あ
る
特
定
さ
れ
た
(
他
の
)
家
臣
の
(
持
っ
て
い
る
)
所
領
に
つ
い
て

の
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
、
も
し
く
は
あ
る
特
定
さ
れ
な
い

(
l他
の
)
家
臣
の
(
持
っ
て
い
る
)
所
領
に
つ
い
て
の
期
待
権
(
者
向
島

E
問
巾
)
(
の
い
ず
れ
か
)
で
あ
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ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

る
」
)
。
「
世
襲
レ

l
ン
」
と
(
そ
の
他
の
)
「
正
規
の
レ

1
ン
」
が
以
上
の
よ
う
に
は
っ
き
り
区
別
で
き
る
と
す
れ
ば
|
|
前
者
は
右
の
二
つ
の
条

項
以
外
で
は
後
者
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
|
|
、
両
者
の
相
違
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
ア
イ
ケ
は
明
示
的
に
は

何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
。
門
司
市

}g
の
場
合
、
父
は
息
に
、
通
常
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
だ
け
で
な
く
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
も
相
続
さ
せ
る
、
と
い

う
こ
と
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
因
み
に
、
巾
ヨ
巾
}
巾
ロ
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
は
、
(
そ
の
語
が
右
の
二
箇
所
に
し
か
出
て
こ
な
い
の
で
)
は
っ
き

り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
三
七
・
二
で
は
、
こ
の
句
話

-gの
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
「
ま
た
誰
か
あ
る
家
臣
が
あ
る
所
領
に
つ

い
て
、
彼
が
そ
れ
に
つ
き
(
現
に
)
持
っ
て
い
る
(
正
規
の
レ
l
ン
と
し
て
の
権
利
)
以
外
の
(
た
と
え
ば
巾
ヨ
巴

g
と
し
て
の
)
権
利
を
自
分
の
も

の
と
主
張
し
、
彼
が
そ
れ
に
つ
き
自
分
の
も
の
と
主
張
し
た
(
た
と
え
ば
巾
ミ
巳
自
と
し
て
の
)
権
利
を
(
立
証
)
貫
徹
し
え
な
い
な
ら
ば
、
彼
は

そ
の
所
領
に
つ
い
て
彼
の
す
べ
て
の
権
利
を
失
っ
た
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
、
い
わ
ば

R
〈
巾
]
巾
コ
を
欠
く
者
が
そ
れ
を
主
張
し
た
場
合
の
こ
と
が

扱
わ
れ
、
そ
の
上
で
三
七
・
三
で
|
|
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
|
|
こ
ん
ど
は
逆
に

3
巾
-gを
持
つ
場
合
の
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

(m) 
厳
密
に
言
え
ば
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
も
つ
利
点
は
、
も
う
二
つ
見
ら
れ
る
。

(
d
)
「
家
臣
は
、
一
つ
の
宅
地
言
。
『
己
)
ま
た
は
一
モ
ル

ゲ
ン
(
の
土
地
)
ま
た
は
一
人
の
人
間

(
H体
僕
)
(
の
帰
属
が
問
題
に
な
る
場
合
、
そ
れ
)
を
、
そ
れ
が
彼
の
所
領
に
含
ま
れ
て
お
り
、
彼
が
そ
れ

(
1

所
領
)
を
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
彼
が
別
な
主
君
に
対
し
て
フ
オ
ル
ゲ
ン
す
る

(
1授
封
更
新
を
求
め
る
)
と
き
で

も
、
彼
の
主
君
に
対
し
聖
遺
物
に
か
げ
で
(
の
単
独
の
宣
誓
を
も
っ
て
)
(
立
証
)
取
得
(
あ
る
い
は
、
保
持
)
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
一
三
・
四
)
。

こ
の
場
合
、
「
一
つ
の
宅
地
、
一
モ
ル
ゲ
ン
(
の
土
地
)
、
一
人
の
人
間

(
1体
僕
こ
が
基
本
的
に
は
所
領
の
付
属
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
こ
の
規
定
が
所
領
そ
の
も
の
の
帰
属
を
め
ぐ
る
争
訟
と
は
関
係
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
一
人
の
人
間

(
1体
僕
こ
に

つ
い
て
は
、
前
註
(
H
H
)

を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
e
)

「
〔
し
か
し
、
あ
る
主
君
が
あ
る
婦
人
に
対
し
、
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
の
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く

(
も
っ
と
)
特
定
さ
れ
た
言
葉
を
も
っ
て
、
彼
女
の
生
涯
の
間
(
に
限
っ
て
)
所
領
を
封
与
す
る
な
ら
ば
、
彼
女
の
夫
が
こ
の
所
領
に
つ
い
て
適
法

な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
で
死
亡
す
る
限
り
、
:
:
:
彼

(
1主
君
)
は
こ
の
(
婦
人
に
与
え
た
)
レ

l
ン
を
彼
女
の
生
涯
の
問
、
確
実
に
保
持
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
(
三
了
二
)
。
こ
の
規
定
は
、
見
ら
れ
る
通
り
も
と
も
と
一
期
分
(
し
た
が
っ
て
、
所
領
の
一
時
的
帰
属
)
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
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説

る
が
、
(
彼
女
自
身
は
ま
だ
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
持
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
)
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
効
果
と
い
わ
ん
よ
り
も
、
土
地
を
新
た
に
取

得
し
た
者
の
権
利
は
一
年
と
一
日
の
経
過
後
に
は
じ
め
て
最
終
的
に
確
定
す
る
、
と
い
う
一
般
的
な
原
則
に
由
来
す
る
(
前
註

(ω)
を
参
照
)
、

と
考
え
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
た
、
本
文
で
述
べ
た
こ
と
と
直
接
に
関
係
の
な
い
規
定
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

論

(
盟
)
〉

-vznz・
σ
g・
ω・
由
民
・
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
の
開
問

F
E
U
問。∞
E
F
U町
内
国

R
Wロ
ロ
枠
内
凶
旬
。
虫
司
巾
5
・吋同

N
P
回門田・ω
印

-
E誌
を
も
参

照
。
な
お
、
こ
の
論
文
は
す
で
に
岩
野
英
夫
氏
に
よ
っ
て
邦
訳
さ
れ
て
い
る
が
(
「
同
志
社
法
学
」
一
五
て
一
九
七
八
年
)
、
前
掲
・
揃
稿
(
前
註

(
M
m
)

参
照
、
一
四
九
頁
、
註
(
幻
)
)
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
の
邦
訳
は
率
直
に
い
っ
て
必
ず
し
も
上
出
来
と
は
言
え
な
い
し
、
岩
野

氏
に
よ
る
同
論
文
の
紹
介
・
解
説
(
「
同
志
社
法
学
」
一
五
回
、
一
九
七
八
年
)
の
方
を
参
照
し
て
も
、
こ
の
論
文
の
意
義
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
残
念
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
直
接
に
原
論
文
を
参
照
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
加
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
の
語
原
に
つ
い
て
は
、
前
註

(m)
に
挙
げ
た
ケ

l
プ
ラ

l
論
文
の
ほ
か
、
前
掲
・
拙
稿
(
一
四
四
3
五
頁
)
で
紹
介
し
た

ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
氏
の
簡
潔
に
し
て
要
を
得
た
発
言
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
因
み
に
、
ミ
ツ
タ
イ
ス
(
・
リ
l
ペ
リ
ヒ
)
(
前
註
2
)
も
、
こ
の
点
に

つ
い
て
す
で
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
言
語
的
に
は
唱
者
巾
お
は
〈
白
ユ
白
ロ

(
1
2回同

a-Z(見
守
る
、
保
護
す
る
)
の
意
)
と
関
連
し
て
い

る
。
ラ
テ
ン
語
の
史
料
は
、
話
回
包
括
(
と
い
う
動
詞
)
、
そ
れ
を
も
と
に

4
2
Z
E
B
-
-ロ〈
g
z
Z
E
(と
い
う
名
調
)
を
用
い
て
い
る
(
が
、
こ
の

名
詞
は
)
占
有
の
衣
を
着
せ
る
こ
と
高
島

E
E口
問
邑
同
島
市
百
四

g
E
)
(と
い
う
意
味
で
あ
る
)
0

フ
ラ
ン
ス
語
の
路
町
宮
市
、
英
語
の
お
互
ロ
は
、

包
ロ
認
定
。
ロ
(
中
へ
入
れ
る
、
指
定
・
任
命
す
る
)
を
意
味
す
る
留
と
白
ロ
か
ら
(
出
た
も
の
で
あ
る
)
」
(
第
二
六
章
、
了
(
三
)
)
。
ミ
ッ
タ
イ
ス
は
こ

こ
で
、
「
占
有
の
衣
を
着
せ
る
こ
と
」
の
代
り
に
、
「
占
有
の
た
め
の
権
利
の
衣
を
着
せ
る
こ
と
」
(
国
各

E
E口
四
回
比
二
巾

g
m
R
Z
g
g
∞2
5

と
書
く
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
拙
稿
(
向
上
頁
)
で
紹
介
し
た
小
川
浩
三
氏
の
貴
重
な
発
言
を

も
参
照
さ
れ
た
い
。

224 

こ
の
意
味
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
は
、
す
で
に
妻
の
財
産
に
対
す
る
「
法
的
後
見
人
た
る
の
地
位
に
も
と
づ
く
(
夫
の
)
権
利
」
、
お
よ

び
、
委
(
お
よ
び
女
性
親
)
の
「
一
期
分
に
対
す
る
権
利
」
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
(
前
註
(
必
)
お
よ
び
(
H
H
)

を
参
照
)
、
こ
れ
ら
は
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ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴェーレ

(
邸
)

(
加
)

(m) い
ず
れ
も
一
時
的
・
過
渡
的
な
権
利
に
す
ぎ
ず
、
土
地
な
い
し
財
物
の
最
終
的
帰
属
の
問
題
と
直
接
に
は
関
係
が
な
い
の
で
、
以
下
の
要
約
に

お
い
て
は
省
略
し
て
あ
る
。

平
和
へ
の
関
心
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
話
)
・
(
叩
)
・

(n)
・
(
卯
)
・
(
邸
)
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

占
有
の
語
義
が
必
ず
し
も
古
い
と
は
言
え
ぬ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
回
)
・
(
脱
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

所
領
お
よ
び
家
・
屋
敷
と
い
う
語
義
が
ー
ー
そ
の
具
体
性
か
ら
予
想
さ
れ
る
の
と
は
ち
が
っ
て
|
|
|
こ
れ
ま
た
必
ず
し
も
古
い
も
の
と
断
定

で
き
ぬ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
日
)
・
(
邸
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

因
み
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
以
後
、
中
世
末
期
の
史
料
に
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
の
と
は
異
な
っ
た
用
語
法
が
出
て
き
た
場
合
、

そ
れ
は
当
然
、
ま
ず
も
っ
て
後
代
の
(
し
か
も
、
特
に
都
市
法
に
お
け
る
)
発
展
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
角
度
か
ら
吟
味
し
て
み
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
基
本
的
に
は
、
あ
る
特
定
の
法
史
料
を
(
二
・
三
、
一
括
で
き
る
も
の
も
あ
ろ
う
が
)
個
別
的
に
(
し
か
も
そ
の
都
度
、

網
羅
的
に
)
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
に
内
在
す
る
規
範
的
論
理
構
造
を
そ
れ
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
「
ド

イ
ツ
私
法
」
に
欠
け
て
い
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
態
度
で
あ
る
。

な
ぜ
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
が

(mgd司
2
巾
の
語
に
何
よ
り
も
ま
ず
占
有
を
見
ょ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
サ
ヴ
ィ
ニ
!
の
占
有
論
(
司
呂
田

E
E

わ
〉
同
戸
〈
。
ロ
∞
〉
〈
5
Z
4
・河内
n
Z
円同巾凹∞巾回一昨
N

巾P
H
g
ヤ
|
|
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
の
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
論
は
そ
れ
よ
り
ち
ょ
う
ど
二
五
年
後
に
公
刊
さ
れ
た
わ
け
で
あ

る
)
が
一
世
を
風
廃
し
て
い
た
状
況
を
抜
き
に
し
て
は
、
お
そ
ら
く
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
サ
ヴ
ィ
ニ
l
は
、
ロ
ー
マ
法

源
の
分
析
に
も
と
づ
き
占
有
の
権
利
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
的
私
法
体
系
の
礎
石
を
す
え
た
(
た
だ
し
、
サ
ヴ
ィ
ニ
l
が
描
き
出
し
た

ロ
!
?
法
の
占
有
像
は
、
近
代
法
に
お
け
る
占
有
と
完
全
に
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
ま
ず
、
単
な
る
(
事
実
と
し
て
の
)
所
持
と
法
的
意
味
に
お
け
る

|
|
特
示
命
令
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
l
l
宮

s
a
sと
を
区
別
し
、
さ
ら
に
後
者
の
中
で
℃
0
8
0
白
色

o
n
E
r
に
は
取
得
時
効
と
い
う
法
的
効
果
を
も
認

め
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
彼
の
場
合
、
占
有
は
同
時
に
権
利
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
l
|
一
部
は
本
権
と
も
つ
な
が
る
|
|
反
面
、
物
の
所
持
な
い
し

事
実
的
支
配
の
す
べ
て
が
占
有
と
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
菅
芳
太
郎
「
サ
ヴ
イ
ニ
イ
「
占
有
法
」
雑
感
」

北
法
二
三
の
二
、
一
九
六
二
年
を
参
照
)
。
そ
の
圧
倒
的
印
象
の
下
に
、
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
の
世
代
の
問
題
関
心
は
、
は
じ
め
か
ら
何
よ
り
も
ま
ず
占
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説
吾A
a岡

230 

有
の
問
題
に
向
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
問
題
関
心
の
下
に
、
ド
イ
ツ
中
世
後
期
の
史
料
を
読
ん
で
い
く
と
、
占
有
を
意
味
す
る
(
官
)
者
旬
巾

の
語
が
出
て
く
る
。
し
か
も
こ
の
語
は
、
他
方
に
お
い
て
色
濃
く
権
利
の
含
意
を
も
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
が
そ
れ
を
、
サ
ヴ
イ
ニ

l

の
描
い
た
ロ
ー
マ
法
の

U
2
8
g芯
に
匹
敵
す
る
ゲ
ル
マ
ン
法
上
の
「
占
有
」
と
把
え
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
自
然
な
成
り
行
き
で
さ
え
あ
っ
た
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
が
成
立
す
る
対
象
は
|
|
ロ

l
マ
法
と
は
ち
が
い
|
|
特
定
の
物
に
は

限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
こ
そ
、
ロ
ー
マ
法
に
は
な
い
ゲ
ル
マ
ン
物
権
法
の
基
礎
概
念
で
は
な
い
か
。
|
|
こ
の
「
発
見
」
に
心
踊
ら
せ
た

ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
が
、
情
熱
を
こ
め
て
そ
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
論
を
書
き
進
め
た
こ
と
は
、
想
像
す
る
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
が
の
る
。
し
か
し
、
占
有

一
般
が
い
か
な
る
特
質
を
も
つ
か
と
い
う
|
|
彼
の
時
代
に
よ
う
や
く
可
能
と
な
っ
た
|
|
形
で
問
題
を
立
て
た
瞬
間
に
、
実
は
彼
は
中
世
法

を
そ
れ
に
内
在
す
る
論
理
構
造
に
即
し
て
把
握
す
る
可
能
性
を
捨
て
去
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
イ
ゲ
ン
と
レ
ー
ン
の
峻
別
、
も
ろ
も
ろ
の
身

分
、
と
り
わ
け
封
建
身
分
の
存
在
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
中
世
に
お
い
て
は
封
建
身
分
に
属
す
る
者
だ
け
が
法
共
同
体
な
い
し
国
家
の
構
成
員
で

あ
り
え
た
こ
と
、
そ
れ
ら
の
|
|
少
し
で
も
中
世
の
法
史
料
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
者
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
当
然
自
明
の
|
|
事
実
さ
え
、

も
は
や
彼
の
目
に
は
入
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
な
ぜ
こ
の
ア
ル
プ
レ
ヒ
卜
の
見
解
が
ー
ー
そ
の
根
本
的
誤
謬
に
気
づ
か
れ
ぬ
ま
ま

|
|
一
五

O
年
余
の
長
き
に
わ
た
り
、
基
本
的
に
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
「
ド
イ
ツ
私
法
」
に
受
け
継
が
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

前
註

(
4
)
で
あ
げ
た
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
論
文
(
「
ゲ
ル
マ
ン
法
の
虚
像
と
実
像
』
、
六
、
「
ゲ
ル
マ
ン
的
」
所
有
権
概
念
説
に
つ
い
て
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
法
律
的
ゲ
ヴ
エ
|
レ
」
・
「
観
念
的
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
凶
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
因
み
に
、
た
と
え
ば
ミ
ツ
タ

イ
ス
(
・
リ
1
ベ
リ
ヒ
)
、
第
二
六
章
・
三
の
「
(
観
念
的
)
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
、
同
じ
く
四
の
「
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
効
果
」
(
例
の
「
防
禦
的
」
、
「
攻
撃
的
」
、

「
移
転
的
」
と
い
う
あ
れ
。
学
生
時
代
に
試
験
の
前
夜
、
な
か
な
か
覚
え
ら
れ
な
く
て
悩
ま
れ
た
記
憶
を
お
持
ち
の
方
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
)
の
件
り
を
、

ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
を
「
権
利
」
と
置
き
換
え
な
が
ら
お
読
み
に
な
っ
て
い
た
だ
け
ば
、
そ
れ
が
何
の
変
哲
も
な
い
ご
く
当
り
前
の
こ
と
を
言
っ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
即
座
に
御
理
解
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。
中
世
に
お
け
る
法
の
あ
り
方
が
難
解
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
誤
っ
て
把
え
た
(
特
に
ゲ
ヴ
ェ
!
と
学
説
が
難
解
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
論
点
を
さ
ら
に
裏
づ
け
る
た
め
に
、
い
わ
ば
本
稿
の
続
篇
で
あ
る
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
ア
イ
ゲ
ン
」
を
準
備
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ザクセンシュピーゲルにおけるゲヴエーレ

中
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

232 

最
後
に
、
前
註

(
3
)
で
も
触
れ
た
世
良
論
文
(
「
「
ゲ
ル
マ
ン
法
」
の
概
念
に
つ
い
て
」
)
に
も
う
一
度
立
ち
戻
っ
て
、
次
の
こ
と
を
付
け
加
え

て
お
き
た
い
。
世
良
教
授
は
そ
こ
で
、
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
法
の
基
礎
と
な
っ
た
氏
族
制
社
会
(
古
ゲ
ル
マ
ン
時
代
に
も
「
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
法
」
が
あ
っ
た
円
)

お
よ
び
封
建
制
社
会
に
お
い
て
は
、
:
:
:
何
ら
か
の
形
で
物
に
対
す
る
「
現
実
的
支
配
」
の
形
に
表
現
せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
物
権
は
、
(
国
家
権

力
に
よ
る
)
法
的
保
障
を
享
受
し
え
な
か
っ
た
」
と
も
言
わ
れ
る
(
前
掲
書
、
一
二
三

1
四
頁
)
。
こ
の
箇
所
は
(
久
保
正
幡
教
授
や
特
に
川
島
武
宣
教

授
の
受
け
売
り
で
は
な
く
)
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
お
考
え
を
展
開
さ
れ
た
件
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

自
問
自
答
し
た
だ
け
で
、
右
の
よ
う
な
説
明
が
い
か
に
荒
唐
無
稽
で
あ
る
か
、
た
だ
ち
に
お
わ
か
り
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

も
そ
も
物
(
特
に
土
地
)
を
「
自
力
で
」
現
実
に
支
配
し
え
た
の
な
ら
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
(
国
家
権
力
に
よ
る
)
「
法
的
保
障
」
が
必
要
だ
っ
た
の

か
、
あ
る
い
は
、
物
(
特
に
土
地
)
を
自
力
で
現
実
に
支
配
し
う
る
ほ
ど
強
力
な
人
聞
に
対
し
て
、
(
ま
だ
き
わ
め
て
弱
体
な
)
当
時
の
国
家
は
そ

も
そ
も
い
か
な
る
「
法
的
保
障
」
を
与
え
た
の
か
、
と
。
せ
っ
か
く
「
ゲ
ル
マ
ン
法
」
概
念
の
非
歴
史
性
を
批
判
し
て
み
て
も
、
(
そ
れ
自
体
、

「
ゲ
ル
マ
ン
法
」
概
念
の
所
産
で
あ
る
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
学
説
の
誤
謬
を
世
界
史
的
に
(
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
氏
族
制
社
会
お
よ
び
封
建
制
社
会
に
)
撒
き

去
ら
し
た
の
で
は
何
に
も
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
薄
弱
な
史
料
的
典
拠
に
も
と
づ
く
教
科
書
的
な
叙
述
だ
け
を
た
よ
り
に
、
「
理
論
」
と
称
し
て

恋
意
的
な
空
想
を
重
ね
た
結
果
陥
っ
た
悲
惨
な
誤
謬
で
あ
っ
て
、
私
が
前
註

(
3
)
で
「
俗
流
社
会
科
学
」
と
評
し
た
ゆ
え
ん
も
そ
こ
に
あ
る
。
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Die Gewere im SachsenspiegeI 

Takeshi ISHlKA W A * 

Nach der herrschenden Lehre des Deutschen Privatrechts gilt das Wort die 

Gewere， wie bekannt， in erster Linie als Bezeichnung des Besitzes. Dieser 

Besitz im germanischen Recht hat aber im Gegensatz zum romischen und 

modernen Recht eine merkwurdige Beschaffenheit. Er ist namlich gleichzeitig 

die Erscheinungsform der dinglichen Rechte. Die Gewere ist also einerseits ein 

Faktum， andererseits drilckt sie aber gleichzeitig auch ein Recht aus. 

Dazu schreibt z. B. HEINRICH MITTEIS in seinem Lehrbuch das folgende ; 

“In Rom war der Eigentumsbegriff sehr hoch entwickelt， das Eigentum in 

stadtischen Verhaltnissen leicht feststellbar. Daher ist der Besitzschutz nicht 

Rechtsschutz， sondern Polizeischutz durch pratorische Interdicta; sie richten 

sich gegen verbotene Eigenmacht...."“Das deutsche Recht kannte keine so 

scharfe Scheidung zwischen Besitz und Eigentum oder sontigem dinglichen 

Recht. In schriftlosen Verhaltnissen sind die Rechtsbeziehungen...oft schwer 

feststellbar， daher mus der Besitz das Recht vertreten， hinter dem Besitz das 

Recht vermutet werden...." 

Wenn es im deutschen Mittelalter wirklich so gewesen ware， so erhebt sich 

gleich eine Frage: namlich， wie konnte man damals ilberhaupt unterscheiden 

zwischen der eigenen Sache und der fremden Sache， die man im Besitz hatte? 

1m folgenden beschranke ich mich ausschlieslich darauf， die Terminologie im 

Sachsenspiegel auf das W ort Gewere hin erschopfend zu ilberprilfen. Bei der 

Gestaltung der herrschenden Lehre ilber die Gewere hat doch der Sachsen-

spiegel mindestens als eine der Hauptquellen eine nicht geringe Rolle gespielt. 

1m Sachsenspiegel erscheint das Substantiv were oder gewere an einer Stelle 

der Reimvorrede， an 71 (oder 92)" Stellen des Landrechts und an 109 (113) 

• Professor filr (westliche) Rechtsgeschichte an der juristischen Fakultat der 

Hokkaido-Universitat， Dr. jur 

•• 1m folgenden sol1 zunachst die Zahl in den eikischen Texten (Ordnung Ia u. Ib)， dann 

die Zahl einschlieslich der nach.eikischen Texten (Ordnung Ic. 11 a， IV c usw.) genannt 

werden. 
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Stellen des Lehnrechts. Davon bieten 15 (19) im Landrecht und 6 im Lehnrecht 

das Maskulinum， das Gewahrsmann oder Auctor bezeichnet. Die anderen geben 

alle das Femininum. An cincr StcIlc dcr Rcimvorrcdc und an 2 Stcllcn des 

Landrechts bedeutet das W ort were jeweils羽Taffe，Wehr (od. Verteidigung) 

oder Verweigerung. An weiteren 14 SteIlen des Landrechts und 2 Stellen des 

Lehnrechts bezeichnet das W ort問 問 od.g，脚 ereGewahrschaft (od. Gewahr-

leistung)_ 

Diese Stellen ausgenommen， sollen im folgenden hauptsachlich 40 (57) 

Stellen des Land-und 101 (105) des Lehnrechts， wo das Wort were od. gewere 

vorkommt， behandelt werden. Um es vorlaufig zu sagen， bedeutet das Wort an 

diesen Stellen a) Haus und Hof (od. etwas erweitert， Gut)， b) Besitz als 

Tatsache oder c) Besitz mit od. aufgrund irgendeiner Berechtigung oder 

Besitzrecht selbst 

Aus dieser kleinen Statistik lassen sich bereits folgende Tendenzen klar 

feststeIlen: 1m Landrecht erscheint das Wort Gewere verhaltnismasig haufiger 

in den nach-eikischen Texten. auch faIls es im uns hier interessierenden Sinne 

gebraucht ist. Trotzdem kommt das Wort im Lehnr巴chtwesentlich haufiger 

vor als im Landrecht. ]ede Lehre uber die Gewere， die nicht ganz uber unser 

Rechtsbuch hinweggehen will， muβalso eine hinreichende Erklarung fur diesen 

Befund bieten. 

II 

Zunachst uber die betreffenden Stellen im Landrecht. 

1) An 2 nach-eikischen Stellen wird davon gesprochen， das ein Ereignis 

binnen sinen geweren geschiet. Es geht dabei selbstverstandlich um die Loka-

lisierung eines Geschehnisses. Die Gewere bezeichnet hier ganz konkret Haus 

und Hof， wo das Ereignis eintritt. Auch an 5 Stellen， wo der Ausdruck， der auf 

die Grundform binnen sinen (ge)weren zuruckzufuhren ist， vorkommt， handelt 

es sich ebenfaIls um Haus und Hof， innerhalb dessen sich eine Sache oder ein 

Haustier befindet. An weiteren 3 (4) Stellen， wo man eine Sache in sinen色e)-

weren hevet， versteht man unter dem Wort Gewere konkret Haus und Hof， oder 

etwas erweitert， Gut. Aber die einfache Lokalisierung eines Ereignisses oder 

einer Sache hat nicht oder doch kaum etwas mit der Gewere im Sinne der 

herrschenden Lehre zu tun. 

2) Wenden wir uns nun also zu den SteIlen， wo sich das Wort 伊')were

ausdrucklich， und zwar ausschlieslich， auf die fahrende Habe bezieht. Solche 

SteIlen machen insgesamt， einschlieslich auch der oben genannten， 10 (13) aus 

An diesen Stellen ist zu lesen， das man etwas nicht nur， wie oben bereits 
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angefUhrt， binnen sinen 伊川lerenod. in sinen包e)werenhevet， sondern es ut 

van sinen weren let (= aus seiner Gewere last) od. ut van jenes mannes weren 

gebracht hevet. Obwohl auch hier das Sinngehalt von Haus und Hof， mehr oder 

weniger deutlich， mit einbegriffen bleibt， ist das W ort 臼e)werean diesen Stellen 

doch auch mit dem Begriff Besitz wiederzugeben. Aber dabei kann von einem 

Besitzrecht keine Rede sein. Denn diese Gewere (= Besitz) gewahrt dem 

Inhaber keinen rechtlichen Schutz， sondern sie kann sogar negative Wirkung 

mit sich bringen. 

I
 

I
 

I
 

Beschaftigen wir uns nun mit den Ubrigen 30 (42) Stellen， die in 18 (28) 

Artikeln des Landrechts erscheinen! Wenn wir uns in den bisherigen AusfUh. 

rungen nicht geirrt haben， so stellen sie alles dar， was man an unmittelbar auf 

die Gewere (im Sinne der herrschenden Lehre) bezUglichen Stellen im Landrecht 

finden kann 

1) Zunachst untersuchen wir， worauf sich das W ort (ge)were an diesen Stellen 

bezieht oder was der G巴genstandder Gewere ist. Wenn ich mich hier auf die 

Hauptergebnisse beschranken darf， sind sie etwa wie folgt zusammenzufassen : 

In 4 Artikeln ist nur festzustellen， das es sich um gut handelt. Aber die 

fahrende Habe erscheint nur noch in 3 Artikeln， und zwar immer neben dem 

Eigen. Zwei Artikel davon beziehen sich auf de were to rechter von叩unおcat，

der dritte auf den Verkauf des Gutes. Obwohl es sich hier um das Landrecht 

handelt， hat das Lehn bereits hier einen groseren Anteil: aufs Lehn konnen sich 

namlich wenigstens 6 (14) Artikel beziehen. Auf der anderen Seite konnen sich 

wenigstens 10 (15) Artikel auf das Eigen beziehen. Zu bemerken ist dabei， das 

6 (9) davon das verauserte Eigen und ferner 1 (3) von diesen gleichzeitig das mit 

Urteil abgesprochene Eigen behandeln. Das Wort Gewere ist dagegen kein 

einziges Mal ausdrUcklich in Bezug auf das (frisch) vererbte Eigen gebraucht. 

Eine Bestimmung wie Lnr. 6 ~1 ist namlich im Landrecht Uberhaupt nicht 

vorhanden. Als Gegenstand der Gewere ist das Zinsgut nicht ausdrUcklich 

erwahnt. 

2) W ollen wir nun die Bedeutung des W ortes Gewere untersuchen ! 

Auch hier erscheint der Ausdruck， das jemand ein Gut in (ge)weren hevet， 

an 3 (5) Stellen und auch hier bedeutet das Wort Gewere den Besitz (als 

Tatsache). Der Ausdruck， de 色e)werehevet， heist an zwei stellen ebenfalls 

derjenige， der tatsachlich besitzt. An weiteren 4 (7) Stellen ist das Wort 色eJ.

were ebenfalls als (tatsachlicher) Besitz zu begreifen. 

An einer Stelle wird jedoch jemandem de were irdelt， an weiteren 2 (3) 

I
 

I
 

I
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Stellen wird sie mit陀 chte(=mit Urteil) gebroken od.押zitγ-echteverdelt od. af 

gewunnen. Was man jemandem mit Urteil zu-oder absprechen kann， kann 

nicht mehr bloser Besitz (als Tatsache)， sondern mus Besitzrecht in irgend-

einem Sinne sein. Die letztere Bedeutung des W ortes Gewere zeigt sich 

besonders deutlich im Fall III 82 ~2. Hier gibt namlich ein Mann dem Andern 

ein Gut， obwohl er daran keine Gewere (= Besitz) hatte， und last das Gut in die 

Gewere des Empfangers. Ubrigens muβin diesem Fall die VerauBerung des 

Gutes vor Gericht geschehen， weil ihr die Einweisung von Gerichtes wegen folgt 

Was ist denn die Gewere， die man trotz des fehlenden Besitzes dem Andern 

freiwilling vor Gericht geben kann? Sie kann nichts anders sein als Besitz-

recht oder Rechtstitel zum Besitz 

3) Kein Zufall ist jedoch， das das W ort g，仰 erehier bei Immobilien eine 

Doppelbedeutung (Besitz und Besitzrecht) hat. Denn dem Besitz selbst ist， 

soweit es um Grundstucke geht， ein rechtlicher Schutz gewahrt. 

Nach II 70 soll man niemanden aus seinem Gut ausweisen， das er in Gewere 

hat， es sei denn， das ihm die Gewere mit Urteil abgesprochen wird. Dieser 

Grundsatz wird sogar folgendermasen erganzt: a) auch nicht van gerichtes 

halven， und b) auch dann nicht， wenn er sie auch mit unrecht erlangt hat. Das 

heiβt: Um den Besitzer aus seiner Gewere (= Besitz) auszuweisen， muB man im 

voraus eine rechte Klage gegen ihn erheben und ihm die Gewere (= Besitzrecht) 

mit Urteil brecher】. Aber das ist schon beinahe alles， was dem Besitzer eines 

Gutes an Rechtsschutz gewahrt ist. Eine Bestimmung， wie sie ihm einen 

V orteil in einer gerichtlicher Verhandlung bringen konnte， ist nicht zu finden. 

Klar ist Ubrigens， das der Fall der γ.ofleke were (= durch Raub erlangte 

Gewere) von diesem Rechtsschutz ausgenommen ist. Sie stellt doch einen 

Raub und folgerichtig einen Friedensbruch dar. Es sei hier daran erinnert， das 

der Artikel II 70 inmitten der Bestimmungen Uber Friedensbruch und Fridens-

brecher steht und ausgerechnet einem Landfrieden entnommen ist. Dem recht-

lichen Schutz des faktischen Besitzes selbst liegt also das Interesse am Frieden 

zugrunde. Man will damit namlich Erledigung der Streitigkeiten um GUter 

nicht durch Fehde， sondern vor Gericht fordern. 

4) Wenn man ein Gut Jahr und Tag ohne rechten Widerspruch in seiner 

Gewere (= Besitz) hat， so entsteht ihm， wie bekannt， die rechte Ge 
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zunachst die folgenden beiden Punkte. 

a) Warend der Beklagte in einer gewdhnlichen Klage sofort antworten mus， 

darf derjenige， der Eigen (oder Lehn) in der rechten Gewere hat， erst am 3. 

Gerichtstermin dafUr antworten， auch wenn er in seiner Gegenwart um das Gut 

beklagt wird. Aber das bedeutet fUr den Ausgang des Prozesses nicht viel. 

Denn das Endurteil des Gerichtes kann damit zwar verschoben， aber nicht 

geandert werden. 

b) Derjenige， der an einem Gut die rechte Gewere hat， verliert auch dann den 

Prozes nicht， auch wenn ihn sein，Gewahrsmann in der rechten Gewahrschaft im 

Stich last. In diesem Fall kann also der Inhaber der rechten Gewere auch ohne 

Gewahrschaft des Auctors sein Gut gerichtlich verteidigen. Das entspricht 

ganz genau einer anderen Bestimmung， das man wahrend eines Jahres nach der 

Belehnung oder (gerichtlichen) Verauserung eines Gutes dafUr Gewahrschaft 

leisten mus. 

Zu bedenken ist allerdings folgendes. Die Gewahrschaft des Auctors kann 

nur bei einem verauserten Gut in Frage kommen. Einem vererbten Eigen fehlt 

dagegen von vornherein ein Gewahrsmann. Ferner bringt ein bloser Besitz 

Uber Jahr und Tag keine Veranderung der causa possessionis oder keinen neuen 

Rechtstitel zum Besitz. Urn davon nur ein Beispiel zu nennen， bleibt das'Lehn 

immer Lehn， wie lange es auch ein Mann besessen hat. Es wurde namlich auch 

durch einen sehr langen Besitz nie zum Eigen des Besitzers， es sei denn das' 

diesem der “Eigentumer" mit Erlaubnis seines Erben das Gut vor Gericht 

aufgelassen hat. 

c) Aus dem Zusammenhang， in dem der definitorische Artikel 11 44 ~1 steht， 

ist Ubigens als eine weitere， und zwar unmittelbar materielle Wirkung der 

rechten Gewere folgendes zu schliesen. Wahrend derjenige， der aufgrund der 

Verauserung das Eigen fUr sich anspricht， im allgemeinen dem Erben unter. 

liegt， kann er auch gegen diesen gewinnen， falls er es in der rechten Gewere hat. 

Zu bemerken ist dabei jedoch folgendes. Das stellt namlich die einzige 

materielle Wirkung der rechten Gewere dar. Ferner kommt auch dieser 

prozessuale V orteil der rechten Gewere nur fUr denjer】igenin Frage， der das Gut 

Uber Jahr und Tag nach der ger允htlichenAuflassung besessen hat. Dagegen 

kann der Erbe davon nicht Gebrauch machen. Er braucht sich aber， anders 

formuliert， Uberhaupt nicht auf die rechte Gewere zu berufen， um sein Recht auf 

das vererble Eigen geltend zu machen. So selstv 
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IV 

Schlieslich wenden wir uns den 101 (105) Stellen des Lehnrechts zu. 

1) W ollen wir auch hier zunachst vorsichtshalber UberpriUfen， worauf sich 

das W ort (ge)were bezieht. Das Ergebnis ist erwartungsgemas ganz eindeutig. 

Soweit es sich feststellen last， bezieht sich das W 0此 ausschlieslichauf das 

Lehn， und zwar meistens auf ein Grundstuck. Auch hier ist das Zinsgut als 

Gegenstand der Gewere kein einziges Mal erwahnt. 

2) Auch im Lehnrecht erscheint der Ausdruck in sinen白e)were開 hevetan 16 

Stellen. Hier ist die Bedeutung des Besitzes als Tatsache am deutlichsten zu 

erfassen. An weiteren 18 (21) Stellen， wo ein Ausdruck， der als seine Variation 

anzusehen ist， gebraucht wird， tritt der gleiche W ortsinn ziemlich klar zutage. 

Femer kommt die Gewere auch im Lehnrecht vor als etwas， was mit lenrechte 

verdelet oder gebroken wert oder was men mit rechter k匂gebreken mach. In 

diesem Fall bezeichnet das W ort eher ein Besitzrecht. 

Aber was das Lehnrecht angeht， so brauchen wir es eigentlich gar nicht 

Wort fUr W ort zu untersuchen， um die Doppelbedeutung des W ortes (Besitz und 

Besitzrecht) festzustellen. Vielmehr sei hier einfach daran erinnert， das das 

Wort Gewere im Lehnrecht manchmal im Gegensatz zum Gedinge gebraucht 

ist. 1m Lehnrecht erscheinen auch Ausdrticke wie der 臼e)weredarvet， ane were 

oder sunder were. Mit ihnen ist manchmal auch das Gedinge gemeint. 

Infolgedessen konnen auch Ausdrticke wie in der geweren hevet oder de gewere 

daran hevet， die ihrerseits manchmal bewust im Gegensatz zum Gedinge 

gebraucht sind， eine technische Bedeutung haben. Bereits dieses von einem 

Vasallen wirkilich besessene Lehn hat im Vergleich mit dem blosen Gedinge 

klare rechtliche V 0此eile. W ohlgemerkt gilt das jedoch nur fUr das rechte 

Lehr】， nicht aber fUr den Grundbesitz Uberhaupt. 

3) Wir mUssen uns aber weiter fragen: We1che rechtlichen V orteile oder 

Rechte hat die Gewere (== Besitz) des rechten Lehns im Vergleich mit dem 

blosen Gedinge? Sie sind in folgenden 3 Punkten zusammenzufassen: a) das 

Recht der volge， b) das Erbrecht und c) das Recht der Unterbelehnung. 

a) Das Recht der volge heist folgendes. Der Vasall， der ein Lehnsgut 

wirklich besitzt， kann namlich， falls ein Wechsel auf der Herrenseite wie beim 

Herrenfall eintritt， von dem neuen oder Oberlehnsherrn die Lehnsemeuerung 

begehren， was Ubrigens vom neuen oder Oberlehnsherrn kaum zu verweigern 

ist. b) Falls der Vasall stirbt und e 
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ihm einmal verliehene Gut sicher auf seine Nachkommen weiter vererbt und 

auch das Lehn sich damit dem Eigen dicht annahert. 

Nicht zu Ubersehen ist dabei nur folgendes: Die Mannschaft und die 

darauffolgende Belehnung sind namlich u!lentbehrliche Voraussetzung dafUr， 

das der Vasall ein Gut als rechtes Lehn besitzt. Auch bei der Lehr】sfolgesowie 

beim Erbgang mus der Vasall oder der Lehnserbe innerhalb eines Jahres nach 

dem Wechsel des Lehnsherrn oder nach dem Tode seines Vaters mit der 

Mannscahft die Belehung begehren. Sonst verliert er das Recht auf den Besitz 

des Lehnsgutes. Darin ist auch der Grund zu suchen， warum im Lehnrecht 

nicht nur das Gut selbst， sondern auch die Gewere daran im Moment des Todes-

falls auf den Erben vererbt wird. Sonst mUste der Besitz des Gutes durch den 

Erben bis zu seiner Lehnsbegehrung， wie es sich noch zeigen wird， unrechtmasig 

werden， weil ihm noch die Belehnung fehlt. 

c) Aber der Vasall verfUgt auserdem noch Uber das Recht der Unterbeleh， 
nung， namlich， ein Recht， wenistens sein rechtes Lehn seinen Vasallen (= 

Untervasallen) weiter zu verleihen. Dazu braucht er keine Erlaubnis seines 

Herrn. An einer Stelle des Lehnrechts ist sogar davon gesprochen: Der Herr 

kann niemandem das Gut verleihen， es sei denn， das er selbst es in gewere柑

hadde. So konnte auch hier die Gewere im Sinne des Besitzes als entschei-

dender Grund fUr das Recht der Unterbelehnung erscheinen. 

Aber auch hier ist folgendes zu bedenken. Das Recht der Belehnung selbst 

beruht im allgemeinen auf dem Heerschild， nicht also auf dem Beitz. Freilich 

kann man nicht das Gedinge， etwas also， was man noch nicht in seinem Besitz 

hat， weiter geben. Aber auch wenn man ein Gut wirklich besitzt， darf man es 

nicht zu Lehn verleihen， falls einem der Rechtstitel daran fehlt. 1m Ubrigen 

kann man auch Eigen zu Lehn verleihen und dieses sog. Eigenlehn bewahrt in 

einigen Hinsichten immer noch die Beschaffenheit als Eigen. 

So erweisen sich alle Rechte， die beim ersten Anblick die Gewere (= Besitz) 

zu Lehnrecht als so inhaltsreich erscheinen lassen， als etwas， was auf die 

Belehnung durch den Herrn zurUckzufUhren ist. Das Lehn ist und bleibt ein 

Gut， das einem Andern zugehδrt. Wegen dieses mangelnden Eigen-Charakters 

bedarf es einen von oben her gewahrten Rechtstitel zum Besitz. Erst mit 

dessen Hilfe kann es sich dem Eigen wenigstens annahern. 

N ach dieser A 
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fehlt. 

Nicht zu Ubersehen ist also. das im Lehnrecht die Worte unrechte were an 

zwei SteIJen erscheinen. 1m Lehnrecht hat dieser Ausdruck eine bestimmte 

definitorische Er・klarung:unrechte were ist namlich were ane lenunge， also 

Besitz eines Lεhns ohne Belehnung. In diesem FalJ braucht man die Gewere 

nicht immer mit rechte， also mit Urtei!， zu brechen. Man kann sie namlich 

auch mit minnen des Herrn brechen. Unrechte Gewere kann also im Lehn. 

recht sogar vom rechtlichen Schutz fUr den Besitz selbst ausgenommen werden 

4) Auch die UberprUfung des W ortgebrauchs von lenes gewere， der an 8 

Stellen des Lehnrechts zu finden ist， fuhrt zum gleichen Ergebnis. An einigen 

SteIJen ist nur festzustellen. das es sich dabei nicht blos um einen Besitz als 

Tatsache handelt， sodern jedenfalls um den Besitz zu Lehn， z. B. im Gegensatz 

zur gewere van vormunおcat. Aber die Worte lenes gewere werden auch dazu 

gebraucht， um die Belehnung durch den Herrn oder den Rechtstitel aufgrund 

der Belehnung zu bezeichnen. 

1m Artikel 38 ~1 ist folgender Fall zu finden. Ein Vasall (C) last ein Gut， 

das er von seinem Herrn (B) zu Lehn hat， dem Oberlehnsherrn (A) auf. Dann 

empfangt er (C) es vom A wieder und besitzt es Jahr und Tag ohne rechten 

Widerspruch. Aber derjenige， dem das Gut zusteht (also， Unterherr= B)， weist 

davon nichts. Dadurch verliert dieser (B) nichts. Er mus aber binnen lahres. 

frist einen Eid darauf leisten， das er von der Auflassung nichts wuste， und er 

mus die Klage zur ZurUckforderung des Gutes erheben. Wer von ihnen beiden 

gegenuber dem Oberlehnsherrn (A) mit deぉenVasallen zu siebent beweisen 

kann， das er zuerst lenωgewere von diesem (A) erhalten hat， der behalt das 

Gut. 

In diesem Fall ist also ganz klar， das der Vasall (C) Uber die Gewere im 

Sinne des Besitzes verfugt， dagegen fehIt sie dem Unterherrn (B) von vorn. 

herein. Trotzdem gewinnt er (B)， falls er im Stande ist， seine frUhere Beleh. 

nung zu beweisen. Um ihn zu ubertreffen， mus der Vasall(C) entweder 

seinerseits die noch frUhere Belehnung oder den mangelnden Rechtstitel des 

Unterherrn (B) beweisen. Ein Beweis des blosen Besitzes als Tatsache hilft 

ihm nicht. 

Erst unter dieser Voraussetzung ist auch der oft zitierte Artikel 14 ~1 

richtig zu verstehn. Es heist hier namlich :“Ein Gut kann mehreren Herren 

zugehoren， in der Weise， das es einer vom anderen erhaltetn hat， die Gewere 

daran mus jedoch e i n e m zugehoren. Wer es in nut仰 dein gelde hat und 

Zins daraus nimmt， es sei Frau oder Mann， der hat daran die Gewere". Was 

gleichzeitig mehreren Herren zugehoren kann， kann also nicht die Gewere im 
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Sinne der herrschenden Lehre sein， sondem nur die Lehnsgewere， und zwar im 

Sinne des Rechtstitels zur VerfUgung uber Lehnsgut aufgrund der Belehnung 

durch den Herm. Dagegen kann diεGewere in nut unde in gelde nur e i n e m 

zugehoren， und zwar einem Vasallen， der jeweils auf der untersten Stufe der 

Lehnshierarchie steht und aus dem Gut Zins einzieht 

5) Auch im Lehnrecht erscheint der Begriff rechte Gewere an 7 (8) Stellen. 

Eine definitorische Erklarung ist im Artikel 13 ~1 zu finden. Danach gewinnt 

ein Vasall die rechte Gewere an dem Gut， wenn er es nach der Belehnung 6 

Wochen und ein Jahr ohne rechten Widerspruch des Herm besessen hat. Als 

Unterschied zur gewohnlichen Gewere (=Lehnsbesitz innerhalb eines Jahres) 

lassen sich folgende zwei Punkte feststellen. Wenn ein Vasall mit seinen 7 

Mitvasallen die rechte Gewere bezeugen kann， so kann er die Lehnsgewere 

allein durch den Eid auf die Reliquien bekraftigen und das Gut auch ohne 

Zeugen behalten. Was bedeutest dieser Unterschied? 

Bei der gewohnlichen Lehnsgewere (innerhalb eines Jehres) mus der VasalJ 

zu selb.siebent， also mit 6 Mitvasallen， die ubrigens nicht immer Augenzeugen 

zu sein brauchen， doch noch die Belehnung durch den Herm beweisen. 

Dagegen braucht er， falls er die rechte Gewere hat， nur noch den tatsachlichen 

Besitz uber ein Jahr und 6 Wochen zu beweisen. So konnte das， wenn man es 

isoliert betrachtet， als ein wesentlicher Unterschied gegenuber der gewohn. 

lichen Gewere erscheinen. Denn die Tatsache des Besitzes scheint hier endlich 

die Belehnung als Rechtstitel abgelost zu haben. Aber das bleibt doch nur der 

Anschein beim ersten， fluchtigen Anblick. Denn der Vasall mus auch in 

diesem Fall， wenn auch allein auf die Reliquien， eigens zusatzlich die Lehns. 

gewere selbst beweisen 

Auch uber den 2. Punkt ist folgendes zu bedenken. Wenn der Herr seinen 

Vasallen mit einem Gut belehnt hat， so wird er wahrend eines Jahres dessen 

Gewahrsmann. Aber das gilt nur fur das Verhaltnis zu Dritten. Was das 

Verhaltnis zum Herrn selbst angeht， so behalt der Vasall auch ohne Zeugen sein 

Gut， soweit es der Herr anerkennt. Wenn aber der Herr die Belehnung ver. 

neinen will? Dann mus sich der Vasall， um sein Gut gegen den Herrn zu 

verteidigen， auf das Verfahren mit den Zeugen berufen. Bei der rechten 

Gewere wird nur dieses Verfahren mit den Zeugen uberflusig， und zwar erst 

nachdem der Vasall nic 
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Auctors also in diesem Fall-zu schutzen. Ferner ist auch hier folgendes 

hinzuzufugen: Der blose Besitz uber Jahr und Tag bringt keine Veriinderung 

der causa possessionis oder des Rechtstitels zum Besitz. Weder der Besitz eines 

Zinsgutes， noch der Besitz eines Gutes durch den Verwa1ter uber Jahr und Tag 

erzeugen den Anspruch， daβihm das Gut deswegen zu Lehn zugehore. Auch 

die rechte Gewere kann nicht rechtfertigen， das ihr Inhaber das Gut ohne 

Belehnung weiter verleiht. Die unrechte Gewere bleibt in diesem Sinne immer 

unrecht 

Aber im Lehnrecht kommt noch ein V orteil der rechten Gewere vor. 1m 

Artikel 37 93 heiβt es niimlich :“Wer die rechte were an einem Gut hat， der soll 

es mit besserem Recht behalten， als derjenige， der der rechten were darvet (keine 

rechte Gewere hat)." Soweit man von der herrschenden Lehre ausgeht， bleibt 

dieser Rechtssatz immer unverstiindlich. Denn， hiitte einer ein Gut bereits uber 

Jahr und Tag rechtmiisig besessen， dann hiitte es niemand sonst in seinem 

Besitz haben kδnnen. Hatte der Spiegler hier eigentlich， statt de der rechten 

were darvet， einfach de der were darvet schreiben sollen ? 

Nein， das trifft nicht zu! und zwar nicht nur deshalb， weil das zu selbst-

verstandlich gewesen ware， um es eigens zu erwahnen. 1m Lehnrecht des 

Sachsenspiegels kommt namlich sogar ein konkreter Fall vor， wo der Inhaber 

der rechten Gewere das Gut doch nicht in seinem Besitz hat目 Eshandelt sich 

um den Fall der Vormundschaft wahrend der Minderjahrigkeit des Lehnserben. 

Wahrend der Lehnserbe noch binnen sin仰 jaren(=noch nicht 12 Jahre alt) 

ist， kann der Herr sein V ormund werden und das angevelle (= N utztungsrecht) 

unverliehen behalten um Einkunfte des Gutes selber zu nehmen. Oder er kann 

auch das Kind oder den anderen Vormund mit dem angevelle belehnen. In 

einem Artikel heist es weiter:“Niemand kann (aber) mit dieser Belehnung 

eine rechte Gewere gewinnen an des Kindes Gut， so das er diesem seine rechte 

und seine fruhere Gewere brechen kδnne， die auf das Kind vererbt ist". Der 

Lehnserbe hat also auch die rechte Gewere von seinem Vater geerbt， er kann 

aber das Gut wegen seiner Minderjahrigkeit nicht in seinem Besitz haben! 

Wenn dem so ist， so besagt Art. 37 93-der sich ubrigens an 37 91， der das 

ervelen klar von dem anderen rechten Lehn unterscheidet， anschliest-etwa 

folgendes: Der Lehnserbe， der trotz des fehlenden Besitzes di 

als Besitz. 

Damit geht unsere Untersuchung uber den Gebrauch des Begriffs Gewere 
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im Sachsenspiegel langsam zu Ende. Sehr deutlich hat sich gezeigt， das sich 

der Begriff um zwei Zentren gruppiert， namlich um das gerichlich aufgelassene 

Eigen im Landrecht und um das (rechte) Lehn im Lehnrecht. Was haben denn 

die beiden gemeinsam? Einmal: sie sind beide kein von den Vatern vererbtes 

Eigen. Deswegen brauchen sie beide， um sich dem Eigen im eigentlichen Sinne 

anzunahern， einen von ausen oder oben her gewahrten Rechtstitel. Aber zum 

andern haben sie noch eines gem巴insam:Sowohl in Bezug auf die g巴richtliche

Auflassung als auch auf die Belehnung war fruher die lateinische Bezeichnung 

(in)vestitura gebrauchlich. Das fuhrt uns beinahe zwanglaufig zu fogender 

Annahme: 

Das deutsche W ort (ge)were entstand zunachst als Ubersetzung des lateini. 

schen (in)vestitura. Die Gewere gewahrte anfangs als so1che dem verauserten 

Eigen und dem Lehn den Rechtstitel， der ihren mangelnden oder fehlenden 

Eigen-Charakter erganzte. Besonders durch die verstarkten Vasallenrechte， 

aber auch durch das erwachte Interesse fur den Frieden befordert， wurde dann 

der Besitz des Gutes intensiver in Schutz genommen. Parallel dazu nahm das 

Wort auch die Bedeutung Besitz an. Daraufhin wurden auch der Gegenstand 

und das Zentrum des Besitzes (Gut und Haus u. Hof) ebenfal1s mit dem Wort 

bezeichnet. Nur soweit ist aber die Entwicklung im Sachsenspiegel abzulesen 

Das Wort 色。M 陀 istweder auf das Zinsgut， noch auf das vererbte Eigen 

angewandt worden， geschweige denn auf die fahrende Habe. Diese Annahme. 

und wahrschenlich nur sie-paβt sich reibungslos dem Befund im 

Sachsenspiegel an. 

Dagegen hat die herrschende Lehre， meiner Ansicht nach， von Anfang an 

den Irrweg betreten， indem sie in diesem Wort primar den Besitz sehen wol1te. 

Dieses Irrtum z巴igtsich am deutlichsten in ihrem allzu kunstlichen Begriff 

juristische oder ideelle Gewere， die auch im Sachsenspiegel kein einziges Mal 

belegt ist. Ein Mann nahm ein Gut fur sich in Anspruch， auch im Mittelalter， 

einfach aufgrund der Tatsache， das das Gut， wenn auch gegen seinen Wil1en 

genommen， immer noch sein eigenes bleibt. Was ihm dabei ubrig bleibt， ist 

namlich sein unanfechtbares Recht auf das Gut， keineswegs aber die juristische 

oder ideelle Gewere， die als Besitz in Wirklichkeit nicht (mehr) existiert. Auch 

die Grundlage des Sachenrechts im alteren deutschen Recht ist das Eigen， dem 

sich das verauβerte Eigen sowie das (rechte) Lehn mit Hilfe der Gewere 

annahern konnten， keineswegs aber die Gewere， die den beiden nur Hilfsmittel 

dazu anbot!“・
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付事 Diedeutsche Fassung dieses Aufsatzes wird bald auch in: Festschrift fur Hans 

Thieme zum 80. Geburtstag veroffentlicht 

Die Alexander von Humboldt-Stiftung hat meinen Studienaufenthalt in Freiburg 

vom 1. 10. 1985 bis zum 31. 3. 1986 finanziell unterstutzt. Der rechtzeitige Abschlus 

dieses Aufsafzes wurde erst dadurch ermoglicht. Dafur bin ich der Stiftung zu herz. 

lichem Dank verpflichtet. 
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