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Eigengewere考

は

じ

め

に

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ミ
ッ
タ
イ
ス
は
、
今
日
で
も
ド
イ
ツ
で
最
も
多
く
読
ま
れ
て
い
る
教
科
書
『
ド
イ
ツ
私
法
』

(
U
2
5
n
v
g
p
-
4
g
z
n
Z
)

の
中
で
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
関
す
る
通
説
|
|
す
な
わ
ち
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
は
ゲ
ル
マ
ン

H
(古
)
ド
イ
ツ
物
権
法
上
の
占
有
で
あ
り
、
同
時
に
物

権
(
な
い
し
本
権
)
の
表
現
形
式
で
あ
る
ー
ー
ー
を
前
提
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
重
畳
的
ゲ
ヴ
ェ
!
レ

(
g
m
Z
R
Z
P
3
5
)、
間
接
的
・
直
接
的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
E
S
-
E
Z
C
E
s
s
-
5
5白
話
。

2
2巾
)
、
上
級
・

下
級
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
。

σ
2・
z
E
C
E
R
m巾
442巾
)
な
る
観
念
は
不
動
産
法
に
由
来
す
る
。
人
は
あ
る
土
地
を
宮
ロ
三

5
円
四

m
m
E
O
(利
用
と
収

益
の
中
に
)
持
つ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
を
用
益
す
る
者
も
、
同
じ
く
地
代
徴
収
者
も
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
H
占
有
・
占
有
権
)
を
持
っ

て
い
る
。
封
建
主
君
は
回

m
g
m
O
4
5
5
を
持
ち
、
家
臣
は
円
、
め
吉
田

modS司
土
佐
一
持
つ
。
賃
借
入
や
小
作
人
も
司
耳
目
。
胃
巧
ぬ
吋
巾

(
H
他
主
ゲ
ヴ

ェ
!
と
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
て
幾
重
も
の
層
を
な
し
た
占
有
権
が
成
立
し
う
る
の
で
あ
る
」
と
。

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
通
説
的
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
理
解
の
う
ち
思
想
ロ
唱
者
向
巾
に
関
す
る
部
分
を
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
グ
ル
の
史

料
的
所
見
に
照
ら
し
て
検
討
し
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
史
料
的
典
拠
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
が
前
稿
「
ザ

ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
L

で
展
開
し
た
私
見
の
補
足
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
お
断
わ
り
す
る
ま
で
も

あ
る
ま
い
。
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は
じ
め
に
、
ご
く
簡
単
に
右
に
引
用
し
た
ミ
ッ
タ
イ
ス
説
の
い
わ
ば
内
在
的
な
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ミ
ツ
タ
イ
ス
は
主
君
の
持
つ
回

m
g
m
9
5
2
を、

一
方
で
は
家
臣
の
持
つ

F
Sロ
持
2
2
5
と
対
比
し
(
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
巴
mga

mmd『

2
m
は
「
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
成
立
す
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
の
意
味
に
な
る
)
、
他
方
で
は
同
時
に
賃
借
入
や
小
作
人
の
持
つ
司
5
日
仏
腎
4
5
2
と

も
対
比
し
て
い
る
。
後
者
の
場
合
、
明

E
自
己
m
g
s吋
巾
は
「
他
主
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
L

の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
開
円
相
川
ぬ
ロ
m
m
d
z
z
は
「
自
主
ゲ
ヴ
ェ

l

と
こ
ろ
で
、
通
常
、
あ
る
主
君
は
上
級
主
君
か
ら
レ

l
ン
を
受
領
し
、
そ
れ
を
自
分
の
家
臣

(
H
上
級
主
君
か
ら
み
れ

レ
」
の
意
味
に
な
る
。

ば
陪
臣
)
に
又
授
封
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、

も
し
家
臣
が
(
自
主
グ
ヴ
ェ

l
レ
と
は
対
立
す
る
意
味
で
の
)
F
o
yロ∞
m
2
5
5
を
し
か
持
て
な
い
の

な
ら
、
主
君
も
ま
た
(
上
級
主
君
と
の
関
係
に
お
い
て
)
戸
各

B
唱
者

R
吊
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
逆
に
、
主
君
は
上
級
主
君
か
ら

受
領
し
た
レ

l
ン
に
つ
い
て
(
家
臣
と
の
関
係
で
は
)
自
主
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
、
家
臣
も
ま
た
(
陪
臣
と
の
関
係
に
お

い
て
は
)
自
主
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
持
ち
う
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

説

主
君
は
、
時
に
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
(
自
有
地
、
自
由
世
襲
地
)
の
一
部
を
家
臣
に
レ

i
ン
と
し
て
与
え
る
こ
と
が
あ
る
。
学
者
の
い
わ
ゆ
る

回

m
g
-与
ロ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
限
っ
て
右
に
指
摘
し
た
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
。
思
想
ロ
唱
者
2
0
(
日
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
成
立
す
る
ゲ

ヴ
ェ

i
レ
)
を
持
っ
て
い
る
の
は
事
実
主
君
だ
け
で
、
家
臣
は
そ
れ
を
持
ち
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
は
寸
特

殊
な
レ

i
ン
」
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
例
外
的
な
存
在
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
回
想
ロ
m
9
2
2
の
概
念
に
、
一
方
で
は
司
2
5仏
関

044旬。

と
の
対
比
に
よ
っ
て
「
自
主
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
L

の
意
味
を
持
た
せ
、
他
方
で
は
戸
各
ロ
凹
m
m
4
5
2
と
の
対
比
に
よ
っ
て
「
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
成

そ
も
そ
も
一
般
論
と
し
て
は
成
立
す
る
は
ず
の
な
い
考

圭A、
日間

立
す
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
L

と
い
う
意
味
を
も
持
た
せ
る
、

と
い
う
ミ
ツ
タ
イ
ス
説
は
、
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Eigengewere考

え
方
な
の
で
あ
る
。

ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
ゲ
ル
マ
ン
法
に
固
有
な
物
権
法
の
基
礎
概
念
と
す
る
今
日
の
通
説
の
基
礎
を
築
い
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ア
ル
プ
レ

(5) 

ヒ
ト
で
あ
る
が
、
そ
の
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
は
早
く
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
封
建
主
君
の
持
つ
巴
m
g
m
m
m
4
2
5
は
家
臣
の
持
つ
ゲ
ヴ
エ

l
レ
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
、
家
臣
の
持
つ

Fmwygmmd司
命
日
は
陪
臣
の
持
つ
そ
れ
(
H
F
各
自
唱
巧
qm)
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
」
と
。
こ
こ
で

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
思
想
ロ
m
o
d
S円
ぬ
で
は
な
く
、
目
的
内
ロ
∞
唱
者
。
誌
の
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
戸
各
ロ
由
航
海
建
命
日
と

対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の
い
う
巴
腎
ロ
∞
m
O
4
2
2
は
、
「
自
主
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
と
い
う
含
意
を
ま
っ
た
く

持
た
ず
、
も
っ
ぱ
ら
「
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
成
立
す
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
概
念
が
(
主
君
一
般
に

で
は
な
く
)
上
級
主
君
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
は
、

(
基
本
的
に
は
、

ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
は
例
外
的
存
在
で
し
か
な
い
、
と
い
う
右
に
指
摘

し
た
批
判
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
せ
よ
)
少
な
く
と
も
ミ
ツ
タ
イ
ス
説
に
は
も
は
や
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
慎
重
さ
(
あ
る
い
は
、
史
料
へ
の

近
さ
)
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
は
右
の
発
言
に
際
し
て
直
接
に
は
ま
っ

た
く
史
料
的
な
典
拠
を
挙
げ
て
い
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
あ
れ
ほ
ど
中
世
末
期
の
原
史
料
を
広
く
渉
猟
し
そ
れ
を
駆
使
し
て
画
期
的
な
ゲ
ヴ

ェ
l
レ
論
を
構
築
し
た
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
が
挙
げ
て
い
る
史
料
の
中
で
巴
m
g玄関
2
2
5
に
直
接
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
(
私
に
見
落
し
が
な

い
限
り
)
驚
く
べ
き
こ
と
に
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
ニ
・
四
四
・
三
た
だ
一
つ
で
あ
る
こ
と
。
前
者
に
よ
っ
て
、
現
在
の
通
説

し
か
し
、

そ
れ
以
上
に
注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
二
つ
の
事
実
で
あ
る
。
第
一
に
、

が
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の
発
言
を
(
史
料
に
遡
っ
て
検
討
す
る
の
で
は
な
く
)
自
ら
の
体
系
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
加
工
し
つ
つ
鵬
鵡
返
し
に
し
て
き

た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
後
者
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
も
っ
と
深
刻
で
あ
る
。
最
低
限
度
、
思
想
ロ
芝
唱
者
向
。
の
概
念
に

は
そ
も
そ
も
史
料
的
な
典
拠
が
き
わ
め
て
之
し
い
と
い
う
疑
惑
を
回
避
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
全
巻
を
調
べ
て
み
て
も
、
何
日
常
ロ
玄
関

9
2
2
と
訳
し
う
る
表
現
は
、
事
実
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
三
に
た
だ
一

箇
所
、
仏

mag-owo者
。
円
ぬ
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
こ
の
条
文
の
全
訳
を
掲
げ
て
お

き
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
条
項
が
本
稿
に
お
け
る
分
析
の
主
た
る
対
象
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

「
(
し
た
が
っ
て
)
ま
た
(
由
。
)
誰
で
あ
れ
、
彼
の

(
H
彼
が
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
る
)
レ

l
ン
も
し
く
は
彼
の
母
あ
る
い
は
女
性
親
の
(
持

つ
)
一
期
分
に
つ
い
て
そ
れ
を
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
(
以
下
、

A
と
略
称
す
る
)
は
、
六
人
の
参
審
自
由
人
と
と
も
に
(
自

分
と
も
七
人
で
)
、
仏
ゆ
ぬ
mhops-内ゆ

4
5
2
を
証
人
に
よ
り
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
彼
に
と
っ
て
そ
れ
に
つ
い
て
(
の
主

張
な
い
し
権
利
が
)
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
。

こ
の
条
文
に
は
、
見
ら
れ
る
通
り
、
二
つ
の
ケ

1
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、A 

カま
自 A
分芝
の t皮
舟の
長主
た君
はに
女対
性し
親王

号お
普 11

通彼
にカヨ
は主
姉君
妹か
i ら
|受

領
し
て
い
る
)
レ

l
ン
を
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
と
主
張
す
る
ケ

l
ス、

も
う
一
つ
は
、

以
下
同
様
)
の
一
期
分
を
同
じ
く
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
と
主
張
す
る
ケ

l
ス
o
o
m
o巳
o
r
o
d認
可
巾
は
、
こ
の
二
つ
の
ケ

l
ス
に
お
い
て
、

A
が
自

分
の
主
張
を
貫
徹
す
る
た
め
に
参
審
自
由
人
六
人
と
自
分
と
も
七
人
で
証
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
ケ

l
ス
の

説

う
ち
後
者
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
封
建
的
主
従
関
係
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
前
者
は
、
な
る
ほ
ど
封
建
的
主
従
関
係
に
か

か
わ
っ
て
は
い
る
が
、
巾
m
g
Z
W
0
4
2
0
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
(
主
君
で
は
な
く
)
家
臣
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
主
君

(9) 

の
も
つ
権
利
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
そ
し
て
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
全
巻
を
通
じ
て
思
想
ロ
(
印
)
官
宅

0
5

論

と
訳
し
う
る
表
現
が
出
て
く
る
唯
一
の
箇
所
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
説
的
な
思
想
ロ
m
2
2
2
の
理
解
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
全
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巻
の
中
に
た
だ
の
一
つ
も
直
接
の
史
料
的
典
拠
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
ま
で
は
こ
と
は
い
た
っ
て
簡
単
で
あ
り
、
一
度
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
巧
R
P
略
者
向
巾
)
の
語
の
用
法
を

網
羅
的
に
調
べ
て
み
れ
ば
、
直
ち
に
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
右
の
条
文
に
出
て
く
る
巾
m
o
E
m
W
0
4
5
5
と
は
何

か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
右
の
条
文
に
は
難
し
い
単
語
も
出
て
こ
な
い
し
構
文
上
の
問
題
も
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
意
味
で
は
何
の
変
哲
も
な
さ
そ
う
に
見
え
る
こ
の
条
文
は
、
(
後
述
す
る
よ
う
に
)
あ
れ
こ
れ
考
え
は
じ
め
る
と
数
々
の
難
問
を
秘

め
て
お
り
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
中
で
内
容
的
把
握
の
最
も
難
し
い
条
項
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
正
し
い
把
握
を
求
め
て

苦
慮
し
た
あ
げ
く
に
出
口
の
な
い
迷
路
に
踏
み
こ
む
こ
と
の
な
い
よ
う
、
は
じ
め
に
い
わ
ば
道
標
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の

ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
な
る
テ
キ
ス
ト
で
は
次
の
よ
う
な
二
・
四
四
・
一
の
直
後
に
位
置
し
て
お
り
、
当
然
そ
れ
を
承
け
て
書
か
れ

条
項
が
、

て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
い
か
な
る
所
領
(
あ
る
い
は
、
土
地
)
で
あ
れ
、
あ
る
者
が
〔
彼
の
〕
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
唱
者
向
巾
)
(
H
占
有
)
の
中
に
一
年
と
一
日
適
法
な

異
議
(
H
法
廷
で
異
議
を
申
立
て
ら
れ
る
こ
と
)
な
し
に
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
そ
れ

(
H
所
領
)
に
つ
き
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(g巾

z
n
y
R
巧
巾
吋
巾
)
を
持
つ
。
(
誰
か
ほ
か
の
)
人
が
し
か
し
、
あ
る
者
の
(
占
有
な
い
し
支
配
)
下
に
あ
る
所
領
を
法
に
従
っ
て
訴
求
し
て
い
る
聞

は
、
彼
(
日
占
有
者
)
が
い
か
に
長
く
そ
れ

(
H
一
年
と
一
日
)
を
こ
え
て
実
力
を
も
っ
て
(
旦
門
官
巧
丘
三
そ
れ

(
H
所
領
)
を
保
持
し
て
い

よ
う
と
も
、
彼
は
そ
れ

(
H
所
領
)
に
つ
き
決
し
て
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
取
得
す
る
こ
と
は
な
い
、
(
彼
を
訴
え
る
)
人
が
適
法
な

(
H
法
廷

に
お
け
る
正
式
の
)
訴
を
証
人
に
よ
り
立
証
で
き
る
聞
は
」
。

二
・
四
四
・
三
の
は
じ
め
に
あ
る

g
(し
た
が
っ
て
、
ま
た
)
は
、
こ
の
条
項
と
の
つ
な
が
り
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
条
項
の
つ
な
が
り
に
力
点
を
置
い
て
読
め
ば
、
二
・
四
四
・
三
は
大
ま
か
に
言
っ
て
次
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、

A
が
自
分
の
レ

l
ン
や
母
ま
た
は
女
性
親
(
日
姉
妹
)
の
一
期
分
を
い
か
に
長
く
(
実
力
を
も
っ
て
)
占
有
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
直
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ち
に

A
の
ア
イ
ゲ
ン
と
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
A
が
自
分
の
ア
イ
グ
ン
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
。
間
百
ロ
-ow巾
者
向
。
、
す

な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
A
が
そ
れ
を
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
占
有
し
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
所
領
が

A
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
こ
と
の

(ロ}

法
的
根
拠
を
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
。
し
か
し
、

道
標
(
あ
る
い
は
、

あ
る
い
は
、

本
稿
に
お
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
こ
れ
は
、

あ
く
ま
で
も
以
下
の
検
討
の
た
め
の

一
広
の
作
業
仮
説
)
に
す
ぎ
な
い
。
以
下
、

レ
ー
ン
の
場
合
と
一
期
分
の
場
合
と
に
わ
け
で
、
果
た
し
て
右
の
よ
う
な
理
解

が
正
し
い
か
、
あ
る
い
は
、
(
そ
れ
が
正
し
い
と
し
て
、
そ
の
結
果
)
二
・
四
四
・
三
に
は
い
か
な
る
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
(
こ
と
に
な
る
)
か

を
、
少
し
立
入
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

説

ま
ず
、
問
題
の
所
領
が

A
の

(
H
A
が
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
る
)
レ

l
ン
で
あ
る
場
合
を
検
討
す
る
。

こ
の
場
合
、

A
が
所
領
を
占
有
(
ま
た
は
、
現
に
支
配
|
|
以
下
同
様
)
し
て
い
る
、
と
想
定
す
る
こ
と
に
は
ま
ず
問
題
が
な
い
。

レ
ー
ン

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
主
君
が
家
臣
に
所
領
を
授
封
す
る
の
に
二
通
り
の
や
り
方
が
あ
る
。
一
つ
は
、
家
臣
に
所
領
を
実

レ

ー

ン

レ

ー

ン

際
に
占
有
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
、
現
に
他
の
家
臣
が
占
有
し
て
い
る
所
領
を
そ
の
家
臣
が
封
相
続
人
(
日
息
)
な
し
に
死
亡

し
た
場
合
に
は
じ
め
て
実
際
に
占
有
さ
せ
る
、
と
い
う

m
E
E
m巾
(
い
わ
ば
条
件
つ
き
の
予
約
)
だ
げ
を
あ
る
家
臣
に
与
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
う
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
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
持
ち
、
ま
た
他
の
者
が
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
を
持
つ
よ
う
に
」
。
こ
の
場
合
、
グ
デ

レ
ー
ン

ィ
ン
ゲ
の
み
の
授
封
を
受
け
た
者
は
、
当
然
、
現
に
所
領
を
占
有
し
て
い
る
家
臣
が
死
亡
す
る
ま
で
は
所
領
を
占
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
な

論

る
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レ
ー
ン

し
か
し
、
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
の
み
の
授
封
の
場
合
に
は
、
通
常
そ
の
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
特
段
の
断
わ
り
が
な
け
れ
ば
、
家
臣
は
所
領

を
占
有
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
は
簡
単
に
破
ら
れ
る
。
そ
の
定
義
か
ら
し
て
、
現
に
所
領
を
占

有
し
て
い
る
家
臣
に
(
後
に
)
封
相
続
人
が
生
ま
れ
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
(
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
)
契
約
の
当
事
者
の
一
方
が
死
亡
し
て
も
、
ゲ
デ

イ
ン
ゲ
は
い
わ
ば
消
滅
し
て
し
ま
〉
百
ま
た
、
現
に
所
領
を
占
有
し
て
い
る
家
臣
が
そ
れ
を
主
君
に
返
還
し
、
あ
る
い
は
、
主
君
が
そ
の
所

領
を
上
級
主
君
に
返
還
し
て
も
、
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
は
破
ら
れ
て
し
ま
う
。
要
す
る
に
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
は
、
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
家
臣
が
ま
だ
占
有

し
て
い
な
い
所
領
を
自
分
が
直
ち
に
占
有
す
べ
き
も
の
|
|
ま
し
て
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
|
|
と
主
張
し
う
る
ほ
ど
強
い
権
利
で
は
な
い
。

レ
ー
ン

二
・
四
四
・
一
二
の

A
も
、
当
然
、
所
領
を
占
有
し
て
い
る
と
想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
レ

l
ン
に
つ
い
て
も
、
「
家
臣
が
そ
れ

(
H
所
領
)
を
主
君
の
適
法
な
異
議

(
H
主
君
か
ら
レ

i
ン
法
廷
で
異
議
を
申
立
て
ら
れ
る
こ

と
)
な
し
に
、
六
週
間
と
一
年
、
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
っ
て

(
H
占
有
し
て
)
い
る
L

場
合
に
は
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
が
成
立
す
る
。

こ
の
レ

l
ン
法
一
三
・
一
は
い
わ
ば
レ

l
ン
法
上
の
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
関
す
る
定
義
的
条
項
で
あ
る
が
、

そ
の
直
後
に
ア
イ
ケ
自
身
に

よ
っ
て
補
足
さ
れ
た
一
三
・
二
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
し
か
し
あ
る
主
君
が
あ
る
家
臣
に
、

一
年
と
一
目
、
(
す
な
わ
ち
)
彼

(
H
家
臣
)
が
法
に
よ
っ
て
(
そ
う
)
す
べ
き
よ
う
に
、
彼

(
H
家

臣
)
が
彼
の

(
H
彼
が
受
領
し
て
い
る
)
所
領
に
つ
き
(
授
封
更
新
を
)
希
求
す
べ
き
(
期
間
)
、
ま
た
は
、
(
レ

i
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
占
有

権
を
奪
わ
れ
た
)
そ
れ

(
H
所
領
)
を
引
戻
す
べ
き
期
間
、
そ
の
所
領
を
適
法
な
異
議

(
H
レ
l
ン
法
廷
で
異
議
を
申
立
て
る
こ
と
)
な
し
に
占
有

さ
せ
て
お
い
て
も
、
彼

(
H
家
臣
)
が
(
授
封
更
新
や
所
領
引
戻
の
)
年
期
を
怠
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
占
有
)
を
も
っ
て

彼

(
H
家
臣
)
は
彼

(
H
主
君
)
か
ら
そ
の
所
領
に
つ
い
て
(
の
権
利
を
)
遠
ざ
け
る
こ
と
を
え
な
い
、
し
か
し
て
彼

(
H
家
臣
)
が
他
の
主
君

を
引
合
い
に
出
し
て
(
そ
の
所
領
は
他
の
主
君
か
ら
受
領
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
)
も
、
そ
の
(
他
の
)
主
君
が
そ
れ
を
、
法
に
そ
う
あ
る

ご
と
く
に
、
立
証
す
る
の
で
な
い
限
り
(
同
様
で
あ
る
ご
と
。
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こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
趣
旨
が
、
単
な
る
一
年
と
一
日
の
占
有
を
も
っ
て
し
て
は
レ

l
ン
に
つ
い
て
の
適
法
な
グ
ヴ
ェ

l
レ
は
成
立
し
な

い
、
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
は
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
も
っ
と
一
般
的
な
形
に
言
い
直
せ
ば
、
単
な
る
一
年
と
一
日
以
上
の

占
有
は
新
た
な

25ω
吉田由。
g
E
E∞
あ
る
い
は
占
有
の
た
め
の
権
原
を
も
た
ら
さ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
レ

l
ン
法
一
三
・
二
に
は
、
家
臣
が
(
主
君
に
年
期
悌
怠
を
責
め
ら
れ
た
と
き
)
、

そ
の
所
領
は
他
の
主
君
か
ら
受
領
し
た

と
い
っ
て
抗
弁
す
る
ケ

i
ス
が
出
て
く
る
。
実
は
こ
の
抗
弁
に
は
た
い
へ
ん
な
危
険
が
伴
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な

も
の
だ
、

条
項
が
あ
る
。
「
あ
る
家
臣

(
A
)
が
所
領
を
、
彼
が
そ
れ
を
そ
の
者
か
ら
受
領
し
て
い
る
彼
の
主
君

(B)
の
面
前

(
H
法
廷
)
で
、
も
う
一

人
別
の
主
君

(C)
か
ら
自
分
に
(
授
封
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
)
と
主
張
し
、
し
か
も
そ
の
主
君

(
B
)
が
そ
れ

(
H
自
分
が
授
封
し
た
と
い
う
こ

そ
の
所
領
に
つ
い
て
そ
の
家
臣

(
A
)
は
も
は
や
い
か
な
る
権
利
を
も
持
た
な

い
、
彼

(A)
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
主
君

(C)
が
そ
れ
を
立
証
・
貫
徹
す
る
の
で

(
初
)

な
い
限
り
」
と
。

と
)
に
つ
き
自
分
の
家
臣
の
中
に
証
人
を
有
す
る
場
合
に
は
、

こ
れ
は
主
君

(B)
の
レ

i
ン
法
廷
で
の
話
で
あ
っ
て
、
ラ
ン
ト
法
廷
に
お
け
る
係
争
を
扱
っ
た
ラ
ン
ト
法
二
・
四
回
二
二
と
は
も
ち
ろ
ん

レ
ー
ン

異
な
る
。
し
か
し
、
あ
る
家
臣

(A)
が
主
君

(B)
か
ら
受
領
し
て
い
る
所
領
を
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
と
主
張
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て

ν
1
ン

そ
の
所
領
に
つ
い
て
の
主
君
の
権
利
を
否
認
す
る
点
で
は
、
そ
の
所
領
を
他
の
主
君

(C)
か
ら
受
領
し
た
と
主
張
す
る
の
と
異
な
る
と
こ
ろ

が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
お
そ
ら
く
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
三
の
場
合
に
も
、

A
が
そ
の
主
張
を
立
証
・
貫
徹
で
き
な
げ
れ
ば
、
彼
は
そ
の

レ
ー
ン

ν

1
ン

所
領
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

A
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
危
険
を
冒
し
て
ま
で
、
主
君

(
B
)
か
ら
受
領
し
て
い
る
所
領
を
自

分
の
ア
イ
ゲ
ン
と
主
張
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、

A
が
あ
る
所
領
を
事
実
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
一
年
と
一
日
以
上
占
有
し
て
い
る
の
に
、

B
か
ら
そ
れ
は
自
分
が
封
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与
し
た
レ

l
ン
で
あ
る
と
い
わ
ば
難
癖
を
つ
け
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
、
条
文
の
書
き
方
が
ま
っ
た
く
別
な
も
の
に
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な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
「
(
し
た
が
っ
て
)
ま
た
、

い
か
な
る
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
れ
、
あ
る
者
(
ま
た
は
、
家
臣
)
(
A
)

が
一
年
と
一
日
適
法
な
ゲ
ヴ
ヱ

l
レ
の
中
に
持
っ
て
い
る
場
合
、
た
と
え
あ
る
主
君

(
B
)
が
そ
れ
を
自
分
か
ら
(
レ

l
ン
と
し
て
)
受
領
し

た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
も
、
そ
の
者

(
A
)
は
そ
の
所
領
を
彼
の
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
彼

(
A
)
が
六
人
の
参

審
自
由
人
と
自
分
と
も
七
人
で
そ
れ
に
つ
き
ぬ

mgzw命
名
命
誌
を
証
人
に
よ
り
立
証
で
き
る
な
ら
ば
L

と
。
つ
ま
り
、
二
・
四
四
・
三
と

は
、
主
客
(
あ
る
い
は
、
原
告
と
被
告
)
が
ち
ょ
う
ど
反
対
に
な
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

レ
ー
ン

次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、

A
が
も
と
も
と
主
君

(
B
)
か
ら
受
領
し
て
い
た
所
領
を
(
た
と
え
ば
A
に
債
務
を
負
っ
て
い
た
)
B
か
ら
ア
イ
ゲ

(
幻
)

ン
と
し
て
正
式
に
(
法
廷
)
譲
渡
を
受
け
た
の
に
、

B
は
そ
れ
を
否
認
し
そ
の
所
領
が
依
然
と
し
て

A
の

(
H
B
か
ら
受
領
し
た
)
レ

l
ン
で
あ

る
、
と
言
い
募
っ
て
い
る
ケ

l
ス
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
条
文
の
書
き
方
は
(
右
の
場
合
と
同
じ
く
)
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
に
な
る
で

(
泊
)

と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
そ
の
場
合
に
は
、

A
が
B
に
対
抗
す
る
に
は
1

1

一

あ
ろ
う
、

-
八
・
一
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
|
|
「
裁

判
官
と
彼
の
た
め
に
判
決
を
発
見
す
る
人
々

か
、
と
い
う
疑
問
、
が
出
て
く
る
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、

(
H
お
そ
ら
く
参
審
員
)
六
人
」
(
都
合
七
人
)
に
証
人
に
な
っ
て
も
ら
え
ば
よ
い
の
で
は
な
い

一
・
八
・
一
は
、
法
廷
で
譲
渡
の
契
約
を
し
た

B
が
後
に
そ
れ
を
否
認
し
所
領

の
引
渡
を
拒
ん
で
い
る
ケ

l
ス
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
二
・
四
四
・
三
に
お
い
て
は

A
が
所
領
を
す
で
に
占
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら
「
六
人
の

参
審
自
由
人
と
自
分
と
も
七
人
で
」
足
り
る
の
だ
、
と
い
う
解
答
の
成
立
す
る
余
地
が
一
応
あ
り
そ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
解

答
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
の
検
討
は
第
五
節
ま
で
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
想
定
は
い
ず
れ
も
は
じ
め
か
ら
か
な
り
無
理
な
の
だ
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、

さ
ら
に
一
つ
の
問
題
点
が

浮
び
上
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
右
に
そ
の
場
合
に
予
想
さ
れ
る
条
文
の
一
例
と
し
て
掲
げ
た
も
の
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の

ケ
l
ス
に
お
い
て
は

A
の
主
君
が
原
告
で
あ
っ
て

A
は
被
告
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
・
四
四
・
三
で
は
、

A
が
原
告
で
あ
る
か
の
ご
と
き

一
般
に
、
現
に
あ
る
所
領
を
占
有
し
て
い
る
者
(
こ
の
場
合
の
A
)
は、

書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

い
わ
ば
自
分
の
主
張
す
る
「
権
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利
」
を
実
現
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当
然
被
告
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
原
告
に
な
る
こ
と
は
考
え
難
い
。
そ
れ
と
関
連
し
て
、
二
・
四

四
・
三
で
は
、

A
の
主
張
に
対
し
て
(
一
見
被
告
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
書
か
れ
て
い
る

)
A
の
主
君
(
お
よ
び
A
の
母
や
女
性
親
)
が
対
抗
す
る

手
段
が
書
か
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
事
実
を
見
落
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
は
、
(
求
め
ら
れ
て
い
る
立
証
手

段
を
貫
徹
し
さ
え
す
れ
ば
)
当
然
A
が
勝
訴
す
る
、
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
先
に
レ

l
ン
法
一
三
・
二
と
の
関
連

で
述
べ
た
よ
う
に
、

A
は
(
授
封
更
新
や
所
領
引
戻
の
)
年
期
を
怠
っ
た
こ
と
で
主
君
か
ら
訴
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
対
す
る
抗
弁
と
し
て

問
題
の
所
領
は
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
て
、

A
が
そ
の
主
張
を
立
証
・
貫
徹
す
る
こ
と
に
失
敗
す
れ
ば
そ
れ
で
事

案
は
解
決
す
る
の
だ
か
ら
、
「
彼

(A)
に
と
っ
て
そ
れ
に
つ
い
て
(
の
主
張
や
権
利
が
)
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
書
い
て
お
け
ば
足
り
た

の
で
は
な
い
の
か
。

し
か
し
、

か
り
に
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
意
図
が
後
者
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
文
言
上
、

A
が
自
分
の
立
証
に
成
功
す
れ
ば
主
君
か

ら
受
領
し
た
(
レ

l
ン
で
あ
る
と
主
君
が
主
張
す
る
)
所
領
を
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
取
得
で
き
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
変
り
は
な

さ
そ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
に
A
の
属
す
る
(
グ
ラ
l
フ
)
裁
判
管
区
の
参
審
自
由
人
は
、

A
と
と
も
に

A
の
主
君
の
家
臣
で
あ
る
と
は
限
ら

ず
、
し
た
が
っ
て

A
が
問
題
の
所
領
を
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
た
、

と
い
う
事
実
を
知
ら
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
疑
問
も
、
右
に

保
留
し
た
証
明
手
続
の
問
題
と
と
も
に
、
次
節
以
下
で
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
主
君
か
ら
受
領
し
た
(
と
主
張
さ
れ
て
い
る
)

一
旦
そ
の
検
討
を
打
切
る
こ
と
に
す
ら
)

所
領
と
ア
イ
ゲ
ン
と
主
張
す
る
ケ

l
ス
に
つ
い
て
は
、

説

四

三ム
百冊

本
節
で
は
、
も
う
一
つ
の
ケ

l
ス
、
す
な
わ
ち
A
が
彼
の
母
や
女
性
親

(
H
姉
妹
)
の
(
持
つ
)

一
期
分
を
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
と
主
張
す
る
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場
合
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
あ
ら
か
じ
め
一
言
す
る
な
ら
ば
、
通
説
を
前
提
し
て
読
む
と
こ
ち
ら
の
方
が
は
る
か
に
問
題
が
多
い
。

ま
ず
一
期
分
に
関
す
る
定
義
的
規
定
(
ラ
ン
ト
法
一
・
一
二
・
一
)
を
見
て
み
よ
う
。
「
人

(
H
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
)
は
ま
た
婦
人

(
4
8
4
司
自
)

(
妻
と
も
読
め
る
が
、
ニ
・
四
回
二
二
の
女
性
親
、
お
よ
び
、
す
ぐ
後
の
コ
メ
ン
ト
を
参
照
)
に
対
し
ア
イ
ゲ
ン
を
、
相
続
人
の
承
諾
を
得
て
、
彼
女

の
生
涯
に
限
り
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
た
と
え
彼
女
が
い
か
に
若
く
て
も
(
こ
れ
は
、
主
と
し
て
ま
だ
幼
い
娘
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ

ろ
う
)
、
そ
こ
に
国
王
の
罰
令
権
が
存
在
す
る
限
り
、
そ
の
ア
イ
ゲ
ン
が
所
在
す
る
裁
判
管
区
内
の
い
ず
れ
の
場
所
に
お
い
て
も
」
。
こ
れ
に
よ

ア

イ

ゲ

シ

(

却

)

っ
て
一
期
分
と
は
婦
人
に
対
し
そ
の
生
涯
に
限
っ
て
譲
渡
さ
れ
る
所
領
の
こ
と
だ
と
わ
か
る
が
、
そ
の
譲
渡
(
以
下
、
一
期
分
の
設
定
と
い
う
)

に
当
た
っ
て
相
続
人
が
承
諾
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
一
期
分
の
設
定
が
少
な
く
と
も
グ
ラ
!
フ
が
国
王
罰
令
権
の
も
と
に
聞
く
臨
時

の
裁
判
集
会
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
以
上
二
つ
の
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
期
分
設
定
者
の
死
後
、
そ
の
相
続
人
(
一
了
四
四
・

三
の
A
)
が
母
や
女
性
親

(
H
姉
妹
)
を
相
手
に
一
期
分
の
権
利
を
争
お
う
と
考
え
て
も
、
通
常
は
す
で
に
自
ら
法
廷
で
承
諾
を
与
え
て
お

り
、
ま
た
、
同
じ
裁
判
管
区
内
に
住
む
参
審
自
由
人
も
皆
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
、
彼

(A)
は
き
わ
め
て
き
び
し
い
状
況
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
右
の
条
項
に
つ
づ
く
一
二
二
・
二
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ー
な
ん
ぴ
と
も
婦
人
に
対
し
一
期
分
を

破
る
(
リ
法
廷
で
争
っ
て
一
期
分
の
権
利
を
奪
う
)
こ
と
を
え
な
い
、
後
か
ら
生
ま
れ
た
相
続
人
(
は
自
ら
承
諾
を
与
え
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
)

も
、
ま
た
、
そ
の
所
領
が
(
一
期
分
権
者
で
あ
る
婦
人
の
)
死
亡
に
よ
っ
て
帰
属
す
る
い
か
な
る
者
も
L

と
。
す
な
わ
ち
、
相
続
人

(A)
は
特

に
メ
ン
シ
ヨ
ン
さ
れ
て
一
期
分
を
争
え
な
い
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
、
二
・
四
四
・
三
の

A
は
、
母
や
女
性
親

の
一
期
分
を
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
な
ど
と
、

そ
も
そ
も
主
張
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
泊
)

と
お
考
え
の
向
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
同
条
は
、

右
の
引
用
に
ひ
き
つ
づ
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
た
だ
し
彼
女
が
そ
れ

(HZ)を
自
ら
失
安
合
は
こ
の
限
り
で

こ
の
疑
問
を
解
く
た
め
の
ヒ
ン
ト
は
、
同
じ
一
二
二
・
二
の
中
に
潜
ん
で
い
る
、
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な
い
。
す
な
わ
ち
彼
女
は
、
果
樹
を
切
り
倒
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
人
々
(
}
邑
叩
)
(
あ
る
い
は
、
従
属
民
)
を

(
鈍
)

そ
の
所
領
か
ら
逐
い
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
仕
方
で
あ
れ
彼
女
が
彼
女
の
一
期
分
を
彼
女
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
か
ら
手
放
す
な
ら
ば
、

彼
女
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ

(
H
一
期
分
)
を
失
う
こ
と
が
あ
る
。
〔
彼
女
が
そ
れ
に
つ
き
、
彼
女
の
死
後
そ
の
所
領
を
所
持
す
べ
き
者

に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
場
合
に
、
彼
女
が
彼
女
の
適
法
な
期
間
内
に
(
玄
ロ
ロ
g
R
2
2
n
y
gロ
eam)(お
そ
ら
く
、
六
週
間
以
内
に
の
意
)
そ

れ
を
回
復
(
な
い
し
補
償
)
し
な
い
限
り
〕
L

。

し
か
し
、
少
し
仔
細
に
見
れ
ば
、
こ
の
但
し
書
が
二
・
四
四
・
三
の
ケ

l
ス
と
関
係
が
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

了
二
一
・
二
に
お
い
て
は
、
相
続
人
が
一
期
分
権
者
を
訴
え
る
根
拠
は
、
後
者
が
(
果
樹
を
切
り
倒
し
た
り
、
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
人
々

を
逐
い
出
し
た
り
し
て
)
所
領
の
価
値
を
減
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ひ
き
つ
づ
き
一
期
分
を
持
つ
権
利
を
自
分
で
放
棄
し
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
相
続
人
が
そ
の
所
領
を
(
一
年
と
一
日
以
上
)
占
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
一
期

分
権
者
を
訴
え
る
に
は
お
そ
ら
く
彼
女
の
落
度
を
示
す
事
実
を
(
場
合
に
よ
っ
て
は
、
事
情
を
知
る
証
人
と
と
も
に
)
挙
示
す
れ
ば
足
り
る
の
で

あ
っ
て
、
「
参
審
自
由
人
と
自
分
と
も
七
人
で
」
と
い
う
重
い
証
明
手
続
を
用
い
て
そ
れ
が
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
必
要

は
な
い
。
逆
に
、

一
期
分
権
者
の
方
も
、

え
ば
、

ア
イ
ケ
以
後
の
補
足
が
示
す
よ
う
に
、
所
定
の
期
間
内
に
原
状
回
復
な
い
し
損
害
賠
償
を
お
こ
な

一
期
分
を
失
わ
な
く
て
す
む
の
で
あ
っ
て
、
当
然
に
相
続
人
が
勝
訴
す
る
わ
げ
で
は
な
い
。

説

困
難
な
の
は
む
し
ろ
、
二
・
四
四
・
三
の
A
(
H
一
期
分
設
定
者
の
相
続
人
)
が
そ
も
そ
も
母
や
女
性
親

(
H
姉
妹
)
の
一
期
分
を
占
有
し
て

い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
占
有
し
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、

A
の
父
(
H
一
期
分
設
定
者
)

の
死
後
、
誰
が
母
や
(
未
婚
の
)
姉
妹
の
後
居
ん
に
な
る
の
か
を
見
て
み
討

母
に
つ
い
て
は
、
彼
女
の
夫

(
H
A
の
父
)
の
死
後
、
あ
る
条
項
に
よ
れ
ば
「
彼
女
の
最
近
の
同
等
出
生
身
分
の
剣
親
」
が
、
他
の
条
項
に

(
綿
)

よ
れ
ば
「
彼
女
の
最
年
長
の
同
等
出
生
身
分
の
剣
親
」
が
後
見
人
に
な
る
、
と
さ
れ
て
い
て
今
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
剣
親

三A、
白岡
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(ωnyd
司
巾
ユ
ヨ
回
想
ロ
)
が
(
一
般
に
そ
う
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
)
父
方
の
男
性
親
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
息

(A)
が
母
の
後
見
人
と
な
る
こ
と

は
ま
ず
あ
り
え
な
い
。

姉
妹
に
つ
い
て
は
、
彼
女
た
ち
が
結
婚
す
れ
ば
も
ち
ろ
ん
夫
が
後
見
人
に
な
る
が
、
彼
女
た
ち
が
未
婚
の
間
誰
が
後
見
人
と
な
る
か
は
、

そ
れ
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
未
成
熟
(
H
一
二
才
未
満
)
の
子
一
般
に
つ
い
て
は
、
「
彼
等
の
最
年
長
の
同
等
出
生
身
分
の
剣

親
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
女
た
ち
が
す
で
に
成
熟
(
ま
た
は
成
年

1
二
才
)
に
達
し
て
い
て
も
、
(
最
近
)
最
年
長
の
剣
親
が
(
ひ
き
つ

づ
き
)
後
見
人
と
な
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
(
姉
)
妹
に
と
っ
て
は
、
彼
女
た
ち
の
兄
(
弟
)
で
あ
る

A
が
後
見
人
で
あ

る
、
と
い
う
場
合
が
当
然
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
後
見
人
が
被
後
見
人
の
財
産
(
こ
の
場
合
、
特
に
一
期
分
)
に
対
し
て
い
か
な
る
権
利
を
も
っ
て
い
た
か
、

(
刊
日
)

果
た
し
て
そ
れ
を
占
有
し
て
い
た
と
言
え
る
の
か
、
と
い
う
問
題
も
、
思
っ
た
ほ
ど
簡
単
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
夫
の
妻
に
対
す
る
後
見
や

レ

ー

ン

(

叫

)

封
相
続
人
に
対
す
る
後
見
の
場
合
と
ち
が
っ
て
、
寡
婦
や
(
未
婚
の
)
娘
に
対
す
る
後
見
の
場
合
に
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
明
文
の
規
定

が
な
く
、
ま
た
、
彼
女
た
ち
は
|
|
妻
の
場
合
と
は
ち
が
っ
て
|
|
後
見
人
の
承
諾
が
な
く
て
も
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
を
売
却
で
き
る
、
と
さ

(
M
M
)
 

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
あ
る
条
項
が
、
子
を
宿
し
て
い
る
婦
人
は
、
皮
髪
刑
よ
り
も
重
い
刑
に
処
し
て
は
な
ら
な
い
と
し

た
上
で
、
彼
女
等
が
加
え
た
損
害
は
後
見
人
が
償
う
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
後
見
人
は
彼
女
等
の
財
産
を
「
占
有
」
し

(
M
W
)
 

と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
も
思
え
る
。

て
い
た
、

後
見
人
が
寡
婦
や
(
未
婚
の
)
娘
の
財
産
を
「
占
有
」
し
て
い
た
こ
と
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
実
は
む
し
ろ
彼
女
た
ち
が
自
分

の
ア
イ
ゲ
ン
ま
た
は
レ

l
ン
ま
た
は
一
期
分
を
「
奪
う
」
と
い
っ
て
後
見
人
を
訴
え
る
ケ

i
ス
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
後
見
人
に
は
三
回
の

裁
判
期
日
が
与
え
ら
れ
る
が
、
彼
が
第
三
ゆ
裁
判
期
日
に
出
頭
し
な
い
と
、
「
悪
し
き
後
見
人
」
と
宣
告
さ
れ
、
後
見
人
と
し
て
の
地
位
や
権

利
を
す
べ
て
剥
奪
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
犯
罪
の
か
ど
で
訴
え
ら
れ
た
者
が
、
同
じ
く
第
三
の
裁
判
期
日
に
出
頭
し
な
か
っ
た
場
合
に
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地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
る
の
と
は
、

う
」
と
は
言
っ
て
も
、

は
っ
き
り
し
た
対
照
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
、
後
見
人
が
彼
女
た
ち
の
所
領
を
「
奪

そ
れ
は
「
強
奪
」
な
ど
の
犯
罪
と
は
態
様
を
異
に
す
る
奪
い
方
な
の
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、
後
見
人
が

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
所
領
の
奪

彼
女
た
ち
の
所
領
か
ら
徴
集
し
た
収
益
(
特
に
小
作
料
)
を
彼
女
た
ち
に
渡
さ
な
い
、

い
方
が
所
領
を
管
理
な
い
し
「
占
有
L

し
て
い
る
者
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

以
上
に
よ
っ
て
、

さ
し
あ
た
り
女
性
親

(
H
姉
妹
)
に
関
し
て
だ
け
で
は
あ
る
が
、

A
は
彼
女
た
ち
の
後
見
人
と
な
り
。
彼
女
た
ち
の
一
期

分
を
管
理
な
い
し
「
占
有
」
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
が
後
見
人
た
る
の
地
位
を
濫
用
し
て
一
期
分
を
「
奪
う
」
こ
と
に
対
し
あ
ら
か
じ
め
警
戒
的
態
度
を
示
し
て
い
る

こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

A
が
母
や
女
性
親

(
H
姉
妹
)
の
後
見
人
で
な
く
て
も
、
(
特
に
彼
が
彼
女
達
と
同
じ
家
・
屋
敷
に
住
ん
で
い
る
場
合

(
日
)

に
は
)
い
わ
ば
彼
女
た
ち
の
「
代
理
人
」
と
し
て
、
右
に
描
い
て
き
た
後
見
人
に
近
い
役
割
を
果
た
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
近
い
形
で
の

濫
用
に
陥
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
ま
い
。
そ
の
場
合
で
も
、

A
の
行
為
は
彼
女
た
ち
の
所
領
(
な
い
し
一
期
分
)
を
「
奪
う
」
こ
と
に

(
む
)

そ
れ
は
決
し
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

な
る
の
で
あ
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
グ
ル
に
よ
れ
ば
、

こ
う
し
て
、
二
・
四
四
・
三
の
一
期
分
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぽ
確
実
に
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

右
に
述
べ
た
よ
う
な
仕
方
で
母
や
女
性
親
の
一
期
分
を
「
奪
っ
た
L
A
が
、
母
や
女
性
親
か
ら
そ
の
か
ど
で
訴
え
ら
れ
た
場
合
、
自
分
は
そ

の
一
期
分
を
一
年
と
一
日
以
上
(
法
廷
で
)
異
議
を
申
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
ア
イ
グ
ン
と
し
て
占
有
し
て
い
た
の
だ
と
抗
弁
し
よ
う
と
し
て

も
そ
の
主
張
は
通
ら
な
い
、

期
分
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説

と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
(
本
節
の
は
じ
め
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
)

の
設
定
は
彼
自
身
の
承
諾
を
得
て
同
じ
裁
判
管
区
で
聞
か
れ
た
グ
ラ

l
フ
の
裁
判
集
会
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
六
人
も
の
参
審

自
由
人
が

A
の
主
張
を
支
持
し
そ
の
証
人
と
し
て
立
つ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
む
し
ろ
前
提
さ
れ
て

論

い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
前
節
で
考
察
し
た
レ

l
ン
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
授
封
更
新
や
所
領
引
戻
の
年
期
を
怠
っ
た
家
臣
が
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一
年
と
一
日
以
上
の
占
有
を
持
ち
出
し
て
抗
弁
し
て
も
そ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
、

と
い
う
趣

主
君
か
ら
そ
の
か
ど
で
訴
え
ら
れ
た
場
合
に
、

旨
に
理
解
す
る
の
が
、

や
は
り
最
も
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

念
の
た
め
に
一
言
す
れ
ば
、
こ
の
一
期
分
の
ケ

l
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
の
譲
渡
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
か
り
に
一

期
分
権
者
が
相
続
人
以
外
の
第
三
者
に
そ
れ
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
彼
女
は
彼
女
の
一
期
分
を
彼
女
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
か
ら
手
放
す
」
こ

と
に
な
っ
て
、
相
続
人
か
ら
訴
え
ら
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
い
)
ま
た
、
か
り
に
一
期
分
権
者
が
そ
れ
を
相
続
人
に
譲
渡
し
よ
う
と
考
え

や
が
て
そ
の
所
領
が
自
分
に
帰
属
す
る
相
続
人
は
(
代
価
を
支
払
っ
て
)
そ
れ
を
譲
り
受
け
る
理
由
が
な
い
。
そ
れ
に
当
時
に
お
い
て

て
も
、

は
、
あ
る
婦
人
に
土
地
(
H
所
領
)
以
外
の
形
で
ま
と
ま
っ
た
財
産
を
与
え
て
彼
女
が
生
涯
安
心
し
て
暮
し
て
い
く
た
め
の
方
策
を
講
ず
る
こ

と
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
一
期
分
と
い
う
法
制
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

最
後
に
、
「
六
人
の
参
審
自
由
人
と
自
分
と
も
七
人
で
」
と
い
う
立
証
手
続
に
つ
い
て
検
討
し
、

よ
っ
て
立
証
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
巾

m
g
r
wぬ

dszと
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、

を

?そ
てれ
みに
るsも
O~ と

っ
し瓦

て

そ
う
し
た
手
続
に

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
最
も
参
考
に
な
る
の
は
、
レ
ー
ン
法
七
四
・
二
の
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

J
g
g
m巾
4
2
5
(
H戸
各
5
・

唱
者
巾
『
巾
)
を
人

(
H
家
臣
)
は
(
同
じ
)
主
君
の
家
臣
六
人
と
と
も
に
(
自
分
と
も
七
人
で
)
証
人
に
よ
り
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
こ
れ

に
対
し
て
)
単
な
る
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
(
立
。
丹
市
内
巾
巧
巾
B
H
E
O
E
巾
の
2
2
5
)
を
あ
る
者
は
、
そ
れ
が
誰
で
あ
ろ
う
と
も
彼
等
の
法
に
つ
い
て
非
議

さ
れ
る
余
地
の
な
い
人
々
(
六
人
と
)
自
分
と
も
七
人
で
証
人
に
よ
り
立
証
す
る
(
こ
と
が
で
き
る
)
」
。
こ
の
場
合
、
す
で
に
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
」
で
論
じ
た
よ
う
に
、
「
単
な
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
と
は
事
実
と
し
て
の
占
有
を
指
す
の
に
対
し
て
、

F
o
yロ
印
肉
命
名

0
2
と
は
、
少
な
く
と
も

北法 37(5・16)622 



レ
ー
ン
と
し
て
の
占
有
、
あ
る
い
は
、
(
突
き
つ
め
て
い
え
ば
)
そ
の
た
め
の
権
原
で
あ
る
。レ

ヒ
ト

と
こ
ろ
で
、
事
実
と
し
て
の
占
有
を
立
証
す
る
証
人
と
し
て
は
、
誰
で
あ
れ
寸
彼
等
の
法
に
つ
い
て
非
議
さ
れ
る
余
地
の
な
い
人
々
」
で

あ
れ
ば
足
り
る
の
に
、
な
ぜ
レ

i
ン
と
し
て
の
占
有
な
い
し
そ
の
た
め
の
権
原
を
立
証
す
る
に
は
、
「
(
同
じ
)
主
君
の
家
臣
(
仲
間
)
L

で
な
く

て
は
証
人
に
な
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
家
臣
が
あ
る
所
領
を
適
法
に
レ

l
ン
と
し
て
占
有
す
る
に
は
、
主
君
に
臣
従
礼
を
捧
げ
た

上
で
主
君
か
ら
の
授
封
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
し
て
あ
る
家
臣
が
(
臣
従
礼
を
捧
げ
た
上
で
)
あ
る
所
領
の
授
封
を
受
げ
た
か
ど
う
か

を
知
り
う
る
立
場
に
あ
る
の
は
、
主
君
の
ホ

l
フ
も
し
く
は
レ

l
ン
法
廷
に
集
ま
る
義
務
の
あ
る
家
臣
仲
間
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
「
(
同
じ
)
主
君
の
家
臣
(
仲
間
)
六
人
と
自
分
と
も
七
人
で
L

立
証
さ
れ
る
の
は
、
授
封
の
事
実
あ
る
い
は
授
封
を
通
じ
て
レ
ー

ン
を
占
有
す
る
た
め
の
権
原
が
事
実
そ
の
家
臣
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
治

以
上
の
F
O
F
ロ印肉巾
4
2
5
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
三
の

omo巳
owm
巧
命
日
が
「
単
な
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
す
な
わ
ち

事
実
と
し
て
の
占
有
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
そ
の
立
証
手
続
か
ら
し
て
も
明
白
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
回

m
g
g・

mmd司
q
m
の
場
合
に
は
な
ぜ
「
参
審
自
由
人
」
で
な
け
れ
ば
証
人
に
な
り
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
参
審
自
由
人
で
あ
れ
ば
当
然
知
り

う
る
立
場
に
あ
っ
て
、

説

し
か
も
、
あ
る
所
領
を
適
法
に
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
占
有
す
る
た
め
の
法
的
根
拠
と
な
り
う
る
事
実
は
何
か
、
を
考
え

て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
ま
ず
間
違
い
な
く
、
参
審
自
由
人
が
参
加
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
グ
ラ

l
フ
の
正
規
裁
判
集
会
で
お
こ
な
わ
れ
た

(
法
廷
)
譲
渡
で
あ
る
、
と
推
定
で
き
よ
う
。

以
上
の
解
釈
が
誤
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
思
想
ロ
玄
関
0
3
5
も

l
l
U
E∞m
m
J
2
5
と
同
じ
よ
う
に
1

1

少
な
く
と
も
ア
イ
ゲ
ン
と
し

て
の
占
有
、
突
き
つ
め
て
い
え
ば
(
法
廷
譲
渡
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ
る
)
そ
の
た
め
の
権
原
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
立
証
す
る
た
め
の

手
続
と
の
関
連
で
さ
ら
に
二
つ
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
第
一
に
、
回
m
g
M
g
m
g
5
5
の
立
証
の
た
め
に
は
、
た

と
え
ば
寸
自
分
の
親
族
と
真
実
を
知
(
り
う
る
立
場
に
あ
)
る
人
々
と
自
分
と
も
七
人
で
」
、
あ
る
い
は
、
「
自
分
の
親
族
と
七
人
で
」
と
い
う

きA
U別問
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立
証
手
続
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
、
自
分
が
占
有
し
て
い
る
(
生
ま
れ
な
が
ら
の
)
体
僕
を
他
の
体
僕
領
主

か
ら
訴
求
さ
れ
た
と
き
(
お
よ
び
、
自
分
の
体
僕
が
自
ら
は
自
由
人
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
き
て
そ
の
体
僕
は
自
分
の
(
生
ま
れ
な
が
ら
の
)
体
僕

で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
の
手
続
で
あ
り
、
後
者
は
逆
に
、
誰
か
か
ら
自
分
の
(
生
ま
れ
な
が
ら
の
)
体
僕
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
自
由

人
が
、
自
分
の
自
由
身
分
を
立
証
す
る
た
め
の
手
続
で
あ
る
。
ア
イ
ゲ
ン
の
相
続
は
い
わ
ば
自
動
的
に
お
こ
な
わ
れ
裁
判
所
は
そ
れ
に
関
与

(
同
町
)

し
な
い
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
知
り
う
る
立
場
に
あ
る
の
は
(
体
僕
の
相
続
の
場
合
と
同
じ
く
)
参
審
自
由
人
一
般
で
は
な
く
、
む
し
ろ
持
主
の

親
族
や
持
主
の
近
く
に
あ
っ
て
そ
の
事
情
に
詳
し
い
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
証
人
に
な
る
こ
と
を
要

(
日
)

し
な
い
回
m
g玄
関
巾
者

O
B
は
、
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
と
は
関
係
の
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
こ
の
点
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
。

注
意
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
第
二
の
点
は
、
明
日
m
g
(印
)
m
9
2
5
を
立
証
す
る
手
続
が
「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
を
立
証
す
る
た
め
の
そ
れ
と

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
(
ラ
ン
ト
法
に
は
明
文
の
規
定
が
な
い
の
で
)
レ

l
ン
に
つ
い
て
適
法
な
ゲ
ヴ

ェ
!
レ
を
立
証
す
る
手
続
を
見
て
み
る
と
、
第
三
節
で
も
引
用
し
た
レ

l
ン
法
二
二
・
一
は
、
ひ
き
つ
づ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
主

君
が
家
臣
に
対
し
(
中
略
i

1第
三
節
参
照
)
(
家
臣
が
適
法
な
グ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
っ
て
い
る
)
所
領
に
つ
き
(
彼
H
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

(
H
所
領
)
に
つ
き
広
巾
z
n
F
言
者
句
∞
を
〔
七
人
の
家
臣
を
も
っ
て
〕
(
証
人
に
よ
り
)
立

証
で
き
る
な
ら
ば
、
仏
g
-
g
m
m
m
m
d号。
2
を
彼

(
H
家
臣
)
は
単
独
で
聖
遺
物
に
か
け
て
(
の
宣
誓
を
も
っ
て
)
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ

同
じ
も
の
で
は
な
い
、

の
所
領
を
証
人
な
し
に
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
立
証
は
、
(
ア
イ
ケ
以
後
の
補
筆
に
か
か
る
部
分
だ
が
)
(
本
人
を

除
く
)
家
臣
七
人
の
証
人
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
の
場
合
、
証
人
は
な
ぜ
(
同
じ
主
君
の
)
家
臣
(
仲
間
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。
立
証
さ
れ
る
べ
き
事
実
が
単
に
一
年
と
一
日
(
ま
た
は
一
年
と
六
週
既
)
以
上
に
及
ぶ
台
骨
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
占
有
が
い
い
〉
法
廷

で
主
君
か
ら
異
議
を
申
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
た
こ
と
を
も
含
む
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
家
臣
は
し
か
し
、
こ
の
適
法
な
ゲ
ヴ
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そ
れ
だ
け
で
は
主
君
の
否
認
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
単
独
の
宣
誓
と
い
う
最
も
容
易
な
手
段
に
よ

っ
て
で
は
あ
れ
、
そ
れ
と
は
別
箇
に
戸
島
ロ
謁
2
5
2
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
実
質
的
に
は
右
の
条
項
を

承
け
て
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
者
(
ま
た
は
、
家
臣
)
が
実
力
を
も
っ
て

(g芦
唱
者
白
-
H
)

占
有
し
て
い
る

2
2
5
も
の
は
決
し
て
適
法

(
白
凹
)

な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
と
は
言
わ
な
い
」
と
さ
れ
る
と
き
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
も
、
家
臣
が
授
封
な
し
に
あ
る
所
領
を
レ

l
ン
と
し
て
占
有

し
支
配
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ェ
l
レ
の
存
在
を
立
証
し
て
も
、

こ
の
レ

l
ン
に
つ
い
て
の
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
立
証
手
続
を
モ
デ
ル
に
し
て
、

ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
の
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
立
証
方

法
を
推
定
す
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
二
段
階
の
手
続
で
あ
る
。
第
一
に
、
(
本
人
以
外
の
)
参
審
自

由
人
七
人
で
、
適
法
な
グ
ヴ
ェ

1
レ
の
存
在
1

l
具
体
的
に
は
ア
イ
ゲ
ン
の
「
持
主
L

が
そ
れ
を
一
年
と
一
日
以
上
グ
ラ

l
フ
の
裁
判
集
会

で
異
議
を
申
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
占
有
し
て
い
た
、
と
い
う
事
実
ー
ー
を
立
証
す
る
。
第
二
に
、
「
持
主
」
本
人
が
単
独
の
宣
誓
を
も
っ
て

巴
mgsmo者
向
。
の
存
在
、
す
な
わ
ち
「
法
廷
譲
渡
L

の
事
実
を
立
証
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
考
え
て
く
る
と
、
レ
ー
ン
の
場
合
に
は

ほ
か
な
ら
ぬ
主
君
、
つ
ま
り
レ

l
ン
法
廷
の
裁
判
官
が
授
封
の
事
実
を
否
認
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ア
イ
ゲ
ン
の
場
合
に
は
、
「
法
廷
譲
渡
」

の
事
実
を
否
認
し
て
い
る
の
は
(
通
常
)
裁
判
官
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
に
思
い
い
た
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
第
三
節
で

も
触
れ
た
よ
う
に
、
ラ
ン
ト
法
で
は
法
廷
譲
渡
の
事
実
を
否
認
す
る
譲
渡
人
に
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
立
証
方
法
と
し
て
「
裁
判
官
が
彼
の
た
め

に
判
決
を
発
見
す
る
人
々
六
人
(
参
審
員
)
と
と
も
に
(
都
合
廿
ん
で
)
証
人
に
な
る
L

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
鵠
そ
れ
に
こ
の
七
人
な
ら

ば
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
証
明
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
は
ず
の
「
(
本
人
以
外
の
)
参
審
自
由
人
七
人
L

を
上
廻
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
下

説

廻
る
こ
と
は
な
い
。

論

そ
こ
で
私
は
、
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
の
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
立
証
す
る
に
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
「
裁
判
官
と
彼
の
た
め
に
判
決
を

(ω) 

と
考
え
た
い
の
だ
が
、
本
稿
の
主
題
に
と

発
見
す
る
人
々
(
参
審
員
)
六
人
(
都
合
七
人
)
で
証
人
に
な
る
」
と
い
う
方
法
が
用
い
ら
れ
た
、

北法 37(5・19)625 
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つ
て
は
、
右
の
二
つ
の
可
能
性
の
い
ず
れ
に
軍
配
を
上
げ
る
べ
き
か
は
大
し
て
重
要
な
意
味
を
も
た
な
い
。
そ
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、

そ
れ
が
二
・
四
四
・
三
で
求
め
ら
れ
て
い
る
立
証
手
続
(
参
審
自
由
人
と
自
分
と
も
七
人
で
)
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
・
四
四
・
三
の
求
め
る
立
証
手
続
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
べ
き
巴
唱
え
印
)mO425
は
、
あ
く
ま
で
も
ア
イ
ゲ
ン

と
し
て
の
占
有
、
あ
る
い
は
、
そ
の
た
め
の
権
原
で
あ
っ
て
、
適
法
な
グ
ヴ
ェ

l
レ

(
拘
)

の
で
あ
る
。

(
の
立
証
に
よ
る
所
領
の
保
持
)
ま
で
は
含
ん
で
い
な
い

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
テ
キ
ス
ト
で
は
ラ
ン
ト
法
上
の
(
し
た
が
っ
て
、
ア

イ
ゲ
ン
に
関
す
る
)
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
定
義
的
条
項
で
あ
る
同
条
一
の
直
後
に
位
置
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
同
条
三
の
趣
旨

が
、
た
と
え
ば
(
第
三
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に

)
A
が
そ
の
所
領
を
主
君
か
ら
(
法
廷
)
譲
渡
を
受
け
て
い
た
の
に
主
君
が
そ
れ
を
否
認
し
て
依

ア
イ
グ
シ

然
と
し
て
彼
が
与
え
た
レ

l
ン
で
あ
る
と
主
張
す
る
よ
う
な
場
合
に
、
そ
う
し
た
主
君
の
不
当
な
主
張
を
却
け
所
領
に
対
す
る

A
の
権
利
を

保
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
同
条
三
は
む
し
ろ
|
|
レ

l
ン
法
二
一
了
一
に
対
応
す
る
よ
う
な
|
|
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
適

法
な
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
を
立
証
す
る
手
続
に
(
少
な
く
と
も
、
そ
の
手
続
に
も
)
言
及
し
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る

ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
三
は
、

の
は
、
晶
一

S
F
F自
宅

0
5
を
立
証
す
る
た
め
の
手
続
に
す
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん

omg-mwod『
m
R
を
欠
く
者
に
は
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
は
成

立
せ
ず
、

omg-ow巾
者
。
円
。
を
立
証
で
き
な
い
者
に
は
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
は
立
証
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
二
・
四
四
・
三
で
は
、

が
不
法
に
(
あ
る
い
は
、
「
実
力
を
も
っ
て
」
)
占
有
し
て
い
る
所
領
を
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
と
強
弁
す
る
の
を
封
じ
る
た
め
に
は
、
巾

m
g
-
o
W
2
5
2

の
立
証
手
続
に
つ
い
て
だ
け
触
れ
、
「
さ
も
な
け
れ
ば

(
H
そ
の
立
証
手
続
を
貫
徹
で
き
な
け
れ
ば
)
彼

(
A
)
に
と
っ
て
(
そ
の
主
張
な
い
し
権

利
が
)
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、
母
や
女
性
親
(
H
姉
妹
)
の
一
期
分
を
A
が
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
と
主
張
し
て
も
通
る
は
ず
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
節

で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
(
代
々
)
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
そ
も
そ
も
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、

北法 37(5・20)626 
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前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
二
・
四
四
・
三
に
出
て
く
る
招
g
-
o
w
o
d司
巾
足
な
る
概
念
も
(
代
々
)
相
続
さ
れ
た
ア

イ
ゲ
ン
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
は
、
本
節
で
の
行
論
の
過
程
に
お
い
て
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
当
時

に
お
い
て
は
、
(
代
々
)
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
が
あ
る
持
主
な
い
し
彼
の
家
に
属
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
権
利
を
補
強
す
る
た
め
に
外
部
な
い
し
上
部
か
ら
何
ら
か
の
「
権
原
」
を
賦
与
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
な
か
っ
た
。
ザ
ク
セ

(η) 

お
よ
そ
そ
う
し
た
ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
が
争
わ
れ
る
ケ

l
ス
を
予
想
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
(
代
々
)
相
続
さ
れ

ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
も
、

た
ア
イ
ゲ
ン
を
突
然
誰
か
か
ら
自
分
の
封
与
し
た
レ

l
ン
で
あ
る
と
い
っ
て
難
癖
を
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
実
は
当
時
に
お
い
て
は
ま
ず
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

以
上
を
も
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
認
。
三
岳

otzzの
概
念
の
検
討
は
終
る
。
そ
れ
が
、
通
説
の
説
く
よ
う
に
、
家

臣
に
封
与
し
た
所
領
に
つ
い
て
主
君
が
有
す
る
権
利
で
は
な
く
、
あ
る
所
領
に
つ
い
て
家
臣
が
主
君
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
、
相
続
人
が
自

分
の
母
や
女
性
親
(
H
姉
妹
)
に
対
し
て
主
張
す
る
権
利
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
わ
ざ
わ
ざ
証
明
す
る
必
要
の
な
い
ほ
ど
明
白
な
事
実
で
あ

る。
し
か
も
、
本
稿
で
展
開
し
た
私
見
が
誤
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
は
、
家
臣
が
(
授
封
更
新
な
い
し
所
領
引
一
戻
の
年
期
を

説

こ
え
て
)
レ

l
ン
を
不
法
に
占
有
し
、
あ
る
い
は
、
相
続
人
が
母
や
女
性
親
の
一
期
分
を
寸
実
力
を
も
っ
て
」
奪
っ
た
た
め
、
主
君
あ
る
い
は

母
や
女
性
親
に
訴
え
ら
れ
て
、

い
わ
ば
苦
し
ま
ぎ
れ
に
そ
れ
を
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
と
主
張
す
る
ケ

l
ス
を
念
頭
に
置
い
て
、

は
じ
め
か
ら
成

論

功
の
見
込
が
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
こ
の
巾
mg}owm
者
向
。
の
立
証
を
求
め
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
立
証
手
続
は
一
応

北法 37(5・21)627 
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n内
Uつhpo 

nノ“つμ

こ
う
し
て
、
私
は
次
の
よ
う
な
想
定
に
導
か
れ
る

o
a
g
E円

0
4
2
5
の
概
念
は
ー
ー
そ
の
立
証
手
続
と
同
じ
く
|
|
当
時
の
法
廷
で
実
。勾

t

際
に
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
ア
イ
ケ
の
法
学
的
思
索
の
産
物
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
削

ま
た
、
用
い
る
効
果
も
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
北

FmwVロ印
mJ04司
巾
吋
ぬ
の
そ
れ
に
照
応
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
め
mho巳
o-84司
2
0
の
概
念
そ
の
も
の
は
そ
う
し
た
(
つ
ま
り
、
も
と
も

と
立
証
不
可
能
な
)
ケ

l
ス
に
し
か
登
場
し
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

か
。
少
な
く
と
も
そ
れ
は
、
当
時
の
法
廷
で
は
実
際
に
用
い
る
必
要
も
、

し
た
が
っ
て
、
他
の
法
制
に
つ
い
て
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
影
響
を
陣
所
に
残
し
て
い
る
中
世
末
期
の
諸
法
書
も
、
巾

mgzwmwd君
。
円
。

の
概
念
だ
け
は
継
承
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
一
九
世
紀
に
な
っ
て
、
法
学
者
が
(
中
世
法
に
つ
い
て
も
)
寸
所
有
ご
般
)
」
、
「
占
有
(
一

般
)
」
、
そ
れ
に
「
自
主
占
有
」
な
ど
と
い
う
枠
組
で
も
の
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
め

mgr-目
当
∞

Z
の

概
念
に
い
つ
の
間
に
か
「
自
主
占
有
」
の
内
実
が
盛
り
こ
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
教
科
書
や
概
説
書
が
こ
の
概
念
に
よ
っ
て

説
い
て
き
た
こ
と
は
、
中
世
法
の
実
態
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
く
、
近
代
の
法
学
者
た
ち
の
先
入
観
を
-
証
明
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。



註

説

(
1
)

ハ
イ
ン
リ
ツ
ヒ
・
ミ
ツ
タ
イ
ス
著
、
世
良
晃
志
郎
・
広
中
俊
雄
訳
『
ド
イ
ツ
私
法
概
説
』
(
一
九
六
一
年
、
創
文
社
)
、

照
。
た
だ
し
本
稿
で
の
引
用
は
、
必
ず
し
も
こ
の
邦
訳
に
拠
ら
な
い
。

(
2
)

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
、
こ
れ
と
(
ほ
と
ん
ど
)
同
じ
表
現
が
現
わ
れ
る
の
は
、
レ

i
ン
法
一
四
・
一
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
小

作
人
も
(
小
作
地
に
つ
い
て
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
後

の
本
文
で
触
れ
る
前
稿
、
四
・
(
五
)
と
(
六
)
に
お
い
て
論
証
し
て
お
い
た
。
な
お
、
次
註

(
3
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
3
)

本
誌
、
三
七
の
二
(
一
九
八
六
年
)
。
な
お
こ
の
論
文
は
、
以
下
に
お
い
て
、
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
と
略
記
す
る
。

こ
の
前
稿
に
お
い
て
、
私
は
大
要
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
は
主
と
し
て

(
法
廷
で
)
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
た
(
正
規
の
)
レ

l
ン
を
中
心
に
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
(
代
々
)
相
続
さ
れ

た
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
小
作
地
に
つ
い
て
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
と
は
も
と
も
と
ラ
テ
ン
語
の
(
宮

)
4
2
E
Z
E

の
翻
訳
で
あ
っ
て
、
(
上
部
な
い
し
外
部
か
ら
)
賦
与
さ
れ
た
占
有
権
(
H
占
有
の
た
め
の
権
原
)
あ
る
い
は
占
有
権
の
賦
与
を
原
義
と
す
る
、
と
い

う
見
通
し
が
生
ま
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
巴

m
g
m
g司
句
巾
は
、
相
続
さ
れ
た
(
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
譲
渡
さ
れ
た
の
で
は

な
い
)
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
、
と
も
か
く
も
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
し
う
る
唯
一
の
ケ

l
ス
で
あ
る
。
本
稿
の
ね
ら
い
は
そ

う
し
た
解
釈
の
余
地
を
封
じ
る
こ
と
に
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
以
下
の
行
論
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
せ
で
あ
る
。

(
4
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
グ
ル
に
お
け
る
ア
イ
ゲ
ン
」
(
「
法
制
史
研
究
」
三
六
、
一
九
八
七
年
)
、
一
・
(
四
)
に
ザ
ク
セ

ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
史
料
的
所
見
を
ま
と
め
て
お
い
た
。
な
お
こ
の
論
文
は
、
以
下
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
と
略
記
す
る
。

(5)

巧
戸
国
開

E
何ロ

E
間
口
〉
F
回
同
開
門
司
ク
ロ
芯
の
虫
司
巾
円
冊
目
-
目
。

E
E
E
m
mロ仏巾印阻-同巾円巾ロ内田
2
2
n
v
g
ω
白

n
y
g吋巾
n
y
F
E
N∞・
ω・
由
・
な
お
、
こ
の

箇
所
に
は
脚
註
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。

(
6
)

〉
目
十
四
百
円
出
タ

ω・
5
少
〉
ロ
ヨ
-NN印
・
た
だ
し
、
こ
の
脚
註
の
中
で
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
が
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
本
文
に
引
用
し
た
彼
の
意
見
と
は

ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
後
註

(
M
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
)

ミ
ツ
タ
イ
ス
は
、
本
文
に
引
用
し
た
箇
所
よ
り
も
少
し
前
の
と
こ
ろ
で
、

B
G
B
八
三
六
条
、
八
七
二
条
、
九

O
O条
、
九
三
七
条
を
挙
げ

て
、
「
自
主
占
有
」
(
何
百

g
宮
島
N
)

に
一
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ミ
ツ
タ
イ
ス
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
た
だ
一
箇
所
し
か
な
い

一
六
八
・
九
頁
を
参

論

北法 37 (5・23)629 



Eigengewere考

史
料
的
所
見
を
も
づ
一
度
読
み
直
し
て
み
る
労
さ
え
と
ら
ず
、
の

2
R巾
H
F
a
c
と
い
う
通
説
を
鵜
呑
み
に
し
た
上
で
、
回

m
g
m
2巾
話
の
概
側

念
に
ド
イ
ツ
民
法
典
の
巴

mgσ
巾
回
目
ロ
の
属
性
を
注
ぎ
こ
ん
で
「
ド
イ
ツ
私
法
」
の
体
系
を
描
き
上
げ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
読
み
と
れ
る
。
心

邦
訳
の
「
自
主
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
と
い
う
訳
語
の
選
択
は
、
そ
の
意
味
で
ミ
ツ
タ
イ
ス
の
真
意
(
と
誤
謬
)
を
正
確
に
再
現
し
て
い
る
。

2
F
町

υ

(8)

本
稿
に
お
げ
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
底
本
、
ア
イ
ケ
の
手
に
な
る
テ
キ
ス
ト
と
ア
イ
ケ
以
後
の
補
筆
に
か
か
る
刊内

〈

υ

そ
れ
と
の
区
別
、
邦
訳
と
の
関
係
な
ど
、
す
べ
て
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
に
従
う
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
し

法

(
9
)

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
彼
の
レ

l
ン
L

と
い
う
場
合
、
唯
一
つ
の
例
外
も
な
く
、
彼

(
H
家
臣
)
が
受
領
し
て
北

い
る
レ

l
ン
の
こ
と
を
言
い
、
主
君
が
家
臣
に
封
与
し
て
い
る
レ

l
ン
の
こ
と
で
は
な
い
(
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
ヘ
四
・
(
六
)
お
よ
び
註
(
問
)
を
参

照
さ
れ
た
い
)
。
つ
ま
り
、
こ
の
ケ

l
ス
に
あ
っ
て
は
、

A
は
紛
う
方
な
く
家
臣
で
あ
り
、
彼
の
主
君
か
ら
レ

i
ン
を
受
領
し
て
い
る
の
で
あ

る。

(
叩
)
前
稿
寸
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
で
明
ら
か
に
し
た
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
あ
る
所
領
を
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
つ
L

と
い
う
表
現
は
、
た
だ
そ
れ
を
事
実

上
占
有
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
は
寸
法
廷
譲
渡
を
受
け
て
占
有
し
て
い
る
し
、
レ

l
ン
に
つ
い
て
は
「
主
君
か
ら

授
封
さ
れ
て
占
有
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
し
、
特
に
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

I
レ
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
占
有
が
法

廷
譲
渡
な
い
し
授
封
か
ら
出
発
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

(
日
)
ヨ

x
m
g
g
R
と
い
う
表
現
を
直
ち
に
「
暴
力
を
も
っ
て
」
と
等
置
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
き
わ
め
て
危
険
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ぬ
巾

J51

の
語
は
「
暴
力
L

の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
し
(
ラ
ン
ト
法
三
・
二
、
三
・
四
二
・
六
、
三
・
七
八
・
七
な
ど
て
ヨ
洋
閃
巾
当
白
}
円
と
い
う
表
現
も
「
暴

力
を
も
っ
て
」
と
い
う
意
味
に
な
る
こ
と
が
あ
る
(
ラ
ン
ト
法

2
7
四
七
・
二
、
レ
ー
ン
法
七
二
・
七
)
。
し
か
し
、
レ
ー
ン
法
三
九
・
二
は
、

「
主
君
が
彼
の
家
臣
を
誠
実
(
義
務
)
に
反
し
て
、
彼

(
H
家
臣
)
が
彼

(
H
主
君
)
に
彼

(
H
家
臣
)
の
所
領
を
引
渡
す
(
あ
る
い
は
、
返
還
す
る
)

ょ
う
強
制
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
つ
き
家
臣
は
損
害
な
し
の
ま
ま
で
あ
る
、
彼

(
H
家
臣
)
が
主
君
を
彼

(
H
家
臣
)
の
適
法
な
年
期
内
に
骨

肉
巾
巧
色
丹
の
か
ど
で
訴
え
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
き
彼

(
H
主
君
)
を
適
法
に
(
あ
る
い
は
、
判
決
を
も
っ
て
)
有
責
と
す
る
場
合
に
は
。
そ
の
場

合
、
意
思
だ
け
で
は
、
ま
た
言
葉
だ
け
で
も
、
そ
れ
に
行
為
(
含
皆
同
)
が
伴
わ
な
い
限
り
、
強
制
は
な
い
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
円
凶
巾
唱
者
出
]
丹

は
(
何
ら
か
の
行
為
を
伴
う
に
せ
よ
)
強
制
と
同
義
語
で
あ
り
、
家
臣
は
(
自
ら
の
意
思
に
反
し
て
で
あ
れ
)
所
領
を
(
自
ら
)
主
君
に
引
渡
し
て
い

る
(
年
期
内
に
訴
を
起
こ
せ
、
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
引
戻
す
た
め
の
手
続
で
あ
る
)
。

ま
た
、
レ

i
ン
法
二
二
・
一
と
二
は
、
父
の
死
後
息

(
H
封
相
続
人
)
が
主
君
に
対
し
て
授
封
更
新
を
希
求
す
る
手
続
を
具
体
的
に
定
め
て
お



説

り
、
同
条
三
は
、
そ
れ
に
対
し
て
主
君
が
不
法
に
も
(
ヨ
芹

E
R
R
Z
S
授
封
を
拒
ん
だ
場
合
、
家
臣
は
彼
の
捧
げ
た
臣
従
礼
に
つ
い
て
生
き
証

人
を
有
す
る
限
り
所
領
を
奉
仕
(
の
義
務
を
負
う
こ
と
)
な
し
に
占
有
で
き
る
、
と
し
て
い
る
(
そ
の
場
合
、
寸
そ
れ
に
つ
き
彼
に
対
し
て
お
n
Z
が

拒
ま
れ
た
所
領
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
|
|
す
ぐ
に
後
述
す
る
レ
l
ン
法
七
六
・
一
と
二
を
参
照
|
|
)
。
さ
ら
に
同
条
四
は
こ
れ
を
承
け

て
、
寸
し
か
る
に
家
臣
か
ら
彼
の
所
領
が
ヨ
芹

mmdZロ
に
奪
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
(
H
家
臣
)
は
〔
彼
は
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
欠
い
て
い
る
の
で
〕

彼
の
訴
を
毎
年
更
新
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
(
訴
を
毎
年
更
新
し
な
い
と
所
領
に
つ
い
て
の
権
利
が
失
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
こ
と

に
注
意
)
。
こ
の
訴
(
お
そ
ら
く
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
る
訴
)
は
ど
こ
に
持
ち
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

レ
ー
ン
法
七
六
・
こ
に
は
こ
れ
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。
寸
し
か
る
に
主
君
が
彼
の
家
臣
を
強
奪
す
る
な
ら
ば
、
彼

(
H
家
臣
)

は
そ
れ

(
H
強
奪
)
お
よ
び
す
べ
て
の
犯
罪
を
彼

(
H
主
君
)
を
相
手
ど
っ
て
彼

(
H
家
臣
)
の
ラ
ン
ト
リ
ヒ
タ

l
の
前
(
日
法
廷
)
で
訴
え
る
こ

と
が
で
き
、
ま
た
彼

(
H
主
君
)
に
対
し
て
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
、
し
か
し
て
(
彼
H
家
臣
は
)
、
彼

(
H
家
臣
)
が
彼
の
主
君
を
彼

(
H
主

君
)
の
家
臣
た
ち
の
前
で

(
H
レ
l
ン
法
廷
で
)
、
彼

(
H
主
君
)
が
彼

(
H
家
臣
)
に
対
し
法
を
拒
ん
だ
こ
と
を
訴
え
て
い
た
場
合
に
は
、
彼

(
H

主
君
)
に
対
し
彼

(
H
家
臣
)
の
所
領
を
引
渡
す
(
あ
る
い
は
、
返
還
す
る
)
を
要
し
な
い
」
。
因
み
に
こ
の
後
段
は
、
同
条
一
に
「
家
臣
は
彼
の

主
君
を
債
務
の
ゆ
え
に
差
押
え
ま
た
法
廷
で
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
彼

(
H
主
君
)
が
彼

(
H
家
臣
)
に
対
し
そ
れ
に
つ
き
法
を
拒
ん
で
お

り
、
そ
し
て
彼
(
川
家
臣
)
が
そ
れ
に
つ
き
証
人
を
有
す
る
場
合
に
は
」
と
あ
る
の
を
承
け
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
主
君
が
「
法
を
拒

む
」
と
は
家
臣
に
対
し
て
「
義
務
を
果
た
さ
な
い
」
(
こ
の
場
合
、
債
務
を
支
払
わ
な
い
)
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
七
六
・
二
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
主
君
と
争
う
い
わ
ば
「
民
事
」
事
件
と
主
君
が
家
臣
に
対
し
て
犯
し

た
犯
罪
に
つ
い
て
裁
く
い
わ
ば
「
刑
事
」
事
件
が
峻
別
さ
れ
、
前
者
は
レ

l
ン
法
廷
に
訴
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
後
者
は
ラ
ン
ト
法
廷
に
訴
え

ら
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
で
は
、
レ
ー
ン
法
廷
で
は
首
や
手
に
及
ぶ
犯
罪
な
い
し
寸
刑
事
」

事
件
は
裁
く
こ
と
を
え
な
い
も
の
と
さ
れ
て
お
り
(
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
註

(m)
と
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
参
照
)
、
ま
た
、
所
領
の
強
奪
に
つ
い

て
は
、
被
害
者
が
「
叫
び
声
を
も
っ
て
」
訴
え
れ
ば
現
行
犯
手
続
が
開
始
さ
れ
る
、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
二
五
・
一
。
な
お
こ
の

条
項
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
=
了
(
三
)
を
も
参
照
)
。
先
述
し
た
レ

l
ン
法
二
二
・
四
の
「
(
主
君
に
よ
っ
て
)
家
臣
か
ら
彼
の
所
領
が

S
芹
唱
者
同
ロ
に
奪
わ
れ
る
L

ケ
l
ス
も
1

1

「
法
を
拒
む
」
と
い
う
共
通
の
表
現
か
ら
見
て
も
|
|
主
君
の
レ

i
ン
法
廷
で
訴
え
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
犯
罪
な
い
し
強
奪
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
主
君
が
強
奪
に
よ
ら
ず
に
家
臣
の
所
領
を

g
x
胃
巧
回
目
丹
に

(
H
実
力
を
も
っ
て
)
奪
う
、
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

北法 37(5・25)631 
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ろ
う
か
。
私
は
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
か
な
り
頻
繁
に
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
え
考
え
て
い
る
。
そ
う
考
え

る
根
拠
は
、
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
四
・
(
五
)
と
(
六
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
当
巾
『
巾

g
x
口
三
(
通
説
の
い
わ
ゆ
る
「
直
接
的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
)
が
農

民
と
の
関
係
に
お
い
て
は
実
質
的
に
小
作
料
収
取
権
を
意
味
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
家
臣
が
現
実
に
占
有
し
て
い
る
所
領
(
特

に
家
・
屋
敷
)
を
奪
う
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
「
暴
力
」
を
揮
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
以
上
の
理
解
を
前
提
に
し
て
、
家
臣
の
所
領
を
奪
う
と
い

う
こ
と
は
具
体
的
に
は
家
臣
の
権
利
に
属
し
て
い
る
所
領
か
ら
直
接
に
(
つ
ま
り
、
権
原
な
し
に
)
小
作
料
を
徴
集
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
、
と
考

え
れ
ば
、
そ
れ
に
は
「
行
為
」
は
伴
う
が
、
必
ず
し
も
「
強
奪
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
前
提
に
立
た
な
い
と
具
体
的
に
理
解
で
き
な
い
所
領
係
争
が
い
く
つ
か
出
て
く
る
が
(
ラ

ン
ト
法
で
は
、
た
と
え
ば
二
・
四
二
・
一
、
三
・
二
一
・
一
と
二
な
ど
、
先
述
の
レ

l
ン
法
七
六
・
一
の
家
臣
が
主
君
の
所
領
を
差
押
え
る
ケ
l
ス
も
こ
こ

に
属
す
る

l
ー
な
お
、
後
見
人
の
場
合
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
後
述
す
る
|
|
)
、
レ
ー
ン
法
二
・
一
に
は
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。
「
い
か
な
る

所
領
で
あ
れ
、
あ
る
家
臣
が
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
お
い
て
持
た
ず
(
後
述
す
る
よ
う
に
、
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
し
か
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
)
、
ま
た
彼
に
対
し

(
占
有
)
指
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
彼
は
(
主
君
に
異
動
の
あ
っ
た
と
き
)
他
の
主
君
の
も
と
へ
フ
オ
ル
ゲ
ン
す
る
(
川
上
級
主
君
ま

た
は
新
し
い
主
君
に
対
し
て
授
封
更
新
を
希
求
す
る
)
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
彼

(
H
家
臣
)
の
息
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
い

か
な
る
所
領
で
あ
れ
人

(
H
主
君
)
が
そ
の
家
臣
か
ら
ヨ
芹

m
2邑
円
に
奪
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
彼

(
H
家
臣
)
が
そ
れ

(
H
所
領
)
を
適
法

な
(
H
法
廷
に
お
け
る
正
式
の
)
訴
を
も
っ
て
追
求
し
て
い
る
場
合
に
は
、
彼
は
そ
れ
を
彼
の
息
に
相
続
さ
せ
ま
た
自
ら
他
の
主
君
の
も
と
へ
と
フ

オ
ル
ゲ
ン
す
る
(
こ
と
が
で
き
る
て
た
と
え
彼
が
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
欠
い
て
い
て
も
、
彼
が
適
法
な
訴
に
つ
い
て
証
人
を
有
す
る
の
で
あ
れ

ば
」
。
こ
の
条
項
に
お
い
て
も
、
主
君
が
「
暴
力
を
も
っ
て
L

家
臣
を
所
領
か
ら
逐
い
出
し
た
の
だ
と
考
え
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
上
級
主
君
な
い

し
新
し
い
主
君
が
家
臣
の
訴
に
つ
い
て
の
証
人
が
あ
れ
ば
授
封
更
新
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
私
は
、
レ
ー
ン
法
上
の
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
つ
い
て
定
め
た
二
二
・
一
お
よ
び
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
一
の
H
U
芹

需
巧
同
ロ
を
、
少
な
く
と
も
常
に
強
奪
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
主
と
し
て
権
原
を
欠
い
て
い
る
の
に
実
際
に
農
民
を
支
配
し
小
作
料

を
徴
集
す
る
ケ

l
ス
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
、
と
考
え
て
い
る
。

(
ロ
)
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
ヘ
三
・
(
四
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
レ

l
ン
法
五
・
一
。

(
H
)

ラ
ン
ト
法
一
・
一
二
三
、

Eigengewere考

レ
ー
ン
法
二

0
・
一
。

た
だ
し
後
者
に
は
、

そ
の
子
が
父
よ
り
先
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、

ゲ
デ
イ
ン
ゲ
が
生
き
て
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説

い
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

(
日
)
前
註

(
U
)
に
引
用
し
た
レ

l
ン
法
一
一
・
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
時
)
前
註
(
日
)
に
引
用
し
た
レ

l
ン
法
一
一
・
一
の
ほ
か
、
本
文
で
引
用
し
た
五
・
一
も
、
ひ
き
つ
づ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ゲ
デ
ィ
ン

ゲ
に
は
フ
オ
ル
ゲ

(
H
主
君
の
側
に
異
動
の
あ
っ
た
と
き
、
上
級
主
君
ま
た
は
新
し
い
主
君
に
授
封
更
新
を
希
求
す
る
権
利
)
は
な
い
。
ま
た
そ
れ

(
H

所
領
)
を
、
そ
れ
を
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
つ
者
が
(
主
君
に
)
引
渡
す
(
ま
た
は
、
返
還
す
る
)
な
ら
ば
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
は
破
ら
れ
る
」
。

(
口
)
レ

l
ン
法
一
三
・
一
。
な
お
、
レ

l
ン
法
上
の
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
四
・
(
七
)
で
論
じ
て
お
い
た
。

ま
た
、
「
一
年
と
一
日
」
(
本
文
で
す
ぐ
に
引
用
す
る
一
三
・
二
を
参
照
)
と
「
一
年
と
六
週
」
の
差
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
も
立
ち
入
ら
な
い
(
前

稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
註
(
則
)
を
参
照
)
。

(
時
)
こ
の
箇
所
の
原
語
は
、

-
2・::・
2
2
5白ロ凹
E
g
g
-門
的

-
g
m
m己
色
白
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
印

5
2
の
語
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
前
稿

「
グ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
註
(
測
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
凹
)
そ
れ
に
つ
づ
く
(
し
た
が
っ
て
、
ア
イ
ケ
自
身
が
最
初
に
書
い
た
ド
イ
ツ
語
版
テ
キ
ス
ト
で
は
一
三
・
一
の
直
後
に
位
置
し
て
い
た
)
一
三
・
三
が
、

寸
人
が
毎
年
何
ら
か
の
賃
料
(
小
作
料
を
含
む
)
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
(
あ
る
い
は
、
そ
の
家
臣
)
は
そ
の
所
領
に
つ
き
レ

l
ン

(
と
し
て
の
権
利
)
を
立
証
・
取
得
す
る
こ
と
を
え
な
い
」
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
場
合
、
「
彼

(
H
家
臣
)
が
主
君
に
対
し
て
証
人
を
も
っ
て
(
そ
れ

が
)
彼
の
レ

l
ン
(
で
あ
る
こ
と
)
を
立
証
し
え
な
い
限
り
、
そ
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
占
有
)
は
彼
に
と
っ
て
何
の
役
に
も
立
た
な
い
」
と
し
て

い
る
の
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
文
に
述
べ
た
よ
う
な
理
解
は
さ
ら
に
補
強
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
却
)
レ

l
ン
法
一
四
・
二
。

(
紅
)
レ

l
ン
法
一
三
・
二
の
ケ

l
ス
に
お
い
て
、
も
し

C
も
B
の
家
臣
で
あ
る
と
す
れ
ば
|
|
|
そ
れ
は
当
然
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
り
、
一
三
・
二

が
ラ
ン
ト
法
廷
の
こ
と
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
そ
の
可
能
性
を
高
め
る
|
!
、
た
と
え
A
が
C
か
ら
授
封
を
受
け
た
と
い
う
主
張
の
立
証

に
成
功
し
て
も
、

B
は
A
の
所
領
に
対
す
る
支
配
権
を
す
べ
て
失
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
。

A
が
そ
の
所
領
を
ア
イ
ゲ
ン
で

あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
常
に
そ
の
所
領
に
対
す
る

B
の
権
利
の
全
面
的
否
定
を
意
味
す
る
か
ら
、
い
わ
ば
そ
の
分
だ
け
罪
深
い
と
も
言
え

る。

(
幻
)
実
は
、
こ
の
よ
う
に
書
き
換
え
て
み
て
も
、
参
審
自
由
人
六
人
と
自
分
と
も
七
人
で
立
証
す
る

ass-内士
5
5
が
寸
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ」

で
は
な
い
、
と
い
う
ギ
ャ
ッ
プ
が
残
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
五
節
で
さ
ら
に
後
述
す
る
。
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(
お
)
こ
の
場
合
に
は
、
問
題
の
所
領
が

(
B
が
上
級
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
た
レ
l
ン
で
は
な
く
)
B
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
。
し
か

し
、
す
で
に
第
一
節
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
前
提
は
限
ら
れ
た
場
合
に
し
か
成
立
し
な
い
。

(
但
)
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
L

で
展
開
し
た
私
見
に
よ
れ
ば
、
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
は
法
廷
譲
渡
を
受
け
た
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
だ

け
問
題
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
(
代
々
)
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
そ
も
そ
も
問
題
に
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
見
の
立
場

か
ら
は
、
右
に
書
き
換
え
て
み
た
よ
う
な
条
文
が
あ
れ
ば
、
実
は
、
も
っ
ぱ
ら
今
述
べ
て
い
る
第
二
の
ケ

i
ス
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
に
な
る
。

因
み
に
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
は
、
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
三
に
触
れ
た
脚
註

(ω
・
5
少
〉
ロ
5
・NN
印
)
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
こ
に

描
き
出
さ
れ
て
い
る
証
人
に
よ
る
立
証
が
相
続
人
た
る
の
資
格
や
単
な
る
一
年
と
一
日
の
所
持
の
証
明
で
な
い
こ
と
は
、
前
者
が
単
独
の
宣
誓

に
よ
っ
て
(
〉
ヨ
ロ
-NNmllω
円
Z
R
g
zユ
Z--H図
。
田
宮
開
・
〈
戸
室
)
、
後
者
が
(
六
人
)
の
「
普
通
の
」
(
岡
市
旨
巳
ロ
)
人
、
「
そ
れ
が
誰
で
あ
れ
(
隣

人
)
」
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
宮
口
B
N
見
|
|
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の
口
町
田
巾
ス
忠
一
O
R
号
円
可
・
円
凶
巾

P
O
E
t
c
E
σ
5
印
巾
円
・
吉
田
岡
R
S
S
E
-
2
4目

白色ロロ一回可呉
-
0
・
)
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
六
人
の
参
審
自
由
人
た
る
人
々
の
証
言
に
よ
っ
て
、
回
m
g凹
mmd司
巾
吋
巾
は
、
法

廷
譲
渡
か
あ
る
い
は
判
決
に
出
発
点
を
も
っ
て
い
た
も
の
、
さ
ら
に
|
|
原
告
の
請
求
を
却
け
る
た
め
に
こ
の
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
場
合
に
は

|
|
一
年
と
一
日
続
い
て
い
た
も
の
と
し
て
(
ラ
ン
ト
法
一
・
八
・
て
上
記
U
2
8
H
A
丘
町
。
ロ
)
、
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈

は
、
こ
の
箇
所
自
身
が
一
期
分
の
ケ

l
ス
を
誰
か
が
自
分
の
レ

l
ン
に
つ
い
て
所
有
権
(
白
岡
町
三
宮
ヨ
)
を
主
張
す
る
ケ

1
ス
と
ま
っ
た
く
同
じ

に
扱
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
前
註
(
〉
ロ
ヨ
-
N
ど
|
|
ラ
ン
ト
法
了
二
了
二
)
に
引
用
し
た
箇
所
の
参
照
を
求
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
」
と
。

こ
の
脚
註
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
幾
っ
か
を
摘
記
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、

前
註

(
6
)
で
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
の
解
釈
は
本
文
所
引
の
(
上
級
主
君
は
思
想
自
唱
者
句
巾
を
持
つ
と
い
う
)
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の

意
見
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
第
二
に
、
こ
こ
で
は
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
は
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
が
法
廷
譲
渡
か
判
決
に
出
発
点
を
も
つ
も

の
と
前
提
し
、
(
彼
の
説
に
よ
れ
ば
)
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
成
立
す
る
は
ず
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
な
い
。
第
三
に
、
ア
ル
プ

レ
ヒ
ト
の
解
釈
は
(
判
決
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
「
さ
ら
に
」
以
下
を
加
え
る
と
)
本
文
で
わ
れ
わ
れ
の
想
定
し
た
ケ

l
ス
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
第

四
に
、
そ
の
際
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
は
、
こ
の
二
・
四
回
・
三
の
証
明
手
続
を
、
一
・
八
・
一
と
同
一
視
し
て
い
る
。
第
五
に
、
一
期
分
の
ケ

l
ス

と
の
比
較
は
わ
れ
わ
れ
も
す
ぐ
に
次
節
で
試
み
る
が
、
一
期
分
の
ケ
l
ス
が
レ

l
ン
を
ア
イ
ゲ
ン
と
主
張
さ
れ
る
ケ

l
ス
と
同
じ
に
扱
わ
れ
て
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説

い
る
こ
と
で
、
な
ぜ
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
の
解
釈
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
|
|
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
-
一
二
・
二
を
参
照
す
れ
ば
ま

す
ま
す
|
理
解
で
き
な
い
。
し
か
し
、
念
の
た
め
に
一
一
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
は
こ
こ
で
も
、
問
題
を
そ
の
よ
う
に
抜
き
差
し

な
ら
ぬ
形
で
追
い
つ
め
た
こ
と
で
、
実
は
真
理
に
い
ち
ば
ん
近
い
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
史
料
に
出
て
く
る
法
の
規
範

構
造
を
自
分
で
突
き
つ
め
て
考
え
る
こ
と
を
し
な
く
な
っ
た
(
た
と
え
ば
ミ
ツ
タ
イ
ス
の
)
学
説
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。

(
お
)
一
・
八
・
一
か
ら
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
に
関
係
す
る
箇
所
だ
け
を
拾
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
人
が
ア
イ
ゲ
ン
を
譲
渡
す
る
場
合
、
そ
の
者
が

法
廷
で
約
定
し
た
こ
と

(
H
譲
渡
の
契
約
)
(
を
否
認
す
れ
ば
て
そ
れ
に
つ
き
裁
判
官
は
、
彼
(
H
裁
判
官
)
の
た
め
に
判
決
を
発
見
す
る
人
々
(
お

そ
ら
く
参
審
員
の
意
)
(
六
人
と
)
自
分
と
も
七
人
で
証
人
に
な
る
べ
き
で
あ
る
L

。
な
お
、
こ
の
条
項
の
意
義
に
つ
い
て
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ

ン
ヘ
三
・
(
こ
と
さ
己
、
お
よ
び
、
拙
稿
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
・
小
考
L

(

本
誌
、
三
七
の
四
、
一
九
八
七
年
)
、
一
・
(
三
)
で
も
論
じ

て
お
い
た
。

(
部
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
三
・

2
c
、
特
に
註
(
邸
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
拙
稿
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ・

小
考
」
(
前
註
お
)
で
検
討
し
た
体
僕
の
帰
属
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
い
て
も
、
原
告
は
常
に
体
僕
の
非
占
有
者
、
被
告
は
体
僕
自
身
か
体
僕
の
占

有
者
で
あ
る
。

(
訂
)
ラ
ン
ト
法
了
三
四
・
二
に
次
の
よ
う
な
ケ

l
ス
が
出
て
く
る
。
「
い
ず
れ
か
の
者
が
彼
の
所
領

(
H
ア
イ
ゲ
ン
)
を
譲
渡
し
そ
れ
を
改
め
て
レ

ー
ン
と
し
て
受
領
す
る
場
合
、
主
君
に
と
っ
て
そ
の
譲
渡
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い

(
H
法
的
効
果
も
な
い
)
、
彼
(
日
主
君
)
が
そ
の
所
領
を
一

年
と
一
日
彼
の
一
色
付
E
m
r巾
者
四
円
巾
の
中
に

(
H
封
与
せ
ず
に
)
保
持
し
な
い
限
り
。
そ
れ

(
H
一
年
と
一
日
)
以
後
彼

(
H
主
君
)
は
そ
れ

(
H

所
領
)
を
確
実
に

(
H
争
わ
れ
る
余
地
の
な
い
よ
う
に
)
か
の
者

(
H
譲
渡
人
)
に
改
め
て
授
封
で
き
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼

(
H
譲
渡
人
)

も
ま
た
い
か
な
る
彼
の
相
続
人
も
、
そ
れ
に
つ
き
い
か
な
る
ア
イ
ゲ
ン
を
も
(
H
決
し
て
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
と
は
)
主
張
す
る
こ
と
を
え
な

し
た
が
っ
て
、
裏
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
場
合
の
譲
渡
人
は
一
年
と
一
日
の
聞
は
(
何
か
の
理
由
が
あ
れ
ば
)
譲
渡
を
取
消
し
、
そ
の
所
領
は
自

分
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
と
主
張
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
二
・
四
四
・
三
の
ケ

l
ス
と
は
関
係
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
「
な
い
」

と
考
え
る
。
二
・
四
四
・
三
は
!
|
先
述
し
た
よ
う
に
|
|
二
・
四
四
・
一
の
直
後
に
置
か
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
外
見
上
適
法
な
ゲ
ヴ
エ

l
レ
が
成
立
し
そ
う
な
ケ

l
ス
、
具
体
的
に
は
一
年
と
一
日
以
上
あ
る
所
領
を
適
法
な
異
議
な
し
に
占
有
し
て
い
る
ケ

l
ス
を
前
提
に
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
右
の
一
・
三
四
・
二
は
、
む
し
ろ
譲
受
人
た
る
主
君
に
対
し
て
す
で
に
占
有
を
引
渡
し
て
し
ま
っ
た
譲
渡

論
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人
本
人
や
そ
の
相
続
人
(
特
に
譲
渡
に
際
し
て
承
諾
を
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
相
続
人
l
|
|
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
条
が
一
・
三
四
・
一
に
続
い
て
い
る

こ
と
に
注
意
)
の
一
年
と
一
日
以
内
に
お
け
る
異
議
申
立
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
一
二
二
四
・
二
は
、
む
し
ろ
逆
に
、
ア
イ
ゲ
ン
の
法
廷
譲
渡
が
行
な
わ
れ
た
後
、
一
年
と
一
日
経
っ
て
主
君

が
そ
れ
を
譲
渡
人
に
対
し
適
法
に
レ

1
ン
と
し
て
封
与
し
た
場
合
に
は
、
こ
ん
ど
は
(
一
年
と
一
日
を
要
す
る
こ
と
な
く
)
直
ち
に
家
臣

(
H
譲
渡

人
)
が
も
は
や
そ
れ
を
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
と
は
主
張
で
き
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
の
証
拠
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
二
・
四
四
・
三
に
つ
い
て

そ
う
し
た
ケ

l
ス
を
想
定
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
可
能
と
-
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
序
に
一
言
し
て
お
く
と
、
今
の
と
こ
ろ
私
は
、
一
-

三
四
・
こ
の
よ
う
な
規
定
が
存
在
す
る
理
由
は
、
主
に
追
奪
担
保
の
問
題
に
あ
る
(
も
し
一
年
と
一
日
以
内
に
授
封
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
譲
渡
を
受
け
た
主
君
が
第
三
者
か
ら
訴
え
ら
れ
た
場
合
、
追
奪
担
保
人
と
し
て
譲
渡
人
H
家
臣
を
引
合
い
に
出
す
。
そ
こ
で
第
三
者
が
家
臣
に
か
か
っ

て
い
く
と
、
こ
ん
ど
は
追
奪
担
保
人
と
し
て
授
封
者
H
主
君
を
引
合
い
に
出
す
。
こ
れ
は
第
三
者
に
対
し
て
公
正
で
な
い
て
と
考
え
て
い
る
。

(
却
)
ラ
ン
ト
法
三
・
七
五
・
一
と
二
、
レ

l
ン
法
〔
二
・
三
〕
な
ど
か
ら
、
レ

l
ン
に
つ
い
て
も
一
期
分
を
設
定
し
え
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

が
、
ラ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
三
は
母
や
女
性
親
の
一
期
分
を
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
と
主
張
す
る
ケ

l
ス
で
あ
る
か
ら
、
以
下
本
文
に
お
い
て
は
、

レ
l
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
一
期
分
の
こ
と
は
省
略
す
る
。

(
却
)
一
期
分
は
い
ず
れ

(
H
一
期
分
権
者
の
死
後
)
相
続
人
に
戻
る
の
だ
か
ら
、
後
か
ら
生
ま
れ
た
相
続
人
の
承
諾
を
要
し
な
い
と
し
て
も
、
彼
に

対
し
て
酷
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
因
み
に
、
(
一
期
分
設
定
以
外
の
)
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
後
か
ら
生
ま
れ
た
相
続
人
の
立
場
が
ど

う
な
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
右
の
こ
と
は
一
期
分
に
つ
い
て
だ
け
言
え
る
と
い
う
点
を
強
調
す
れ
ば
、
彼
は
後
に
自
分
は
承
諾
を
与
え
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
を
争
う
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
推
定
に
傾
く
で
あ
ろ
う
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ

ン
ヘ
註
(
間
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
却
)
レ

l
ン
に
つ
い
て
一
期
分
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
(
前
註
お
)
に
は
、
主
君
の
手
に
戻
る
。
な
お
、
邦
訳
の
「
そ
の
土
地
を
遺
さ
れ
た
い
か

な
る
人
も
」
は
ほ
と
ん
ど
誤
訳
に
近
い
が
、
町
田

Z
2
2
の
語
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
註
(
臼
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
況
)
あ
る
い
は
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
も
そ
う
考
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
前
註
(
剖
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
担
)
本
稿
で
底
本
と
し
て
い
る
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
版
で
は
、
こ
の
箇
所
の
原
語
は
お
ロ
巾
〈

2
4司
R
W
2
8
Z巾
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、

動
調

g
z
q
w
gは
三
人
称
単
数
、
接
続
法
第
一
式
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
、

8
5
5
2
R
E
Z巾
-
〈
巾
の
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
だ
と
思
う
。
な
お
、

円
〉
戸
。

5
↓
〉
〈
図
。
冨
思
何
回

-ugω
白
n
z
g回
日
比
巾
何
色
凹
角
田

g『
叶
}
M
A
M
-
-

・
。
色
町
吋
色
白
田
∞
臥
ny包由
nv巾
「
白
ロ
門
町
巾
円

Z
L・
〉

E
H
Y
5
2・
ω・
口
∞
を
参
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昭山。

(
犯
)
こ
の
箇
所
の

-E巾
は
、
一
般
に
「
体
僕
L

と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
私
は
最
近
「
小
作
人
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
傾
い
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
L

、
二
・
(
六
)
・

(
a
)
、
註
(
即
)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
泊
)
こ
の
箇
所
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
も
、
「
占
有
」
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
権
利
」
と
い
う
合
意
が
強
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

ー
レ
」
、
註
(
斜
)
で
指
摘
し
て
お
い
た
。

(
お
)
前
註
(
剖
)
を
参
照
。

(
お
)
ラ
ン
卜
法
二
・
六
三
・
一
に
よ
れ
ば
、
「
い
か
な
る
婦
人
も
代
弁
人
と
な
る
こ
と
を
え
ず
、
ま
た
、
後
見
人
な
し
で
訴
え
る
こ
と
を
え
な
い
」

と
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
婦
人
が
法
廷
で
後
見
人
を
必
要
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
婦
人
が
結
婚
し
て
夫
の
あ
る
聞
は
、
す
ぐ
後
で
述

べ
る
よ
う
に
夫
が
後
見
人
に
な
る
が
、
一
・
四
五
・
二
は
「
(
未
婚
の
)
娘
お
よ
び
夫
の
な
い
婦
人
(
日
寡
婦
お
よ
び
離
別
さ
れ
た
妻
)
は
、
彼
女

等
の
後
見
人
の
承
諾
な
し
に
、
彼
女
等
の
ア
イ
ゲ
ン
を
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
二
・
四
四
・
三
の
ケ

1
ス
で
言
え
ば
、

A
の
母

や
(
未
婚
の
)
姉
妹
が
後
見
人
を
持
つ
こ
と
を
前
提
し
て
議
論
を
し
て
い
る
。

(
幻
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
五
・
一
。

(
お
)
ラ
ン
卜
法
一
二
一
三
二
一
。
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
条
項
の
「
彼
」
は
、
同
条
一
の

R
巾
5
2
Z
2
8
σ
。
丘
町
肉
巾
加
者
巾
ユ
白
血
円
げ
を
承
け
て

お
り
、
同
条
一
で
は

R
は
「
息
た
ち
の
」
と
い
う
意
味
に
な
る
が
、
同
条
こ
で
は
ー
ー
ー
一
・
四
五
・
一
(
前
註
笠
を
も
参
照
し
て
|
|
「
寡

婦
の
」
と
い
う
意
味
に
な
る
、
と
解
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

(
ぬ
)
こ
の
紛
れ
も
な
い
矛
盾
を
ど
う
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
に
被
後
見
人
と
の
血
縁
が
遠
く
て
も
最
年
長
の
剣
親
が
法
定
後
見
人
と
な

る
と
い
う
の
は
ど
う
に
も
肺
に
落
ち
な
い
の
で
、
法
定
後
見
人
に
は
当
然
最
近
の
剣
親
が
な
る
の
だ
が
、
最
近
の
剣
親
が
複
数
い
る
場
合
に
は

そ
の
う
ち
の
最
年
長
者
が
な
る
、
と
い
う
風
に
理
解
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
推
定
を
支
持
し
て
く
れ
る
箇
所
と
し
て
は
、
ラ
ン
ト

法
三
・
二
六
・
三
が
あ
る
。

(
刊
)
母
の
剣
親
が
存
在
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
ま
ず
」
と
し
た
の
は
、
そ
の
場
合
の
こ
と
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ

守
合
。

(
H
U
)

ラ
ン
ト
法
一
・
=
二
・
二
、
一
二
・
四
五
・
三
。

(
位
)
ラ
ン
ト
法
一
二
一
三
・
一
。
こ
れ
も
、
厳
密
に
言
え
ば
、
息
た
ち
の
へ

l
ア
ゲ
ヴ
ェ

l
テ
に
つ
い
て
の
後
見
人
、

説
三a、
員同

と
読
め
る
規
定
で
あ
る
。
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し
か
し
、
〔
一
二
二
に
は
、
父
が
そ
の
子
た
ち
の
後
見
人
に
な
る
ケ

l
ス
が
あ
り
、
子
た
ち
が
彼
か
ら
分
れ
る
と
き
に
は
、
彼
等
に
母
の
財

産
す
べ
て
を
引
渡
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
右
の
点
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

(
刊
)
ラ
ン
ト
法
一
・
コ
二
・
二
、
一
・
四
五
・
二
。

(
H
H
)

レ
l
ン
法
二
六
・
一

i
九
、
五
六
・
一
と
二
、
七
四
・
一
。

(
必
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
五
・
二
。
前
註
(
お
)
を
参
照
。

(
必
)
ラ
ン
ト
法
二
・
六
五
・
一
で
は
、
未
成
熟

(
H
一
二
才
未
満
)
の
子
は
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
生
命
刑
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
し
た

上
で
、
子
が
加
え
た
損
害
は
後
見
人
が
そ
の
価
値
に
従
っ
て
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
が
、
ア
イ
ケ
以
後
の
手
に
な
る
テ
キ
ス
ト
で

は
、
「
子
の
財
産
を
も
っ
て
」
と
補
足
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
未
成
熟
の
子
の
後
見
人
に
つ
い
て
は
、
子
が
成
熟
に
達
し
た
と
き
財
産
を
子
に
返

還
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
(
一
・
二
三
・
一
)
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
(
未
婚
の
)
娘
の
場
合
に
も
成
熟
に
達
し
て
い
れ
ば
、
後
見
人
の
権

利
は
財
産
の
占
有
ま
で
は
及
。
は
ず
法
廷
で
の
後
見
に
限
ら
れ
た
、
と
い
う
可
能
性
が
残
ら
な
い
で
も
な
い
。

(
幻
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
一
、
一
・
四
四
。

(
必
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
一
。

(
却
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
七
・
一
と
一
一
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
三
・
(
四
)
で
も
述
べ
て
お
い
た
。

(
印
)
前
註
(
日
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
L

、
二
・
(
三
)
で
論
じ
て
お
い
た
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
は
、
父
が
死
亡
し
た
場
合
の
相
続
の
過
程
を
描
く
に

当
た
っ
て
、
第
一
順
位
の
相
続
人
た
る
患
が
す
で
に
親
許
か
ら
独
立
し
て
い
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
父
の
死
後
、
母
が
か
な
り

長
い
期
間
に
わ
た
り
息
と
同
居
し
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
〔
一
・
二

0
・
三
と
四
〕
な
ど
か
ら
わ
か
る
。
こ
の
場
合
、
(
未

婚
の
)
姉
妹
も
相
続
人
た
る
彼
女
た
ち
の
兄
弟
と
同
居
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

(
臼
)
も
う
一
度
、
ラ
ン
ト
法
一
・
一
二
・
二
の
規
定
を
想
起
さ
れ
た
い
。

(
臼
)
ラ
ン
ト
法
一
・
一
二
・
二
の
但
し
書
を
想
起
さ
れ
た
い
。

(
臼
)
す
な
わ
ち
、
主
君
が
家
臣
に
レ

l
ン
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
と
、
同
じ
社
会
的
状
況
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

(
日
)
拙
稿
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
・
小
考
」
(
前
註
お
)
の
註
(
9
)
で
も
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
当
時
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
特
別
の
場

合
を
除
い
て
実
体
的
真
実
に
は
関
心
が
な
く
、
原
告
な
い
し
被
告
が
事
柄
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
(
い
わ
ば
形
式
的
な
)
証
明
手
続
を
履
め
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説

ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
主
張
を
裏
づ
け
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
(
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
描
か
れ
て
い
る
)
中
世
法
を
理
解
す

る
た
め
に
は
、
証
明
手
続
に
つ
い
て
特
段
の
注
意
を
払
い
そ
の
意
味
を
読
み
と
る
こ
と
が
決
定
的
重
要
性
を
も
っ
。
因
み
に
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト

が
画
期
的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
論
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
彼
が
も
と
も
と
証
明
手
続
の
問
題
か
ら
研
究
に
入
っ
た
(
前
註
(M)
に
挙
げ
た
彼

の
巴
回
路
ユ
己
目
。
ロ
を
参
照
)
こ
と
に
多
く
を
負
う
て
い
る
(
彼
の

U28H-gzg
は
今
日
で
は
容
易
に
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
国
C
宮
司
何
回
-
F
ω
・

印室町内・の

2
2
8
2
N
2問
タ

N
2間
三
回
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
か
な
り
の
程
度
ま
で
、
そ
の
見
解
を
推
測
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
)
。

(
同
)
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
四
・
(
五
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
町
)
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
特
に
四
・
(
三
)
と
(
四
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
あ
る
所
領
を
授
封
な
し
に
(
レ

i
ン
と
し
て
)
占
有
(
な
い
し
支
配
)
す

る
こ
と
は
、
「
不
法
」

(
5
5
n
Z
)
な
の
で
あ
る
(
レ
l
ン
法
五
九
・
一
三
。

(
国
)
レ

l
ン
法
五
・
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
条
文
が
あ
る
。
「
ま
た
誰
で
あ
れ
そ
の
所
領
を
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
つ
者
が
あ
る
と
き
、
そ
の
者
は

そ
の
こ
と
を
、
彼
が
そ
れ

(
H
立
証
)
を
必
要
と
す
る
場
合
、
そ
れ

(
H
所
領
)
が
彼
の
(
受
領
し
た
)
レ

l
ン
で
あ
る
こ
と
を
真
実
と
承
知
し
て

い
る
(
〈
句
者
向
司
2
2
H
E円
宅
島
司
君

U
Rロ
)
そ
の
(
同
じ
)
主
君
の
家
臣
す
べ
て
と
と
も
に

(
H
家
臣
な
ら
誰
と
で
も
一
緒
に
)
証
人
に
よ
り

立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
し
か
し
)
そ
れ
(
H
所
領
)
に
つ
き
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
持
つ
者
は
、
彼
は
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
(
H

所
領
)
が
彼
に
封
与
さ
れ
た
こ
と
を
見
ま
た
聞
い
た
者

(
H
家
臣
)
た
ち
と
と
も
に
証
人
に
よ
り
立
証
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

こ
れ
に
よ
っ
て
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
に
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
し
か
持
た
ぬ
者
が

TM}包
括
2
2
5
を
立
証
す
る
に
は
、
実
際
に
授
封
の
際
に

そ
の
場
に
居
合
せ
た
者
(
H
目
撃
証
人
)
が
証
人
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
こ
れ
に
対
し
て
、
所
領
を
現
に
占
有
し
て
い
る
者
が

F
m
F
g
m
m巧
巾
尽
を
立
証
す
る
に
は
、
(
目
撃
証
人
で
な
く
て
も
)
「
そ
れ
が
彼
の
レ

l
ン
で
あ
る
こ
と
を
真
実
と
承
知
し
て
い
る
」
家
臣
仲
間
で
あ

れ
ば
、
誰
で
も
証
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
(
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
伝
聞
や
推
定
に
も
と
づ
い
て
、
そ
れ
が
彼
の
レ

i
ン
で
あ
る
、
と
考
え
て
い

て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
)
。
第
三
に
、
し
か
し
後
者
の
場
合
で
も
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
単
に
家
臣
が
そ
の
所
領
を
占
有
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
「
そ
れ
が
彼
の
レ

l
ン
で
あ
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
占
有
が
主
君
に
よ
る
授
封
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る。

(
印
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
二
・
一
。
な
お
、
ア
イ
ゲ
ン
の
法
廷
譲
渡
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ア
イ
グ
ン
」
、
三
・
(
二
、
の
ほ
か
、
前
稿
「
ゲ

ヴ
ェ

l
レ
」
、
二
了
(
四
)
、
お
よ
び
、
拙
稿
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
・
小
考
」
(
前
註
お
)
、
一
で
も
論
じ
て
お
い
た
。

(
伺
)
ラ
ン
ト
法
三
・
三
二
・
四
。
こ
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
・
小
考
」
(
前
註
お
)
、
コ
了
(
こ
で
詳
し
く
論
じ

呈A入

日間
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て
お
い
た
の
で
、
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
臼
)
ラ
ン
ト
法
三
・
三
ニ
・
五
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
拙
稿
(
前
註

ω)、
三
・
(
二
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
臼
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
二
・

2
乙
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
臼
)
前
註
(
3
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
臼
)
前
註
(
口
)
を
参
照
。

(
臼
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
四
・
(
七
)
で
述
べ
て
お
い
た
。

(
伺
)
レ

l
ン
法
一
四
・
二
。
な
お
、

s
x
m
g
g
r
の
用
法
に
つ
い
て
は
前
註
(
日
)
を
、
ま
た
、

σ
2洋
芯
ロ
の
用
語
法
に
つ
い
て
は
前
稿
「
ゲ
ヴ
エ

ー
レ
」
、
註
(
但
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
町
)
前
註
(
訂
)
を
参
照
。

(
伺
)
前
註
(
お
)
を
参
照
。

(
的
)
因
み
に
、
体
僕
の
法
廷
譲
渡
や
体
僕
へ
の
法
廷
身
売
を
譲
渡
人
あ
る
い
は
本
人
が
否
認
す
る
場
合
に
も
、
同
じ
手
続
が
用
い
ら
れ
た
と
推
定

さ
れ
る
。
拙
稿
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
・
小
考
」
(
前
註
お
)
、
特
に
四
・
(
こ
を
参
照
。
た
だ
し
、
体
僕
の
法
廷
譲
渡
や
体
僕
へ
の
法
廷

身
売
の
場
合
に
は
、
土
地
の
場
合
と
ち
が
っ
て
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
は
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
叩
)
こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
註
(
剖
)
で
紹
介
し
た
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
の
解
釈
に
対
す
る
批
判
を
も
意
味
し
て
い
る
。

(
九
)
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
特
に
三
・
(
こ
、
お
よ
び
、
本
稿
・
前
註

(
3
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(η)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
特
に
三
・

2
己
、
お
よ
び
註
(
邸
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(η)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
7
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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Zur Eigengewere 

Takeshi ISHIKAWA. 

Unter der Eigengewere versteht man allgemein die Gewere an einem 

Eigen. Es ist der Lehnsherr， der sie hat， wahrend der Vasall nur uber die 

Lehnsgewere verfugt. In diesem Aufsatz soll diese herrschende Lehre auf. 

grund des Befundes im Sachsenspiegel uberpruft werden. 

Das W ort were ober gewere ist in diesem Rechtsbuch erstaunlicherweise 

kein einziges Mal in Bezug auf das Eigen im eigentlichen Sinne (=das von 

Vatem vererbte Eigen) gebraucht. Auch der Ausdruck de egenleke were ist 

nur das einzige Mal in Ldr. 11 44 93 belegt. Aber dieser Artikel unterstutzt 

keineswegs die herrschende Lehre. Denn sie erscheint dort als etwas， was 

der Erbe gegen seine Mutter od. seine weiblichen Verwandten， beziehungs. 

weise der Vasall gegen seinen Lehnsherrn zu beweisen hat. Sie hat also mit 

dem Recht des Lehnsherm uberhaupt nicht zu tun. 

Was ist denn de egenleke were in diesem Artikel ? Klar ist， das sie， 

parallel zur Lehnsgewere， wenigstens als Besitz eines Gutes als Eigen oder 

richtiger den Rechtstitel dazu bezeichnet. Auserdem steht der Artikel Ldr. 

II 44 93 im eikischen Texte gleich nach 11 44 91， wo die rechte Gewere zu 

Landrecht definiert ist. 1m Anschluβdaran will 11 44 S3 etwa folgendes 

besagen: wenn auch ein Vasall oder ein Erbe sein Lehn oder die Leibzucht 

seier Mutter od. weiblichen Verwandten uber Jahr und Tag， gegebenfalls 

mit Gewalt， besessen hat， kann er nicht mit diesem Besitz seine Behauptung 

begrunden， das das Gut ihm als Eigen zugehorig sei， es sei denn， das er mit 

sechs Schoffenbarfreien de egenleke were (= Rechtsgrund zum Beitz eines 

Gutes als Eigen) beweisen kann. 

Das ist noch nicht alles. In Ldr. 11 44 S3 scheint es， als ob der Vasall oder 

der Erbe ein Klager ware. Vergleicht man aber diesen Artikel mit den 

anderen， so kann man etwa folgendes feststellen: bei ihm handelt es sich in 

Wahrheit um den Beklagten， und zwar um den Vasallen， der ohne Rechts-

titel ein Gut als Lehn besitzt， oder um den Erben， der die Leibzucht seiner 

Mutter od. weiblichen Verwandten usurpiert hat. Diese beiden Verhalten 

• Professor fur (westliche) Rechtsgeschichte an der juristischen Fakultat 
der Hokkaido司Universitat，Dr. jur. 
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sind freilich unerlaubt. Also weist der Spiegler auf de egenleke were hin， 

obwohl er darin bewust etwas Undurchfuhrbares sieht. 

Der Begriff Eigengewere erweist sich damit etwas， was nur oder erst im 

juritischen Gedankengang des Spieglers entstanden ist. 
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