
 

Instructions for use

Title rechtlos であって echtlos ではない者

Author(s) 石川, 武

Citation 北大法学論集, 41(5-6), 143-185

Issue Date 1991-10-31

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/16798

Type bulletin (article)

File Information 41(5-6)_p143-185.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


一

論

説

二吋

mwnr
己。∞

で
あ
っ
て

2ZFω
で
は
な
い
者

石

l
 

i
 

p--
，，， 

武

は
じ
め

、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
次
の
条
項
が
あ
る
。

①
「
月
号
己

g
で
あ
っ
て
(
し
か
も

)
R
V己
g
で
は
な
い
若
干
の
者
(
あ
る
い
は
、
男
)
が
い
る
。
け
だ
し
、
こ
の
足
与
件
F
印
な

者
(
あ
る
い
は
、
男
)
は

R
Z
(
H
Z
m在
日
)
な
妻
を
要
っ
て
彼
女
に
よ
り
自
分
と
同
等
出
生
身
分
の
子
を
儲
け
る
こ
と
が
で

き
る
か
ら
、
彼
等
(
子
)
は
彼

(
H
父
)
の
遺
産
を
、
ま
た
彼
女

(
H
母
)
の
(
そ
れ
)
を
も
、
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
げ

だ
し
、
彼
等
(
子
)
は
、
彼
等
が
彼
等

(
H
父
・
母
)
か
ら
体
僕
関
係
に
よ
っ
て
分
か
れ
な
い
か
ぎ
り
、
彼
等

(
H
父
・
母
)
と

同
等
出
生
身
分
で
あ
る
か
ら
L

(

ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
二
。

。nZ円

T
)
印
の
語
は
他
の
条
項
で
は

g
n
z
-
g
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
条
項
に
限
っ
て
は
、

B
n
v
z
g
な
者
と

R
Z
E
北法41(5-6・143)2189



説

-cm
な
者
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
後
者
に
欠
け
て
い
る

R
Z
と
は
、
明
ら
か
に
(
}
巾
m
E
S
な
)
婚
姻
を
結
、
び
自
分
と
同
等

出
生
身
分
の
子
を
儲
け
る
能
力
を
指
し
て
お
り
、

さ
ら
に
、
(
子
が
彼
と
同
等
出
生
身
分
な
の
だ
か
ら
)
こ
の

z
n
y己
o
m
な
者
自
身
も
(
子
と
同

論

さ
ら
に
(
子
に
柏
続
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
)
遺
産
を
も
も
っ
て
い
る
、
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
①
の
「
ヨ
の
芹

zm
で
あ
っ
て

R
E
Z印
で
は
な
い
者
」
が
具
体
的
に
は
い
か
な
る
者
の
こ
と
を
言
う
の
か
と
い
う
聞
は
、
そ
れ

じ
)
出
生
身
分
を
も
っ
て
お
り
、

に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
解
答
困
難
な
も
の
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、

一
般
に
は
、

-NR宮
]
。
包
m
w色丹

な
い
し
、
他
の
史
料
で
は
む
し
ろ
、
そ
れ
と

同
義
の
司
ユ
注
目
。
印
日
m
w
a同
)
は
同
時
に
右
の
意
味
で
の

R
Z
(学
者
の
い
わ
ゆ
る
「
婚
姻
法
上
の
能
力
」
)
の
喪
失
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い

る
し
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
自
身
、
①
に
お
い
て
も
文
言
上
(
つ
ま
り
、
①
の
反
対
解
釈
か
ら
す
れ
ば
)
お
わ
宮
E
m
な
者
は
多
く
の
場
合

同
時
に

R
Z吉
田
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

(
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、

円
角
川
門
町
一
け

ま
た
後
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら

の
喪
失
と
同
一
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
節
さ
え
あ
る
か

か
な
よ
う
に
、
各
人
生
得
の
法
の
こ
と
で
あ
る

の
喪
失
を
ぴ
C

己

(
出
生
身
分
)

ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も

J
R
Z
Z
m
で
あ
っ
て
(
し
か
も

)
R
Z
Z
m
で
は
な
い
者
」
な
ど
が
あ
り
う
る
の
か
。
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
具
体
的

に
い
か
な
る
者
か
。
本
稿
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
9ケ
ル
の
史
料
的
所
見
に
照
ら
し
て

(
私
自
身
、
永
年
そ
の
解
答
を
求
め
て
苦
悶
し
て
き
た
)
こ

の
難
問
に
挑
戦
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
節
で
は
ま
ず
、

お
よ
そ
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て

z
n
Z吉
田
(
法
喪
失
者
)
と
さ
れ
て
い
る
(
あ
る
い
は
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
)
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者
を
洩
れ
な
く
数
え
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
求
め
る

J
R宮
古
印
で
あ
っ
て

R
Z
Z∞
で
は
な
い
者
L

は
(
そ
れ
が
存
在
す
る
限

り
)
必
ず
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら

1
1
0

(
一
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
、
明
示
的
に
そ
の
語
を
用
い
て
月
号
己

g
な
者
を
列
挙
し
て
い
る
の
は
次
の
条
項
で
あ
る
。

② 

「
決
闘
人
お
よ
び
彼
等
の
子
、
遊
芸
人
、

お
よ
び
ロ
ロ
R
E
(
H
F
m
E
B
な
婚
姻
外
)
に
生
ま
れ
た
者
す
べ
て
、

お
よ
び
窃
盗
ま

お
よ
び
彼
等
が
そ
れ

(
H
窃
盗
ま
た
は
強
盗
)

に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は

(
H
換
言
す
れ
ば
)
彼
等
の
生
命
お
よ
び
皮
膚
お
よ
び
毛
髪
を
(
換
刑
蹟
罪
金

を
支
払
っ
て
)
請
戻
す
者
、
こ
れ
ら
の
者
は
す
べ
て

znyEF
で
あ
る
L

(

ラ
ン
ト
法
一
・
三
八
・
こ
。

念
の
た
め
に
一
言
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
軽
窃
盗

(
H
日
中
に
村
内
で
三
シ
リ
ン
グ
以
下
の
窃
盗
が
起
こ
っ
た
場
合
)
に
科
せ
ら
れ
る
の
は
皮
髪

刑
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
窃
盗
お
よ
び
強
盗
に
は
生
命
刑
(
具
体
的
に
は
、
絞
首
刑
お
よ
び
斬
首
刑
)
が
科
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
②

た
は
強
盗
(
の
罪
)
を
購
い
ま
た
は
(
盗
品
を
)
返
還
(
し
て
示
談
に
)
す
る
者
、

の
「
彼
等
の
生
命
お
よ
び
皮
膚
お
よ
び
毛
髪
を
請
戻
す
者
L

は
、
直
前
の
「
そ
れ

H
窃
盗
ま
た
は
強
盗

に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
る

rechtlosであって echtlosではない者

者
」
と
同
じ
人
聞
を
指
し
て
い
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、

ま
ず
③
「
決
闘
人
お
よ
び
彼
等
の
子
L

、
⑧
「
遊
芸
人
L

、
@
「

5
2
Z
に
生
ま
れ
た
者
L

、
⑮
「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
を

示
談
に
し
た
者
」
、
@
「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
(
刑
罰
を
請
戻
し
)
た
者
L

、
こ
れ
ら
の
者
が

B
n
F
Z
S
(法
喪

失
者
)
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
の
⑤
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
条
項
も
あ
る
。

③
「
誰
で
あ
れ
生
命
ま
た
は
手
を
請
戻
す
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
は
目
。

Eurで
あ
る
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
六
五
・
二
)
。

こ
の
条
文
中
の
「
手
L

は
、
(
手
の
)
切
断
刑
を
意
味
す
る
が
、
ぞ
れ
は
(
通
常
)
傷
害
に
科
せ
ら
れ
る
刑
罰
で
あ
る
。

::IU!41(5-6・145)2191

つ
ま
り
こ
の
条
項

で
は
、
傷
害
に
つ
い
て
有
罪
と
さ
れ
寸
手
」
を
請
戻
し
た
者
も
日
♀
己

S
に
な
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
②
の

「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
L

は
、
円
ゅ
の
伊
丹
】
o
m
に
な
る
の
が
そ
れ
ら
の
ケ

l
ス
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
苦
痛
刑
」



説

(句。

E
W
Z
ω
可
民
巾
)
(
H
身
体
・
生
命
刑
)

を
科
せ
ら
れ
る
犯
罪

(
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
の
言
う
「
生
命
(
な
い
し
、
首
)
ま
た
は
手
に
及

北法41(5-6・146)2192

論

ぶ
犯
罪
」
)
の
代
表
的
事
例
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
に
(
い
ず
れ
も
後
述
す
る
よ
う
に
)
、
活
。
冨
喪
失
の
原
因
に
つ
い
て
「
窃
盗
ま
た
は
強

盗
ま
た
は
そ
の
他
(
あ
る
い
は
、
そ
の
種
)
の
事
件
を
も
っ
て
L

と
言
っ
て
い
る
箇
所
が
二
つ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
@
も
「
(
生
命
ま
た
は

手
に
及
ぶ
)
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
(
刑
罰
を
請
戻
し
)
た
者
L

と
補
正
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
ニ
)
前
掲
・
②
の
直
後
に
次
の
条
項
が
あ
る
。

④ 

「
ま
た

一
年
と
一
日
(
以
上
)
帝
国
ア
ハ
ト
の
中
に
あ
る
者
を
、
人

(
H
国
王
)
は

(
判
決
を
も
っ
て
)

円
ぬ
の
芹
色
。
印
と
宣
告

し
、
ま
た
彼
等
か
ら
ア
イ
ゲ
ン
と
レ

l
ン
を

(
判
決
を
も
っ
て
)

剥
奪
す
る
、
(
こ
の
場
合
)

レ
ー
ン
は
主
君
に
と
っ
て
自
由

}巾

E
n
y
H
主
君
の
手
に
戻
っ
て
授
封
可
能
な
状
態
)

に
な
り
、

ア
イ
ゲ
ン
は

相
続
人
が
一
年
と
一
日
以
内
に
引
き
出
す
ま
で

日
一
)
国
王
の
権
力
の
中
に
入
る
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
三
八
・
二
)
。

こ
の
状
態
は
寸
上
級
ア
ハ
ト
の
中
に
入
る

(
H
に
処
せ
ら
れ
る
ご
と
も
言
わ
れ
る
が
、
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
「
帝
国
ア
ハ
ト
の
中
に

い
る
L

の
は
、
も
と
も
と

る
。
こ
の
条
項
は
、
そ
う
し
た
者
が
帝
国
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
た
の
ち
さ
ら
に
一
年
と
一
日

(
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

「
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
犯
罪
L

を
犯
し
て
逃
亡
し
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
あ

以
上
)
裁
判
所
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
、
彼
が

責
を
問
わ
れ
て
い
る
犯
罪
に
つ
い
て
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
た
の
と
同
じ
制
裁
を
科
す
る
、
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ァ

イ
ゲ
ン
と
レ

i
ン
も
こ
の
上
級
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
た
者
だ
け
か
ら
剥
奪
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
②
の
@
、
寸
窃
盗
ま
た
は
強
盗
(
な
ど
)
に

っ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
L

か
ら
ア
イ
ゲ
ン
と
レ

l
ン
が
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
④
で

Z
S己
O
印
な
者
と
さ
れ
て
い
る
「
上
級
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
た
者
」
が
⑥
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
か
ら
、
以
下
の
議
論
に
お
い
て
は
(
特
段
の
必
要
が
な
い
限
り
)
そ
れ
を
⑥
に
含
め
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
④
の
直
後
に
次
の
条
項
が
あ
る
。



⑤ 

寸ロロ

R
Z
な
者
は
そ
の
後
も
は
や
嫡
出

(R宮
)
の
子
を
儲
け
る
こ
と
を
え
な
い
、

上
の
)
槍
試
合
を
お
こ
な
い
、
そ
の
際
彼
が
あ
る
他
の

馬

た
だ
し
、
彼
が
皇
帝
の
軍
隊
の
前
で

(
H
皇
帝
以
外
の
)
国
王
を
相
手
に
(
見
事
に
)
戦
い
抜
い
た
場
合
は
こ

の
か
ぎ
り
で
な
い
、
こ
の
場
合
彼
は
彼
の
話
。
伊
丹
を
取
り
戻
す
が
、
彼
か
ら
(
判
決
を
も
っ
て
)
剥
奪
さ
れ
た
所
領
を
(
取
り
戻

す
こ
と
は
)
な
い
L

戸
ラ
ン
ト
法
一
・
三
八
・
三
)
。

こ
の
条
項
は
寸
嫡
出
の
子
を
儲
け
る
こ
と
を
え
な
い
」
と
明
言
し
て
い
る
の
で
、

わ
れ
わ
れ
の
課
題
と
直
接
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
冒
頭
の
「

5
2
Z
な
者
」
が
具
体
的
に
誰
を
指
す
の
か
、

は
っ
き
り
特
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
「

E
R
Zな
者
L

は
、
後
段
で
寸
彼
の

z
n
Z
を
取
り
戻
す
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
⑤
の
ロ
ロ
巾
の
宮
が
②
お
よ
び
④
の

znz-

Z
凹
と
同
義
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
確
か
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
そ
の
後
L

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
が
生
ま
れ
な
が
ら
足
。
宮
]
O
印
だ
っ

た
の
で
は
な
く
、
(
あ
る
時
点
で

)
E
n
Zを
喪
失
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
(
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
ロ
宮
内
宮
な
者
L

の
中
に
は
、
。
H

「
5

2
E
に
生
ま
れ
た
者
」
お
よ
び
③
の
う
ち
「
決
闘
人
の
子
」
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
)
も
明
ら
か
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
中
に
こ
れ
に
先
行
す
る

rechtlosであって echtlosではない者

②
お
よ
び
④
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
吋

R
Z
-
g
な
者
」
あ
る
い
は

J
R
F
2
2
と
宣
告
さ
れ
た
者
L

の
う
ち
ど
れ
が
含
ま
れ
る
か
で
あ

る
結
論
的
に
言
う
と
、
⑤
の

J
S
R
Z
な
者
L

は
、
直
前
の
条
項
④
の
「
(
判
決
を
も
っ
て
)

B
n
y己

g
と
宣
告
さ
れ
た
者
」
を
承
げ
ま
た

そ
れ
だ
け
を
指
し
て
い
る
。
④
の

J
R
z
z
m
と
宣
告
さ
れ
た
者
L

か
ら
は
寸
ア
イ
ゲ
ン
と
レ

l
ン
が
剥
奪
さ
れ
(
て
い
)
る
」
。
⑤
の
末
尾

で
は
「
彼
か
ら
剥
奪
さ
れ
た
所
領
L

に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
よ
ロ

R
Z
な
者
」
は
④
の
「
上
級
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
た
者
」

北法41(5-6・147)2193

を
承
け
て
い
る
、

と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
「
嫡
出
の
子
を
儲
け
る
こ
と
を
え
な
い
」

の
が
、
④
の

「
上
級
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
た
者
L

に
限
定
さ
れ
る
、

と
速
断
し
て
は
な
ら
な
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
④
は
も
と
も
と

「
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
犯
罪
」
を
犯
し
て
逃
亡
し
い
つ
ま
で
も
裁
判
所
に
出
頭
し
よ
う
と
し
な



説

い
者
に
対
し
て
、
法
廷
で
有
罪
の
判
決
を
受
け
た
場
合
と
同
じ
制
裁
を
科
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

ア
イ
ゲ
ン
と
レ

1
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論

ン
の
剥
奪
に
つ
い
て
述
べ
た
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
「
嫡
出
の
子
を
儲
け
る
こ
と
を
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
、
「
上
級
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら

れ
た
者
L

に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
②
の
「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
(
な
ど
)
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
(
刑
罰
を
請
戻
し
)
た
者
」

む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

に
つ
い
て
は
、

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
、
@
の
「
(
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
)
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
(
刑
罰
を
請
戻
し
)

た
者
」

の
ム
中
に
は
、

わ
れ
わ
れ
の
求
め
る

J
R
Z
Z
m
で
あ
っ
て
(
し
か
も

)
2
z
z
m
で
は
な
い
者
」
は
ま
ず
い
な
い
、

と
見
当
を
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

( 

一一一) 

し
か
し
、
活
。

z
z
m
な
者
は
以
上
に
数
え
た
も
の
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
条
項
が
あ
る
。

⑥ 

「
聖
職
者
の
子
お
よ
び
ロ
ロ

R
Z
に
生
ま
れ
た
者
、
こ
れ
ら
の
者
に
人
は
贈
罪
金
と
し
て
:
:
:
車
一
台
分
の
乾
草
を
与
え
る
。

遊
芸
人
お
よ
び
体
僕
へ
と
身
貰
を
す
る
者
す
べ
て
、
こ
れ
ら
の
者
に
人
は
贈
罪
金
と
し
て
人
の
影
法
師
を
与
え
る
。
決
闘
人
お

よ
び
彼
等
の
子
、
こ
れ
ら
の
者
に
人
は
蹟
罪
金
と
し
て
陽
光
を
反
射
す
る
楯
の
一
閃
を
与
え
る
。
二
つ
の
答
と
一
つ
の
挟
が
、

窃
盗
ま
た
は
強
盗
ま
た
は
そ
の
他
の
事
件
を
も
っ
て
彼
等
の

E
n
Z
を
喪
失
し
た
者
の
購
罪
金
で
あ
る
」
(
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五

-九)。

い
わ
ゆ
る
「
か
ら
か
い

あ
る
い
は
、
見
せ
か
け
)
の
贈
罪
金
」
で
あ
る
が
、

」
の
条
項
で
は
最
後
の
窃
盗
ま
た
は
強
盗
な
ど
の
犯
罪
を
犯

し
た
者
に
つ
い
て
「
彼
等
の
足
。
宮
を
喪
失
し
た
L

と
言
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、

そ
れ
以
外
の
者

あ
る
い
は
、
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
者

す
べ
て

が
z
n
y己
om
で
あ
る
こ
と
を
示
す
明
示
の
文
言
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
登
場
し
て
く
る
者
が
大
部
分
す
で
に
②
に
挙
げ
ら

「
ロ
ロ
ゅ
の
宮
な
人
々
の
購
罪
金
は
ご
く
僅
か
な
利
益
し
か
与
え
な
い
け
れ

(
取
得
す
べ
き
)
罰
金
が
つ
づ
く
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
L

(

ラ
ン
ト

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
⑥
の
直
後
に
は
、

れ
て
い
た
者
で
あ
る
、

ど
も
、

そ
れ
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は

そ
の
贈
罪
金
に
裁
判
官
の



法
三
・
四
五
・
一

O
)
、
お
よ
び
、
よ
ロ

R
宮
な
人
々
は
人
命
金
を
も
た
な
い
L

(

ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
一

二
と
い
う
こ
つ
の
条
項
が
つ
づ
い

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
項
の

J
B
R
E
な
人
々
」
が
⑥
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
人
々
を
承
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

5
2
Z
の
語

B
n
y己
O
印
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
か
ら
、
⑥
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
人
々
は
間
接
的
に

は

(
す
で
に
⑤
に
つ
い
て
見
た
よ
う
に
)

は

z
n
y己
g
と
言
わ
れ
て
い
る
、

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
先
の
②
と
こ
の
⑥
を
精
密
に
比
較
し
て
み
る
と
、
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
@
の
「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
を
一
示
談
に
し
た
者
」
が

⑥
の
寸
窃
盗
ま
た
は
強
盗
(
な
ど
)
を
も
っ
て
彼
等
の

z
n
Z
を
喪
失
し
た
者
」
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
は
不
明
確
な
も
の
の
、
そ
れ
を
除

く
@
・
⑧
・
@
・
⑥
は
す
べ
て
⑥
に
再
び
登
場
し
て
く
る
。
逆
に
、
②
に
は
姿
を
見
せ
ず
こ
の
⑥
に
新
た
に
登
場
し
て
く
る
の
は
、
文
言

上
は
「
聖
職
者
の
子
」
と

1

体
僕
へ
と
身
責
を
し
た
者
」
で
あ
る
が
、
前
者
が
@
の
「

5
2
E
に
生
ま
れ
た
子
」
に
含
ま
れ
る

あ
る
い

は
、
む
し
ろ
そ
の
代
表
的
事
例
で
あ
る
)
こ
と
は
言
う
ま
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
⑥
に
よ
っ
て
新
た
に

B
n
y円
宮
田
と
確
認
で
き
る
の
は
、

⑥
「
体
僕
へ
と
身
売
を
し
た
者
」
(
だ
け
)

で
あ
る
。

rechtlosであって echtlosではない者

も
う
一
つ
次
の
条
項
が
あ
る
。

⑦ 

「
な
ん
び
と
も
彼
に
生
ま
れ
つ
き
具
わ
っ
て
い
る

(
H
彼
の
生
得
の
法
)

以
外
の

z
n
Z
を
獲
得
す
る
こ
と
を
え
な
い
。
し
か

る
に
彼
が
法
廷
で
彼
の

話
。
宮
を
却
け
、

さ
ら
に
彼
が
自
分
に
他
の
『
ゅ
の
宮
を

(
生
得
の
)

H
自
分
は
他
の
法
を
も
っ
と

、王

張
す
る
場
合
、
も
し
そ
の
こ
と
を
彼
が
立
証
し
え
な
い
な
ら
ば
、
彼
は
(
そ
れ
ら
の

z
n
Z
を
)
二
っ
と
も
喪
失
す
る
」
(
ラ
ン
ト

北法41(5-6・149)2195

法
一
・
一
六
・
二
。

こ
の
場
合
、
生
得
の

z
n
Z
以
外
の
円

R
Z
を
主
張
し
て
そ
の
立
証
に
失
敗
し
た
者
は
、
「
(
そ
れ
ら
の

z
n
z
t
g
二
っ
と
も
喪
失
す
る
」

の
だ
か
ら
、
足
。
宮
が
な
い
状
態
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
@
寸
法
廷
で

B
n
E
を
却
け
他
の

(
生
得
の
)

目。

Z
を
主
張
し
(
そ
の
立
証
に
失
敗
し
)
た
者
L

も、

z
n
y己
C
印
な
者
の
中
に
数
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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以
上
、
@
か
ら
@
ま
で
数
え
て
き
た
が
、
こ
れ
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に

J
・2
Z吉
田
な
者
」
と
し
て
登
場
す
る
者
の
す
べ
て
で

ホ
り
ヲ
令
。

主A
H冊

次
に
本
節
で
は
、
以
上
に
数
え
て
き
た

J
R
Z
Z印
な
者
」
同
志
の
間
で
そ
の
法
的
地
位
(
な
い
し
、
権
能
)
に
何
か
相
違
が
認
め
ら
れ

な
い
か
、

と
い
う
点
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
検
討
す
る
。
も
し
こ
れ
ら
の

J
R
Y片
付
あ
な
者
」
が
そ
の
法
的
地
位
(
な
い
し
、
権
能
)
を
す
べ

(
そ
の
中
に
は
「
嫡
出
の
子
を
儲
け
る
こ
と
を
え
な
い
者
」
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
)

て
同
じ
く
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

J
ゅ
の
宮
Z
∞
で
あ
っ

て

R
宮
Z
m
で
は
な
い
者
L

な
ど
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
だ
ろ
う
か
ら
|
|
。

(
一
)
ま
ず
、

5
n
y円
Z
∞
な
者
の
聞
に
お
け
る
法
的
地
位
(
な
い
し
、
権
能
)

の
具
体
的
な
相
違
を
一
不
す
も
の
と
し
て
は
、
次
の
条
項
が
あ

る

⑧ 

「
た
と
え
あ
る
者
が
遊
芸
人
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は

5
2
Z
に
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、
彼
は
、
人
が
彼
に
対
し
て
決
闘
人

を
差
し
向
け
う
る
よ
う
な
、
強
盗
や
窃
盗
の
(
同
身
分
)
仲
間
で
は
な
い
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五

0
・二)。

こ
の
条
項
に
お
い
て
は
、
⑧
の
「
遊
芸
人
」
と
@
の
「

5
2
Z
に
生
ま
れ
た
者
」
が
、
明
示
的
に
「
強
盗
や
窃
盗
」

l
t
し
た
が
っ

て
、
(
⑫
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
百
)
少
な
く
と
も
⑥
の
「
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
た
者

L
!と
対
置
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ

の
相
違
は
「
決
闘
人
を
差
し
向
け
う
る
」
か
否
か
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
人
が
彼
に
対
し
て
決
闘
人
を
差
し
向
け
う
る

よ
う
な
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
の
は
次
の
条
項
で
あ
る
。

北法41(5-6・150)2196



⑨ 

「
彼
等
の

5
与
け
を
強
盗
ま
た
は
窃
盗
を
も
っ
て
喪
失
し
た
者
が
あ
り
、
彼
等
が

(
の
ち
に
)
再
び

人
か
ら
)
窃
盗
ま
た
は

強
盗
の
罪
に
つ
き
責
を
問
わ
れ
る
場
合
に
は
、
彼
等
は
彼
等
の

否
認
)
宣
誓
を
も
っ
て
潔
白
に
な
る

H
訴
を
却
け
責
を
免
れ

る
)
こ
と
を
え
な
い
。
彼
等
は
(
そ
の
場
合
)
三
つ
の
選
択
(
肢
)
を
も
っ
。
す
な
わ
ち
、
〔
灼
熱
し
た
〕
鉄
を
(
手
で
)
も
つ
こ

と
、
ま
た
は
沸
騰
す
る
釜
の
中
に
(
手
を
)
肘
ま
で
入
れ
る
こ
と
、

ま
た
は
決
闘
人
に
対
し
て
自
分
を
守
る
こ
と
」
(
ラ
ン
ト
法

一
・
三
九
)
。

こ
の
条
項
は
⑧
よ
り
も
前
に
出
て
く
る
の
で
、
⑧
の
「
強
盗
や
窃
盗
」
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
こ
の
⑨
の
「
彼
等
の
円
ゅ
の
宮
を
強
盗
ま
た

は
窃
盗
を
も
っ
て
喪
失
し
た
者
し
を
指
し
て
い
る
。
彼
等
は
再
び
強
盗
ま
た
は
窃
盗
の
罪
に
問
わ
れ
た
と
き
、
も
は
や
「
(
否
認
)
宣
誓
」
を

用
い
て
訴
を
却
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、

(
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
)
決
闘
人
を
相
手
に
戦
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
⑧
は
、
遊

芸
人
や
ロ
ロ

R
宮
に
生
ま
れ
た
者
は
彼
等
と
ち
が
い
、
強
盗
や
窃
盗
に
つ
い
て
責
を
問
わ
れ
た
と
き

い
る
と
と
が
で
き
、
少
な
く
と
も
)
決
闘
人
を
相
手
に
し
て
戦
う
必
要
は
な
い
、

(
も
し
か
す
れ
ば
「
(
否
認
)
宣
誓
」
を
用

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

rechtlosであって echtlosではない者

こ
う
し
て
、
同
じ
く

g
n
y己
g

な
者
で
あ
っ
て
も
、
⑮
の
寸
遊
芸
人
L

お
よ
び
@
の
「
ロ
ロ
ゅ
の
宮
に
生
ま
れ
た
者
L

と
、
@
の
「
(
生
命

犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
」
と
で
は
、

り
し
た
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
訴
訟
(
な
い
し
、
証
明
)
手
続
上
の
地
位
に
つ
い
て
、

は
っ
き

ま
た
は
手
に
及
ぶ
)

(
ニ
)
こ
う
し
た
相
遣
を
念
頭
に
置
い
て
読
む
と
、
次
の
二
つ
の
条
項
は
わ
れ
わ
れ
の
課
題
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
に
見
え
て

く
る
で
あ
ろ
う
。

北法41(5ーか151)2197 

(
訂
)

(
H吋
mMny己
。
印
)

⑩
「
人
が
誰
か
を
出
生
に
よ
り
ま
た
は
生
業
に
よ
り
ロ
ロ

R
芹

彼
等
の

z
n
Z
に
つ
い
て
完
全
な
者

と
主
張
す
る
場
合
、
そ
れ
を
主
張
す
る
者
は
、

で
、
彼
に
対
し
て
そ
の
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ

と
自
分
と
も
七
人

人

(
の
証
人
)

ば
な
ら
な
い
」
(
ラ
ン
卜
法
三
・
二
八
・
こ
。
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⑪ 

寸
し
か
る
に
人
が
、
彼
は
窃
盗
ま
た
は
強
盗
を
も
っ
て
法
廷
で
彼
の
目
。
宮
を
喪
失
し
た
、

と
主
張
す
る
場
合
に
は
、

そ

の

北法41(5-6・152)2198

こ
と
を
裁
判
官
は

(
彼
の
た
め
に
判
決
を
発
見
す
る
人
々
六
人
と
|
|
後
掲
・
⑫
を
参
照
)
自
分
と
も
七
人

(
の
証
人
で
)
立
証
し

論

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
{
ラ
ン
ト
法
三
・
二
八
・
二
)
。

⑩
の
「
出
生
に
よ
り
ま
た
は
生
業
に
よ
り

C
D
2
Z
(
H円
R
Z
Z印
)
な
者
」
の
中
に
、
@
の
よ

5
n
Z
に
生
ま
れ
た
者
」
、
@
の
「
決
闘

人
お
よ
び
彼
等
の
子
ヘ

⑧
の
「
遊
芸
人
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
、

ま
た
、
⑪
の
「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
を
も
っ
て
法
廷
で
彼
の
月
号
門
を
喪
失

し
た
者
」
が
そ
の
ま
ま
@
の
寸
(
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
)
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
(
刑
罰
を
請
戻
し
)
た
者
」
で
あ
る
こ
と
は
改
め

て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、

た
っ
た
今
見
た
よ
う
に
、
⑮
お
よ
び
@
と
、
@
と
の
間
に
は
、
訴
訟

(
な
い
し
、
証
明

手

続
上
の
地
位
に
つ
い
て
具
体
的
な
栢
違
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
⑩
・
⑪
の
両
条
項
は
、

そ
う
し
た
相
違
を
一
般
的
な
形
で

述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
て
、
こ
の
訴
訟

な
い
し
、
証
明
)

手
続
上
の
相
違
は
、
同
じ
く

B
n
z
z
m
と
さ
れ
て
い
る
者
の
間

に
存
在
す
る
法
的
地
位
の
相
違
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

わ
れ
わ
れ
は
し
か
し
、
結
論
を
急
ぐ
前
に
、
残
っ
て
い
る
⑪
の
「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
を
示
談
に
し
た
者
L

、
⑥
の
寸
体
僕
へ
と
身
売
を

し
た
者
」
、
@
の
寸
法
廷
で
(
生
得
の
)
吋
ゅ
の
伊
丹
を
却
け
他
の

E
n
Z
を
主
張
し
た
者
L

に
つ
い
て
、
彼
等
が

B
n
y
F
)印
で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
場
合
、
⑩
と
⑪
い
ず
れ
の
手
続
に
よ
っ
た
の
か
、
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

単
一
の
ケ

1
ス
を
述
べ
た
⑪
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
⑪
に
も
、
円

R
Z
を
喪
失
し
た
契
機
な
い
し
原
因
と
し
て
、
「
(
窃
盗
ま
た
は
強
盗
な
ど
の
)
犯
罪
を
も
っ
て
L

と
「
法
廷

で
L

と
い
う
二
つ
の
要
因
が
含
ま
れ
て
い
る
。
か
り
に
前
者

(
H
犯
罪
)
が
⑩
と
⑪
を
分
け
る
決
定
的
指
標
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
⑩
に
含

ま
れ
う
る
の
は
(
窃
盗
と
強
盗
を
示
談
に
し
た
)
⑬
の
み
で
あ
っ
て
、
(
犯
罪
と
は
関
係
の
な
い
)
⑥
と
@
は
⑩
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
逆

こ
の
場
合
、
基
準
に
と
り
や
す
い
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

(
複
数
の
ケ
l
ス
を
含
む
⑩
で
は
な
く
て
)

に
、
後
者
(
リ
法
廷
で

z
n
E
を
喪
失
し
た
こ
と
)
が
決
定
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
(
⑤
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
)
(
事
件
を
法
廷
に
持
ち
出
さ
な



か
っ
た
)
⑮
は
⑩
に
含
ま
れ
、
(
法
廷
で

z
n
Z
を
喪
失
し
た
)
@
が
⑪
に
属
す
る
と
い
う
、
(
ほ
と
ん
ど
)
正
反
対
の
結
果
に
到
達
す
る
。

し
た
が
っ
て
右
の
問
に
答
え
る
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
⑩
と
⑪
を
分
け
る
決
定
的
な
指
標
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
三
)
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
次
の
条
項
で
あ
る
。

⑫ 

「
人
が
し
か
し
ア
イ
ゲ
ン
を
譲
渡
し
、
ま
た
は
ア
イ
ゲ
ン
を
質
入
す
る
(
場
合
)
、
あ
る
い
は
あ
る
者
(
の
非
)
を
彼
の
「
ゅ
の
宮

(
の
喪
失
)
に
つ
き
、
ま
た
彼
の
生
命

に
つ
き
、
ま
た
は
彼
の
健
康

に
つ
曳
」

証
人
に
よ
り

H
手
の
切
断
刑
)

H
死
刑
)

立
証
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

ま
た
は
彼
か
ら
(
判

そ
の
者
が
法
廷
で
約
定
し
て
い
る
こ
と

H

ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
や
質
入

決
を
も
っ
て
)
剥
奪
さ
れ
て
い
る
も
の

(
H
彼
の
お

n
Z、
生
命
、
健
康
)
、

見
す
る
人
(
相

そ
れ
に
つ
い
て
は
裁
判
官
が
、
彼
の
た
め
に
判
決
を
発

rechtlosであって echtlosではない者

(
六
人
)
と
自
分
と
も
七
人
で
、
証
人
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
八
・
一
)
。

こ
の
き
わ
め
て
重
要
(
で
あ
る
と
同
時
に
、
き
わ
め
て
難
解
)
な
条
項
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
、
⑪
の
裁
判
官
と
と
も
に
証
人

に
な
る
六
人
が
「
彼
の
た
め
に
判
決
を
発
見
す
る
人
々
」
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
こ
こ
に
は
、
寸
人
が
あ
る
者
の
生
命
ま
た
は
健
康

に
つ
き
(
そ
れ
が
)
法
廷
で
彼
か
ら
(
判
決
を
も
っ
て
)
剥
奪
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
、
つ
ま
り
⑪
の
1

窃
盗
ま
た
は
強
盗
を
も
っ
て
法
廷
で
彼

の
吋

2
Z
を
喪
失
し
た
こ
と
L

を
立
証
す
る
場
合
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
|
|
。
し
か
し
、
こ
の
⑫
と
の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な

る
こ
と
は
、

そ
れ
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
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こ
こ
で
も
う
一
度
@
の
ケ

i
ス
を
ふ
り
返
っ
て
み
よ
う
。
寸
彼
は
法
廷
で
彼
の
百
円
宮
を
却
け
、
(
自
分
は
)
他
の
目
。
宮
を

(
も
っ
と
)
主
張
」
し
て
、
そ
の
立
証
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
彼
は
(
そ
れ
ら
の
お
円
宮
を
)
一
一
っ
と
も
喪
失
す
る
」
と
い
う
の

は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
二
つ
の

z
n
Z
が
自
然
に
な
く
な
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
え
な
凶
。
(
彼
が
自
分
の
も
の
と
主
張
し
た
別
の

z
n
z

(
生
得
の
)

目
。
宮
」
が

判
決
を
も
っ
て
)
剥
奪
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て

は
立
証
で
き
な
か
っ
た
の
だ
か
ら

お
そ
ら
く
「
彼
の

(
生
得
の
)



説

@
は
⑫
の
「
人
が
あ
る
者
の

E
n
Z
に
つ
き
(
そ
れ
が
)
法
廷
で
彼
か
ら
(
判
決
を
も
っ
て
)
剥
奪
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
立
証
す
る
L

ヶ
l
ス

に
含
ま
れ
、
そ
の
た
め
に
は
⑫
(
し
た
が
っ
て
、
⑪
)
の
手
続
を
要
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
⑩
と
⑪
を
分
け
る
決
定
的
な
指
標
は
、
吋

R
Z
喪
失
の
契
機
な
い
し
原
因
が
「
(
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
)

犯
罪
」
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
決
定
的
な
指
標
は
む
し
ろ
、
『

2
Z
の
喪
失
が
法
廷
で
お
こ
な
わ
れ
(
さ
ら
に
、

三Aa聞

判
決
を
も
っ
て

z
n宮
が
剥
奪
さ
れ
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
判
決
を
も
っ
て

B
n
Z
Z∞
と
宣
告
さ
れ
)

た
か
ど
う
か
、

と
い
う
点
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
⑩
の
証
人
が
「
主
張
者
(
本
人
)
と
彼
等
の

E
n
y円
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
人
々
(
六
人
)
」
で
あ
る
(
と
直
接
に
は
裁
判
所

の
に
対
し
て
、
⑫
の
証
人
が

に
お
け
る
機
能
と
関
係
し
な
い
表
現
に
な
っ
て
い
る

「
裁
判
官
と
彼
の
た
め
に
判
決
を
発
見
す
る
人
々

人
)
」
と
す
べ
て
(
当
該
)
裁
判
所
の
機
能
を
担
う
人
々
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
は
、

〉つ。

ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

J
2
z
-。
印
な
者
」
の
う
ち
ま
だ
残
っ
て
い
る
⑨
の
「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
を
示
談
に
し
た
者
」
は
(
事
件
は
法

廷
に
持
ち
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
)
当
然
⑩
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
の
⑥

H
「
体
僕
へ
と
身
売
を
し
た
者
」
に
つ

い
て
は
な
お
疑
問
が
残
る
。
「
体
僕
へ
の
身
売
」
に
は
、
法
廷
外
で
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
と
法
廷
で
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
右
の
よ

う
な
理
解
に
立
て
ば
、
前
者
は
当
然
⑩
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は

法
廷
で
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
判
決

を
も
っ
て

B
n
F己
g
と
宣
告
さ
れ
た
り
、

問
題
が
残
る
。

し
か
し
こ
の
問
題
は
次
節
で
「
体

お
円
宮
を
剥
奪
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で

僕
へ
と
身
売
を
し
た
者
L

を
検
討
す
る
際
に
併
せ
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
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(六



本
節
で
は
、
前
節
の
結
論
に
従
っ
て
、

て
、
こ
れ
ま
で
に
触
れ
な
か
っ
た
も
の
を
も
含
め
、
彼
等
の
法
的
地
位
に
関
係
し
そ
う
な
史
料
的
所
見
を
検
討
す
る
。

⑦
を
除
く
と
、

わ
れ
わ
れ
が

「
B
n
y同
宮
田
な
者
」

と
し
て
列
挙
し
た
者
の
う
ち
@
・
⑮
・
@
・
⑮
・
⑥
に
つ
い

と
言
っ
て
も
実
は
、

(
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
以
外
の

史
料
的
所
見
は

(
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
る
か
)

き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
こ
れ

ま
で
本
稿
で
挑
戦
し
て
い
る
課
題
の
解
決
を
困
難
に
し
て
き
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
が
、
以
下
に
お
い
て
は
ま
ず
、
最
も
有
力
な
示
唆
を
含

む
⑥
け
「
体
僕
へ
と
身
売
を
し
た
者
」
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
。

(
一
)
体
僕
へ
の
身
売
に
関
し
て
次
の
二
つ
の
条
項
が
あ
る
。

⑬
 

に
従
っ
て
(
主
人
に
)
属
し
て
い
る
場
合
」
(
ラ
ン
ト
法
三
・
三
二
・
八
)
。

(
M
A
)
 

す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
で
は
、
体
僕
の
(
正
式
な
)
譲
渡
は
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
と
同
じ
く
相
続
人
の

承
諾
を
得
て
法
廷
で
お
こ
な
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
い
わ
ゆ
る
「
法
廷
譲
渡
」

l
|
た
だ
し
裁
判
官
の
許
可
は
要
し
な
い
)
。
体
僕
へ
の
身

売
も
「
自
己
譲
渡
L

(

印ぬ
w
mゆ〈

g)
で
あ
る
か
ら
、
正
式
な
そ
れ
は
こ
れ
と
同
じ
手
続
を
必
要
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
⑬
の

rechtlosであって echtlosではない者

「
誰
で
あ
れ
法
廷
で
体
僕
へ
と
身
売
を
す
る
(
印
包
内
需
〈

g)
者
が
あ
れ
ば
、
彼
の
相
続
人
は
そ
れ

(
H
身
売
)
を
百
一
昨
日
各
百

(
裁
判
手
続
を
経
て
、
あ
る
い
は
、
判
決
を
得
て
)
否
認
し
、
彼
を
彼
の
自
由
(
身
分
)
(
印
吉
耳
目
)
へ
と
連
れ
戻
す
こ
と
が
で
き
る
」

ラ
ン
ト
法
三
・
三
二
・
七
)
。

⑬ 

「
し
か
る
に
、
主
人
が
彼
を
彼
の
死
に
い
た
る
ま
で
(
体
僕
と
し
て
)
保
持
す
る
な
ら
ば
、
彼

(
H
主
人
)

の
遺
産
を
取
得
し
、
ま
た
彼

(
H
体
僕
)
が
身
売
後
儲
け
た
彼
の
子
を
も
(
取
得
す
る
)
、
彼
等
(
子
)

は
彼

(
H
体
僕
)

の

死
後
彼

(
H
体
僕
)

カヨ
彼
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(
日
体
僕
で
あ
る
父
)



説

寸
法
廷
(
で
の
)
身
売
L

に
関
連
し
て
、
相
続
人
の
異
議
申
立
を
認
め
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
問
題
は
そ
の
異
議
申
立
が
い
つ
(
ま
で
に
)

お
こ
な
わ
れ
る
か
で
あ
る
。

三A、
民間

(
法
廷
で
の
)

身
売
の
際
に
そ
の
場
に
居
合
せ
れ
ば
、
彼
は
直
ち
に
異
議
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
相
続
人
が

し
か
し
そ
の
場
合
に
は
、
(
相
続
人
の
承
諾
が
な
か
っ
た
わ
け
だ
か
ら
)
身
売
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
⑬
の
末
尾

に
は
「
彼
を
彼
の
自
由
(
身
分
)
へ
連
れ
戻
す
」
と
あ
る
か
ら
、
⑬
は
(
法
廷
)
身
売
が
成
立
し
た
の
ち
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、

(
お
そ
ら
く
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
法
廷
で
は
承
諾
を
与
え
て
い
な
い
)
相
続
人
の
異
議
申
立
は
(
法
廷
)
身
売
の
後
に
(
も
)
お
こ

な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
ひ
き
つ
づ
き
⑭
は
、
「
主
人
が
彼
を
彼
の
死
に
い
た
る
ま
で

(
体
僕
と
し
て
)

保
持
す
る
L

場
合
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
か
ら
、

相
続
人
の
異
議
申
立
は
身
売
を
し
た
体
僕
の
存
命
中
な
ら
い
つ
で
も
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
見

え
る
。
さ
ら
に
⑭
は
、
身
売
を
し
た
体
僕
が
、
死
に
い
た
る
ま
で
体
僕
と
し
て
と
ど
ま
っ
た
い
た
場
合
に
も
、
主
人
が
取
得
で
き
る
遺
産
を

(
少
な
く
と
も
文
言
上
)
(
前
述
し
た
よ
う
な
)

お
よ
び
、
彼
の
子
の
う
ち
主
人
が
取
得
で
き
る
の
は
、
「
彼
の
身
売
後
に
生
ま
れ
た
子
で
、
彼
に
従
っ
て
主
人
に
属
し

て
い
る
者
L

に
限
ら
れ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
身
売
を
し
た
体
僕
は
自
分
の
財
産
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
、
少
な
く
と
も
身
売
前
に
生

も
っ
て
い
る
こ
と
、

ま
れ
た
子
は
彼
に
従
い
体
僕
と
し
て
主
人
に
属
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
「
(
法
廷
で
)
体
僕
へ
と
身
売
を
し
た
者
」
が
わ
れ
わ
れ
の
求
め
る

J
2
z
z
m
で
あ
っ
て
(
し
か
も
)

R
Y己
g
で
は
な
い
者
L

に
き
わ
め
て
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
彼
が
遺
産
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
明
言
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
彼
に
は
(
す
で
に
身
売
前
に
生
ま
れ
た
子
だ
け
で
な
く
)
身
売
後
に
生
ま
れ
「
彼
に
従
っ
て
(
主
人
に
)
属
し
て
い
な
い
子
L

が
あ
(
り

う
)
る
。
あ
と
彼
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
何
よ
り
も
出
生
身
分
で
あ
ろ
う
。
も
し
彼
が
身
売
後
も
出
生
身
分
を
保
持
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

彼
は
そ
の
後
で
も

(
F
m
E
B
な
)
妻
を
姿
り
彼
と
同
等
出
生
身
分
の
子
を
儲
け
る
こ
と
が
可
能
な
は
ず
だ
か
ら
|
|
(
も
ち
ろ
ん
、
寸
彼
を
彼
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の
自
由
(
身
分
)

の
中
へ
連
れ
戻
す
」
と
い
う
表
現
は
こ
う
し
た
想
定
の
障
碍
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
論
ず
る
)
。

(
ニ
)
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
想
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、

も
と
も
と
著
者
ア
イ
ケ
自
身
が
書
い
た
テ
キ
ス
ト

H

「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
)

で
は
①
の
直
後
に
つ
づ
い
て
い
た
次
の
条
項
で
あ
る
。

⑮
 

つ
ま
り
(
父
方
・
母
方
)
二
人
の
祖
父
と
二
人
の
祖
母
(
の
代
)

「
い
か
な
る
者
で
あ
れ
、
彼
の
四
人
の
祖
先
か
ら

(
〈
山
口
)

カ〉

ら
、
ま
た
父
と
母
(
の
代
)
か
ら
、
彼
の

z
n
E
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
(
え
)
な
い
な
ら
ば
、

な
ん
ぴ
と
も
そ
の
者
を
彼
の

σ。丘

に
つ
い
て
非
難
す
る
こ
と
を
え
な
い
、
彼

(
H
そ
の
者
)
が
彼
の
吋

2
Z
を
喪
失
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
L

(

ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・

一一一)。

こ
の
条
項
は
、
表
面
的
に
文
言
だ
け
追
っ
て
い
く
と
、
父
や
母
は
も
と
よ
り
祖
父
や
祖
母
の
一
人
が
「
彼
(
等
)

の

5
n
Z
に
つ
い
て
非

難
さ
れ
う
る
L

、

rechtlosであって echtlosではない者

つ
ま
り
「
誌
の

Z
E∞
な
者
L

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
孫
・
子
の
(
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
子
孫
の
)
出
生
身
分
に
ま
で
及
ぶ
、

と
い
う
趣
旨
に
読
ま
れ
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
こ
と
は
字
義
通
り
に
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

特
に
前
掲
・
①
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
す
れ
ば
、
こ
の
条
項
は
次
の
よ
う
な
含
意
を
も
ち
う
る
の
で
あ
る
。

自
由
人
が
体
僕
へ
と
身
売
を
す
れ
ば
、
彼
は
①
の
意
味
で
は

z
n
E己

g
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
者
が
す
べ
て

2
Z
Z印

あ
る

(
参
審

に
な
り
彼
の
出
生
身
分
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
彼
自
身
が
(
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
犯
罪
を
犯
し
法
廷
で

)
B
n
Z
を
喪
失
し
た
場
合
を
除
き

(
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
は
、
彼
は
当
然
①
の
意
味
で

R
Z
Z∞
に
も
な
る
)
、
彼
が
少
な
く
と
も
祖
父
母
の
代
か
ら
そ
の

E
n
E
に
つ
い
て
非
難

す
る
余
地
の
な
い
(
参
審
)
自
由
人
の
血
を
承
け
て
い
れ
ば
、
彼
が
た
と
え
体
僕
へ
と
身
売
を
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
(
必
ず
し
も
)
彼
の
出

生
身
分
を
損
な
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
⑬
の
末
尾
に
は
「
彼
を
彼
の
自
由
(
身
分
)

へ
連
れ
戻
す
」
と
明
言
し
て
い
る
か
ら
、

寸
法
廷
身
売
」
が
お
こ
な
わ
れ
(
て
し

た
場
合
に
は
彼
は
出
生
身
分
を
喪
失
す
る
、

と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
⑬
は
寸
法
廷
身
売
」
の
こ
と
だ
け
を
述
べ
て
お
り
、

ま
つ
)
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説

法
廷
外
で
お
こ
な
わ
れ
た
身
売
の
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
彼
の
出
生
身
分
は
ど
う
な
る
の
か
(
彼
が
法
廷
外
で
、

5命

い
わ
ば
私
的
に
、
体
僕
へ
と
身
売
を
す
れ
ば
、
彼
の
出
生
身
分
は
自
ず
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か
)
。
さ
ら
に
⑬
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
法

廷
身
売
L

の
場
合
に
つ
い
て
(
さ
え
)
、
相
続
人
が
(
彼
の
存
命
中
な
ら
)
い
つ
で
も
身
売
に
異
議
を
唱
え
て
彼
を
自
由
(
身
分
)

と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
連
れ
戻
さ
れ
た
あ
と
彼
の
出
生
身
分
あ
る
い
は

E
n
Z
は
ど
う
な
る
の
か

へ
連
れ
戻
す

こ
と
が
で
き
る
、

た
と
え
ば
彼
が
も

と
も
と
参
審
自
由
人
で
あ
っ
て
も
、
一
旦
は
体
撲
関
係
の
中
に
身
を
置
い
た
の
だ
か
ら
、
解
放
さ
れ
た
体
僕
や
家
人
と
同
じ
く
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
し
か

取
得
で
き
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
自
由
身
分
へ
連
れ
戻
さ
れ
た
の
ち
も
、
彼
が
一
時
的
に
せ
よ
出
生
身
分
を
失
っ
た
こ
と
で
、
彼
の
出
生
身
分
は
非
難

さ
れ
う
る

(
H
何
か
欠
け
た
と
こ
ろ
の
あ
る
)
も
の
に
と
ど
ま
る
の
か
)
。

⑮
は
、
右
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
疑
問
に
対
し
て
は
明
確
な
解
答
を
与
え
て
く
れ
る
。
つ
ま
り
こ
う
で
あ
る
。

「
法
廷
身
売
」
の
場
合
で
も
、
彼
が
自
由
身
分
へ
連
れ
戻
さ
れ
る
と
、
彼
は

(
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
で
は
な
く

彼
の
出
生
身
分

(
た
と
え
ば
参
審
自
由
人
)

の
法
を
取
り
戻
し
、

し
か
も
彼
の
出
生
身
分
(
に
は
汚
点
が
残
ら
ず
、
そ
れ
)

は
な
ん
ぴ
と
に
よ
っ
て
も
非
難
さ
れ

え
な
い
。
ま
し
て
法
廷
外
で
身
売
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
に
は
、
彼
が
体
僕
関
係
か
ら
離
脱
し
た
あ
と
の
こ
と
に
つ
い
て
こ
れ
と
同
じ
こ
と

が
言
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
法
廷
外
の
身
売
に
よ
っ
て

(
彼
が
法
廷
で
他
の
者
か
ら
身
売
の
事
実
を
指
摘
さ
れ
れ
ば
、
①
の
意
味
で

znz-Bな
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
)
彼
の
出
生
身
分
ま
で
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
|
|
こ
れ
が
①
と
の
関
連
で
⑮
が
言
い

た
い
こ
と
な
の
で
は
な
い
の
か
。

こ
こ
で
も
う
一
度
①
を
読
み
直
し
て
み
よ
う
。
そ
の
末
尾
に
「
彼
等
(
子
)
が
彼
等
(
父
・
母
)

か
ら
体
僕
関
係
に
よ
っ
て
分
か
れ
て
い

な
い
か
ぎ
り
L

と
い
う
但
し
書
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
遺
産
の
相
続
に
つ
い
て
述
べ
た
他
の
条
項
で
は
、
遺
産
を
収
得
す
る
要
件
と
し

て
単
に
「
同
等
出
生
身
分
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
を
挙
げ
、

ぃ
。
し
た
が
っ
て
、
①
の
末
尾
に
だ
け
こ
の
よ
う
な
但
し
書
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
解
釈
の
た
め
の
傍
証
に

一
々
(
付
そ
う
と
思
え
ば
付
せ
る
の
に
)
こ
う
し
た
但
し
書
を
付
し
て
い
な
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は
な
る
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
⑮
は
寸
体
僕
へ
と
身
売
を
し
た
者
し
の
中
で
、
「
法
廷
で
身
売
を
し
現
に
体
僕
関
係

の
中
に
あ
る
者
」
に
つ
い
て
だ
け
は
、
「
彼
の
吋
ゅ
の
芹
を
法
廷
で
喪
失
し
た
者
」
と
同
列
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
@
の

「
体
僕
へ
と
身
売
を
し
た
者
L

に
つ
い
て
、
そ
の
閉
山
R
Z
Z
m応
waH
を
証
明
す
る
場
合
、
「
法
廷
で
体
僕
へ
と
身
売
を
し
た
者
」
だ
け
は
⑪
の

手
続
に
よ
る
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(
三
)
残
っ
た
③
・
⑮
・
@
・
@
に
つ
い
て
述
べ
る
べ
き
こ
と
は
多
く
な
い
。

rechtlosであって巴chtlosではない者

ま
ず
③
H
「
決
闘
人
と
彼
等
の
子
L

に
つ
い
て
|
|
。
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
⑩
に
属
す
る
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
決
闘
人
だ
け

が
「
彼
等
の
子
し
と
と
も
登
場
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
等
の
「
生
業
」
が
す
で
に
世
襲
化
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
彼
等
は
|
|
前
述
の
よ
う
に
「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
を
も
っ
て
彼
等
の
g
n
Z
を
喪
失
し
た
者
」
を
相
手
に
戦
う
が
、
そ
の
ほ
か
に

|
|
「
不
具
の
者
」
の
(
ほ
ん
ら
い
被
後
見
人
と
同
等
出
生
身
分
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
)
後
見
人
と
し
て
彼
に
代
っ
て
決
闘
を
お
こ
な
う
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
が
彼
等
に
関
す
る
史
料
的
所
見
の
す
べ
て
で
あ
る
。

次
に
⑧
リ
「
遊
芸
人
」
に
つ
い
て
|
|
。
彼
等
に
関
し
て
は
、

一
つ
は
贈
罪
金
の
上
で
⑦
の
「
体
僕
へ
と
身
売
を
し
た
者
L

と
肩
を
並

べ
て
い
る
こ
と

(
前
掲
・
⑥
)
、
も
う
一
つ
は
次
の
「
5
2
Z
に
生
ま
れ
た
者
」
と
と
も
に
「
彼
に
対
し
て
決
闘
人
を
差
し
向
け
う
る
よ
う

な
窃
盗
や
強
盗
の
仲
間
で
は
な
い
L

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
前
掲
・
⑧
)
、
以
上
二
つ
が
史
料
的
所
見
の
す
べ
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い

北法41(5-6・159)2205

て
は
い
ず
れ
も
す
で
に
述
べ
た
。

あ
る
。
「
C
D
R
Z
に
生
ま
れ
、

た
っ
た
今
触
れ
た
前
掲
・
⑧
の
ほ
か
次
の
よ
う
な
条
項
が

ま
た
は
自
分
を
2
z
z
m
(
H
B
n
y
己
。
凹
)
に
し
た
者
は
す
べ
て
、
彼
等
の
訴
(
訟
)
に
際
し
で
も
ま
た
彼
等
の

次
に
@
H
「
5
2
Z
に
生
ま
れ
た
者
し
に
つ
い
て
|
|
。
彼
等
に
関
し
て
は
、

決
闘
に
際
し
で
も
、

い
か
な
る
後
見
人
を
も
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
」
(
ラ
ン
ト
法
了
四
八
・
二
。
し
か
し
こ
れ
は
(
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
)



説

彼
等
の
法
的
地
位
が
他
の

J
R
Z
Z
m
な
者
」
と
同
じ
こ
と
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
し
で
補
足
さ
れ
た

一
条
項
は
、
ょ
の
宮
}
丘
ロ
仏
(
嫡
出
の
子
)
、

ω仏
己
主
ロ
己
(
自
由
身
分
の
子
)
、

m
m
g
E
E
(体
僕
H

不
自
由
身
分
の
子
)
し
の
ほ
か
に

J
2
2

-=:A 
首岡

}
内
吉
弘
(
正
規
の
婚
姻
で
は
な
い
が
、
公
然
の
ま
た
持
続
的
な
同
棲
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
子
、
し
た
が
っ
て
当
然
「
己
目
岳
円
に
生
ま
れ
た
子
し
に
含
ま
れ

る
は
ず
の
も
の
)
」
の
存
在
と
(
わ
れ
わ
れ
の
概
念
で
言
え
ば
)
そ
の
寸
準
正
L

の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
一
二
。

最
後
に
⑪

H

「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
を
示
談
に
し
た
者
L

に
つ
い
て
|
|
。
お
よ
そ
何
ら
か
の
犯
罪
の
示
談
に
つ
い
て
明
示
的
に
言
及
し
て

い
る
の
は
、
す
で
に
引
用
し
た
②
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
関
係
し
う
る
も
の
と
し
て
は
次
の
条
項
が
あ
る
。
「
し
か
し
な
が
ら
、

彼

(
H
あ
る
家
臣
)
が
故
殺
に
よ
っ
て

(己。吋門町門
U
Z
E
n
y
-
-
お
そ
ら
く
相
手
方
の
親
族
を
殺
害
し
そ
れ
を
償
う
た
め
に
)
彼
と
同
身
分
者
の
家

か
ら
所
領
を
(
レ

i
ン
と
し
て
)
受
領
し
て
も
、
(
こ
の
)
臣
従
関
係
が
相
続
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、

こ
の
家
臣
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
が
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
(
レ

l
ン
法
五
四
・
二
)
。
「
殺
人
L

(

H

故
殺
)
は
ラ
ン

{
加
)

ト
法
裁
判
所
で
は
も
ち
ろ
ん
「
生
命
刑

(H
こ
の
場
合
、
斬
首
刑
)
」
に
処
せ
ら
れ
、
犯
人
は
た
と
え
そ
れ
を
請
戻
し
て
も
吋

R
Z
Z印
に
な
る
。

さ
ら
に
、
「
(
ラ
ン
ト
法
上
)
話
。
芹
を
欠
く
者
は
す
べ
て
、

}
O
R
R
Z
(
H
レ
l
ン
法
上
の
お
円
宮
、
レ

l
ン
能
力
)
を
欠
く
L

臣
に
な
り
、
あ
ま
つ
さ
え
彼

(
H
同
身
分
者
)

(
レ
ー
ン
法
二
・
二

か
ら
、

も
し
こ
の
家
臣
の
「
殺
人
」
が
ラ
ン
卜
法
廷
で
裁
か
れ
て
い
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条

項
は
暗
黙
裡
に
「
示
談
」
の
ケ

l
ス
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
窃
盗
や
強
盗
を
示
談
に
し
た
者
L

の
法
的

地
位
に
つ
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
単
に
彼
等
が
「
窃
盗
や
強
盗
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
」
と
同
列
に
置
か
れ
る
は
ず
は
な
い
と
い
う

一
般
論
に
依
拠
す
る
だ
け
で
な
く
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
中
に
、
彼
等
が
お
よ
そ

znz-gに
な
っ
て
い
な

い
場
合
さ
え
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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結
び
に
代
え
て

以
上
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
探
索
の
旅
は
終
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
ア
イ
ケ
が
ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
一
で

J
2
Z
Z∞
で

あ
っ
て
(
し
か
も

)
R
Z
Z印
で
な
い
者
L

に
つ
い
て
言
及
し
た
と
き
主
に
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、

ほ
ぽ
間
違
い
な
く
「
(
特
に
法
廷
外
で
)

体
僕
へ
と
身
売
し
た
者
L

の
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
に
関
連
し
て
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
、
本
稿
の
結
び
に
代
え
た
い
。

第
一
。
体
僕
へ
の
身
売
が
で
き
る
の
は
(
少
な
く
と
も
主
に
)
自
由
人
に
限
ら
れ
る
。
熱
烈
な
自
由
(
身
分
)
の
擁
護
者
と
し
て
知
ら
れ

る
ア
イ
ケ
が
こ
の
問
題
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
も
ち
、

し
か
も
(
私
見
が
正
し
け
れ
ば
)
自
由
人
が
体
僕
関
係
の
中
に
入
っ
て
も
で
き
る
だ

よ
く
理
解
で
さ
る
こ
と
で
あ
る
。

け
自
由
身
分
が
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
を
心
を
砕
い
た
の
は
、

rechtlosであって echtlosではない者

と
こ
ろ
で
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
家
人
が
(
時
に
す
で
に

z
n
E
を
も
っ
と
さ
れ
る
一
方
で
)
時
に
こ
の
体
僕
と
同
列

に
置
か
れ
て
現
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
が
「
体
僕
L

に
つ
い
て
語
る
と
き
、
常
に
家
人
の
こ
と
を

重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
体
僕
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
こ
と
を
家
人
と
読
み
換
え
て
み
よ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
に
お
い
て
は
す
で
に
、
(
ほ

ん
ら
い
不
自
由
身
分
に
属
す
る
)
家
人
が
社
会
的
に
は
自
由
身
分
を
凌
駕
す
る
勢
い
を
見
せ
て
お
り
、
自
由
身
分
の
騎
士
の
中
に
も
家
人
関
係

北法41(5-6・161)2207 

の
中
に
入
る
者
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
ア
イ
ケ
は
、
「
(
生
ま
れ
な
が
ら
の
)
体
僕

(
H
家
人
)
」
に
対
し
て
は
彼
等
を

「
不
自
由
身
分
L

に
数
え
る
態
度
を
堅
持
し
つ
つ
、
体
僕

(
H
家
人
)
関
係
の
中
に
入
っ
た
自
由
人
に
つ
い
て
は
、
彼
等
が
で
き
る
だ
け
自
由

身
分
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

ま
た
、

で
き
る
だ
け
容
易
に
ま
た
完
全
に
自
由
身
分
に
復
帰
で
き
る
よ
う
に
論
理
を
組
み
立
て

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

J
R
E古
田
で
あ
っ
て
(
し
か
も
)
宮
}
邑
C
凹
で
は
な
い
者
」
を
め
ぐ
る
問
題
の
中
に
も
、
(
社
会
的



説

に
上
昇
し
つ
つ
あ
る
)
「
(
生
ま
れ
な
が
ら
の
)
の
家
人
」
に
対
す
る
彼
の
警
戒
的
な
い
し
敵
意
に
充
み
た
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

吾ム
ロ""

五
一
・
一
に
お
い
て
は
、
吋
ゅ
の
宮
}
。
∞
の
語
は
、

そ
の
外
延

(
H
B
n
Z
一g
と
さ
れ
る
者
の
範
囲
)

か
ら
見
て
、
広
狭
二
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ

北法41(5-6・162)2208

第
二
。
わ
れ
わ
れ
の
考
察
に
よ
っ
て
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
問
題
の
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
一
・

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

J
R
Z
F田
で
あ
っ
て
(
し
か
も

)
R
Z
Z
m
で
な
い
者
」
と

J
R
Z
Z
m
な
者
(
一
般
、
あ
る
い
は
、
そ
の
全
体
)
」
が
そ

れ
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
本
稿
で
わ
れ
わ
れ
が
悪
戦
苦
闘
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
問
題
も
、
(
か
な
り
の
程
度
)
こ
う
し
た
用
語
法
(
の
混

乱
)
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
。

そ
こ
で
、
当
然
次
の
よ
う
な
疑
問
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
ア
イ
ケ
は
、
な
ぜ
こ
れ
ら
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

に
そ
れ
ぞ
れ
別
な
名
称
(
な
い
し
、
属
性
)
を
与
え
な
か
っ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
、

R
Z吉
田
の
語
は
あ
ま
り
有
効
で
は
な
い
。

ony己
O
印
の
語
を
用
い
た
場
合
、
右
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
「
(
単
に
)
誌
の

z
z
m
な
者
」
と

J
R
Z
Z印
で
あ
っ
て
し
か
も

R
宮
]
。
∞
な

者
L

、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
か
ら

l
l。
そ
れ
な
ら
ば
ア
イ
ケ
は
、

た
と
え
ば
前
者
を

J
2
z
z
m
な
者
」
と
呼
び
、
後
者

を
「
〈
話
門
目
。
]
。
∞

(HEazm)
な
者
」
と
で
も
呼
べ
ば
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
疑
問
に
対
し
て
、
著
者
ア
イ
ケ
に
代
っ
て
完
全
な
形
で
解
答
す
る
こ
と
は
(
少
な
く
と
も
こ
の
小
稿
で
は
)

で
き
な
い
が
、
(
ア

イ
ケ
の
名
誉
の
た
め
に
)
次
の
二
つ
の
こ
と
だ
け
は
是
非
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
で
は
、
確
か

に
ぺ

R
Z
Z
m
の
語
が
(
そ
の
外
延
か
ら
見
て
)
広
狭
二
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
問
題
の
ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
一
を
唯
一
の

例
外
と
し
て
、

そ
れ
は
必
ず
「
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
(
司

R
F己
g
と
な
っ
)
た
者
」

(
H
右
の
意
味
で

J
R
Z
Z印
で
あ
っ
て
し
か
も

(
国
)

と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
「
彼
(
等
)
の
「

R
宮
を
喪
失
す
る
L

と
い
う
表
現
は
、
す
べ
て
寸
法
廷

巾
円
}
邑
。
凹
な
者
」
)
に
か
か
わ
っ
て
い
る
、

で
)
「
(
単
に
)

で

E
n
Z
を
喪
失
し
た
者
」
あ
る
い
は
寸
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
(
吋

R
Z
Z
m
に
な
っ
)
た
者
L

だ
け
に
か
か
わ
り
、
(
右
の
意
味

R
S己
g
な
者
」
を
含
ん
で
い
な
い
こ
と
。
こ
れ
ら
二
つ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
用
語
法
は
む



し
ろ
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
用
語
法
に
照
ら
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
ア
イ
ケ
は
も
ち
ろ
ん
「
(
単
に

)
z
n
y己
g
な
者
」
と

J
2
z
z
m

で
あ
っ
て
し
か
も

R
Z
E印
な
者
」

の
法
的
地
位
の
相
違
を
十
分
に
自
覚
し
て
い
た
、

た
と
え
ば
)
前
…

と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、

も
し

者
の
み
を

J
R
Z
E
m
な
者
」
と
呼
び
後
者
を

J
1
E
]
g
な
者
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
こ
の
両
者
に
共
通
に
欠
け
て
い
る
も
の
が
伺
か
、

と
し当

う
こ
と
は
見
た
目
に
は
っ
き
り
し
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

お
そ
ら
く
ア
イ
ケ
は
、
こ
の
両
者
に
共
通
に
欠
け
て
い
る
も
の
が

(
各
人
生

得
の
)
吋
巾
円
宮
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
う
用
語
法
を
選
ば
ず
に

z
n
Z吉
田
で
押
し
通
し
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

そ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
を
含
め
て
、
右
の
疑
問
に
本
格
的
に
答
え
る
に
は
、
ま
ず
(
著
者
ア
イ
ケ
が
強
調
し
た
か
っ
た
)

(
各
人
生
得
の
)
吋

2
Z
と
は
何
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
法
L

の
規
範
構
造
の
中
で
い
か
な
る
位
置
を
占

(
削
)

め
て
い
る
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
も
と
も
と
、
こ
う
し
た
問
題
を
追
及
す
る
過
程
で
、
そ
の
副
産
物
と
し
て
生
ま
れ

し
か
し
、

rechtlosであって echtlosではない者

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
本
稿
に
よ
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
け
る
(
各
人
生
得
の
)
話
。
宮
と
全
面
的
に
取
り
組
む
際
に
一
つ
の

(
小
さ
か
ら
ぬ
)
障
碍
と
な
り
う
る
問
題
を
あ
ら
か
じ
め
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
本
稿
の
目
的
は
達
成
で
き
た
と
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

註
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(
1
)
本
稿
は
小
篇
な
の
で
、
仰
々
し
い
「
凡
例
」
を
掲
げ
る
こ
と
は
省
略
し
、
最
も
新
し
い
拙
稿
1

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
平
和
と



説

法
」
(
二
、
本
稿
四

O
の
五
・
六
、
上
(
一
九
九

O
年
|
|
以
下
「
平
和
と
法
」
(
一
)
と
略
記
す
る
)
に
お
け
る
そ
れ
を
踏
襲
す
る
。

(2)
レ
l
ン
法
六
一
・
一
(
こ
の
条
項
の

R
Z
Z由
吉
田
口
は
レ

l
ン
法
二
・
一
の
間
口
市
内
庁

B
n
Z
2
E吋〈
2
0己
巾
「
口
口
町
内
町
仲
間
目
σC『巾ロ

m
E
H
J
2
Z
を

欠
き
、
ま
た
は
ロ
ロ
R
Z
に
生
ま
れ
た
者
す
べ
て
」
に
対
応
し
て
い
る
。
な
お
、
同
，
巾
同
一
件
目
ア

ω・
5
噂円、
.ω

で
は
己
D
R
Y仲間巾
σ
0
5ロ
包
口
問
と
な
っ
て
い
る
が
、

ミ
ス
プ
リ
ン
ト
と
思
わ
れ
る
|
|
出
c
ロ
ゲ

ω・
に
N

を
参
照
)
。
な
お
、
も
う
一
箇
所
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
ラ
ン
ト
法
一
・
四
八
・
一
で

あ
る
が
、
こ
の
条
項
は
の
ち
に
三
・

2
一
)
で
引
用
す
る
。
そ
こ
で
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
必
)
の

θ
を
参
照
。

(3)
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
)
、
一
三
五
頁
・
一
四
四
頁
。

な
お
、
〉
叶
汁
河
mnz-c凹
-mw巾芹
l

閉山巾
n
F
Z
B宮
内
ぽ
吋
ロ
ロ
m-
国

U
H
F
回門戸

ω
・
ω円

V

N
日
∞
町
内
'
峨
(
〈
・
〉
・
問
問
戸
何
回
)
一

P
司
自
由
民
F

F
由
民
同
氏
芯
ロ
巾
ロ
門
H
B

ロ
2
g
n
y
g
H
J円〈由同
g
n
y
s
-
-
∞子

ω・
E
C
R・
な
ど
を
も
参
照
。

(
4
)
た
と
え
ば
、
レ

l
ン
法
六
八
・
九
は
「
し
か
る
に
彼

(
H
家
臣
)
が
彼
の
お
円
耳
を
喪
失
す
る
な
ら
ば
、
彼
に
と
っ
て
彼
に
生
ま
れ
な
が
ら
具

わ
っ
て
い
る

(H
彼
の
生
得
の
)
煩
罪
金
が
破
ら
れ
る

(
U
失
わ
れ
る
ご
と
い
う
(
な
お
、
吋
巾
同
門
戸
∞
-
g
-
円
∞
で
は
防
回
目
5
m
B
n
y丹
市
と
な
っ
て

い
る
が
、
因
。
ロ
ゲ
∞
-

M

討
を
参
照
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
自
由
回
目
巾

5
n
y
g
の
誤
植
で
あ
る
)
。
こ
れ
と
実
質
的
に
同
じ
こ
と
を
ラ
ン

ト
法
二
・
一
六
・
三
は
「
各
人
は
彼
の

σ。
互
に
従
っ
て
蹟
罪
金
を
も
っ
、
彼
が
そ
れ

(Hσ
。
丘
)
を
喪
失
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
」
と
い
う
(
な
お
、

『
邦
訳
』
で
は
「
そ
れ
」
は
贈
罪
金
と
も
読
め
る
が
、
原
文
で
は
お
に
近
い
の
は

σ
c
E
で
あ
り
、
ま
た
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
!
ゲ
ル
全
巻
を
通
し
て
、
〈
巾
吋

宅問円
rmロ
す
る
対
象
と
し
て
蹟
罪
金
が
現
わ
れ
る
こ
と
は
こ
れ
以
外
に
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
註
(
叩
)
の
二
・
一
六
・
三
に
関
す

る
記
述
は
「

H
出
生
(
身
分
)
」
と
改
め
た
い
)
。
こ
の
二
つ
の
条
項
に
お
い
て
は
、

B
n
z
と

σ。
丘
が
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
不

具
の
者
」
に
つ
い
て
後
述
す
る
と
こ
ろ
(
後
註

(
M
)
の
⑮
、
お
よ
び
(
お
)
の
⑫
)
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

σo丘
を
失
わ
な
く
て
も
(
そ
れ
に

応
じ
た
)
蹟
罪
金
・
人
命
金
を
失
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
ラ
ン
ト
法
二
・
一
六
・
三
は
、
(
そ
う
し
た
場
合
を
含
め
ず
に
)
出
生
身
分
に

応
じ
た
煩
罪
金
・
人
命
金
を
も
ち
う
る
場
合
を
原
則
的
に
述
べ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

σ。
丘
の
喪
失
と

B
n
Z
の
喪
失
と
が

常
に
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
、
以
下
の
後
論
に
よ
っ
て
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
結
論
を
先
取
り
す
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
両
条
項
は
い
ず
れ
も
(
特
に
)
(
生
命
と
手
に
及
ぶ
)
犯
罪
に
よ
っ
て
法
廷
で
足
与
己

g
(な
い
し
、
『
R
Z
剥
奪
)
の
宣
告
を
受
け
た

場
合
(
こ
の
場
合
に
は

σ
o
E
も
失
わ
れ
る
)
の
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
い
る
。

(5)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
で
は
、
円
巾
門
町
己
g
と

E
n
z
m
-
g
と
い
う
こ
つ
の
書
き
方
が
現
わ
れ
る
が
、
後
掲
・
@
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ

う
に
、
両
者
の
聞
に
語
義
・
用
法
上
の
差
は
ま
っ
た
く
な
い
。

論
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rechtlosであって echtlosではない者

(
6
)
ラ
ン
ト
法
ニ
・
一
三
・
一
。
な
お
こ
の
条
項
の
末
尾
で
は
、
こ
の
(
軽
)
窃
盗
の
犯
人
が
皮
髪
刑
を
請
戻
し
た
場
合
、
「
か
の
者
は

qgzm

ロロ門
rw
吋巾円『再開]。凹に

(
H
名
誉
喪
失
者
お
よ
び
法
喪
失
者
と
し
て
)
と
ど
ま
る
し
と
言
わ
れ
て
い
る
。

(
7
)
一
フ
ン
ト
法
二
・
二
一
了
一
お
よ
び
二
・
一
三
・
五
。

(
8
)
前
註

(
5
)
を
参
照
。

(9)
ほ
か
に
、
二
疋
額
以
上
の
偽
金
を
所
持
し
て
い
る
者
が
追
奪
担
保
人
を
も
た
な
い
と
、
「
彼
の
手
に
及
ぶ
」
こ
と
が
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
二
六

-一一)。

(
叩
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
九
(
こ
れ
は
後
に
⑥
と
し
て
引
用
す
る
)
お
よ
び
一
・
六
四
(
こ
こ
で
は
「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
ま
た
は
そ
の
種
の
事
件
」
と
あ

る
)
を
参
照
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
三
・
三
四
・
三
。

(
ロ
)
拙
稿
寸
ア
イ
ゲ
ン
」
、
三
・
(
四
)
、
三
二
頁
以
下
を
参
照
。
厳
密
に
言
え
ば
、
帝
国
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
る
の
は
、
こ
の
ほ
か
ラ
ン
ト
法
三
・

三
四
・
三
お
よ
び
(
拙
稿
「
平
和
と
法
」
(
二
、
二
・
(
八
)
、
四
六
八
頁
以
下
で
論
じ
た
)
ラ
ン
卜
法
二
・
七
一
・
二
の
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
の

論
旨
に
は
影
響
し
な
い
の
で
省
略
す
る
。

(日

)
R
Z
の
語
は
、
一
応
「
嫡
出
の
し
と
訳
し
て
お
く
が
、
そ
う
訳
し
う
る
場
合
で
も
単
に
「
婚
姻
法
上
の
」
地
位
を
指
す
の
で
は
な
い
こ
と
に
注

意
さ
れ
た
い
。
「
子
が
自
由
(
人
)
で

R
Y円
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

(
H
そ
の
子
)
は
そ
の
父
の
お
口
宮
を
受
け
取
る
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
一
六
・

一
一
)
と
い
う
条
項
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
(
生
得
の
)
吋

R
Z
を
も
っ
た
L

と
い
う
含
意
を
併
せ
も
っ
て
い
る
。
ロ
コ
巾
円
宮
や

R
Z
U印
の
語
を

円巾
n
E
2
0
∞
の
同
義
語
と
し
て
用
い
う
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
本
稿
で
は
省
略
し
て
あ
る
が
、
後
に
①
の
末
尾
に
補
遣
さ
れ
た
件
り
で
は
、

R
Z
B白
F
R
E
t
i『
が
己
ロ

R
Z
B田
口
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
「
(
生
得
の
)
「

R
Z
を
も
っ
た
」

(
H
真
正
な
)
と
い
う

語
義
は
さ
ら
に
鮮
明
に
な
る
。

(
M
)
因
み
に
ロ
ロ

R
Z
の
語
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
二
一
八
・
一
H
②
、
一
・
四
八
・
一
(
=
一
・
(
一
二
)
に
引
用
)
、
一
・
五

0
・
二
H
⑧
、
三
・
四
五
・
九
H

⑥
、
レ

l
ン
法
二
・
一
(
前
註

(
2
)
を
参
照
)
で
は
、
い
ず
れ
も
ロ
ロ

R
Z
m
$
2
2
2
(。
己
丘
三
と
い
う
定
型
的
表
現
の
中
に
現
わ
れ
、

J
巾
包
巳
ヨ
な
婚
姻
外
に
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
八
・
三
の
ほ
か
、
〔
一
・
五
一
・
一
〕
(
前
註
(
日
)
を
参
照
)
、
三
・
二
八
・

一
H
⑩
、
三
・
四
五
・
一

O
お
よ
び
三
・
四
五
・
一
一
(
本
節
・

2
一
)
、
⑥
の
あ
と
の
本
文
に
引
用
)
で
は
、
す
べ
て
月
円

Z
E∞
と
同
義
に
用
い
ら

れ
て
お
り
、
①
に
お
げ
る

R
Y門T
)
印
の
よ
う
に
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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(
日
)
ラ
ン
ト
法
一
・
三
七
に
次
の
条
項
が
あ
る
。
「
ま
た
誰
で
あ
れ
、
あ
る
夫

(
H
他
人
)
の
妻
と
公
然
に
姦
通
し
、
も
し
く
は
(
既
婚
の
)
婦
女
ま

た
は
(
未
婚
の
)
娘
を
強
姦
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
彼
が
そ
の
後
彼
女
を
(
ぽ
岡
山
門
吉
な
)
妻
と
し
て
要
っ
て
も
、
彼
が
彼
女
か
ら
嫡
出
の
子
を
儲
け

る
こ
と
は
決
し
て
な
い
L
O

「
婦
女
ま
た
は
娘
を
強
姦
す
る
者
」
と
「
姦
通
に
お
い
て
捕
え
ら
れ
る
者
」
は
斬
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
(
ラ
ン
ト
法

二
・
二
ニ
・
五
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
「
他
人
の
妻
と
公
然
に
姦
通
し
、
も
し
く
は
婦
女
ま
た
は
娘
を
強
姦
す
る
者
」
と
言
わ
れ
て
い
る
者

は
、
⑤
の
「
(
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
)
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
(
刑
罰
を
請
戻
し
)
た
者
L

で
あ
る
、
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

嫡
出
の
子
を
儲
け
ら
れ
な
い
の
は
、
相
手
の
女
性
を
要
っ
た
と
き
に
限
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
他
の
女
性
と
結
婚
し
た
場
合
も
そ
う
な
の
か

は
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
(
逆
に
⑤
か
ら
、
後
者
だ
ろ
う
と
推
定
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
)
。
ま
た
こ
こ
で
は
、
(
少
な
く
と
も
)
相
手
の
女

性
と
後
に
正
式
に
結
婚
で
き
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
(
た
だ
嫡
出
の
子
を
儲
け
ら
れ
な
い

こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
そ
う
一
言
っ
た
だ
け
な
の
か
、
そ
れ
と
も
事
実
結
婚
は
で
き
た
の
か
)
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
こ
の
条
項
に

よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
嫡
出
の
子
を
儲
け
ら
れ
な
い
の
は
、
⑤
の
「
戸
口

R
E
な
者
」
に
は
限
定
さ
れ
ず
、
⑤
の
中
に
も
そ
う
い
う
者
が
い
る
こ
と

だ
け
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
凶
)
序
に
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
「
上
級
ア
ハ
ト
」
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
者
に
対
し
て
だ
け
、
こ
の
よ
う
な

g
n
E
恢
復
の
手
続
(
な
い
し
、
可
能
性
)

が
認
め
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
一
言
触
れ
て
お
き
た
い
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
地
方
的
追
放
お
よ
び
帝
国
ア
ハ
ト
は
、
ほ

ん
ら
い
刑
罰
で
は
な
く
て
、
犯
罪
に
つ
い
て
訴
え
ら
れ
た
者
を
法
廷
に
出
頭
さ
せ
る
た
め
の
強
制
手
段
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
処
せ

ら
れ
た
者
か
ら
た
だ
ち
に

z
n
Z
を
剥
奪
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
追
放
や
ア
ハ
ト
か
ら
自
分
を
請
戻
そ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
は
「
平
和
」
さ
え
付

与
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
三
三
頁
お
よ
び
註
(
捌
)
を
参
照
)
。
二
年
と
一
日
(
以
上
)
帝
国
ア
ハ
ト
の
中
に
い
て
、

z
n
Z巾
-cm
と

宣
告
さ
れ
た
者
L

も
、
す
で
に
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
と
同
じ
制
裁
を
科
せ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
彼
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
犯
罪
そ
の
も
の
に
つ

い
て
法
廷
で
裁
か
れ
死
刑
の
判
決
を
受
け
て
そ
れ
請
戻
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
彼
は
、
@
に
属
す
る
者
と
は
異
な
り
、
地
方
的
追
放

お
よ
び
帝
国
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
者
と
共
通
点
を
も
ち
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
、
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
(
そ
の
意
味
で
、
彼
の
こ
と

を
「
上
級
ア
ハ
ト
の
中
に
あ
る
」
と
言
う
の
は
適
切
で
あ
る
)
、
こ
の
こ
と
が
「
上
級
ア
ハ
ト
」
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
者
に
対
し
て
だ
け
、
⑤
の
復

権
手
続
が
認
め
ら
れ
た
理
由
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

(
口
)
前
註

(ω)
を
参
照
。

(
刊
日
)
誰
か
(
原
告
や
被
告
な
ど
)
が
煩
罪
金
を
取
得
す
る
と
き
は
、

説論

裁
判
官
は
必
ず
罰
金
を
取
得
す
る
、
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と
い
う
原
則
が
あ
る
(
特
に
ラ
ン
ト
法
=
一
・



rechtlos T:あって echtlosではない者

三
二
・
一

O
お
よ
び
一
・
五
三
・
一
を
参
照
)
。

(
凹
)
前
註

(
H
)
を
参
照
。

(
却
)
後
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
結
論
的
に
は
⑮
は
こ
れ
に
は
含
ま
れ
な
い
。

(
訂
)
以
上
の
中
に
「
(
生
ま
れ
な
が
ら
の
)
体
僕
」
が
そ
れ
と
し
て
姿
を
見
せ
な
い
こ
と
は
い
さ
さ
か
気
に
な
る
。
「
(
生
ま
れ
な
が
ら
の
)
体
僕
し
は

「
人
命
金
を
も
た
な
い
L

は
ず
だ
か
ら
、
実
質
的
に
は
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
一
一
の
よ
コ

2
宮
な
人
々
」
、
し
た
が
っ
て
⑥
に
列
挙
さ
れ
て
い

る
人
々
の
中
に
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
⑥
に
そ
れ
と
し
て
姿
を
見
せ
る
体
僕
は
「
体
僕
へ
と
身
売
し
た
者
L

だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
後
掲
・

⑩
に
は
「
出
生
に
よ
り
ま
た
は
生
業
に
よ
り
ロ
ロ
巾

n
Z
(な
者
ご
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。
「
出
生
に
よ
り
ロ
口
市
円
宮

(HZnz-om)
な
者
」
と

し
て
真
先
に
考
え
ら
れ
る
の
は
む
し
ろ
「
(
生
ま
れ
な
が
ら
の
)
体
僕
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
私
と
し
て
は
、
「
(
生
ま
れ
な
が
ら
の
)
体
僕
」
も
当
然

ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
一
一
(
お
よ
び
三
・
四
五
・
一

O
)
の
よ
ロ

R
Z
な
人
々
L

に
含
ま
れ
、
ま
た
、
⑥
な
ど
の
「
ロ

E
n
E
に
生
ま
れ
た
者
」
(
前

註
(
U
)
を
参
照
)
と
い
う
表
現
も
、
(
教
会
法
上

Z
m
-
t
s
な
婚
姻
外
に
生
ま
れ
た
者
だ
け
で
な
く
)
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
体
僕
L

を
も
指
す
、
と
解
し

た
い
(
た
だ
し
、
こ
う
し
た
解
釈
に
と
っ
て
、
⑥
で
こ
の
よ
ロ

R
宮
に
生
ま
れ
た
者
」
の
前
に
寸
聖
職
者
の
子
」
が
出
て
く
る
こ
と
は
障
碍
に
な
り
う
る
。
さ

ら
に
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
一
当
時
体
僕
は
主
人
の
承
諾
・
婚
姻
税
の
支
払
な
ど
の
制
約
は
受
け
て
い
た
に
せ
よ
婚
姻
可
能
で
あ
っ
た
し
|
|
た
と
え
ば
〉
ユ
-
円
、
mLσ-

a
m
mロ
印
円
宮
田
町
?
出
口
H
N
U
N
-

∞門戸
λ
山間)・口出同門戸(〈
-
m，
・
当
・
出
向
Z
Z
5
)

を
参
照
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
も
、
二
二
世
紀
後
半
の
補
遺
に
か
か
る
件
り
で

は
あ
る
が
、
す
べ
て
の
ヴ
ェ
ン
ト
人

(
H
ス
ラ
ヴ
人
)
の
婦
人
が
自
由
(
人
)
で
あ
る
と
い
う
説
を
反
駁
す
る
論
拠
と
し
て
ま
ず
婚
姻
税

(
σ
R
B
E
S
を
挙

げ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
〔
三
・
七
三
三
ニ
〕
)
|
|
、
教
会
(
法
)
が
そ
う
し
た
体
撲
の
婚
姻
を

R
Z
(
Hぽ
包
巴
ヨ
)
と
認
め
な
か
っ
た
と
は
考
え
に

く
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
は
こ
の
点
で
(
も
)
教
会
(
法
)
と
異
な
る

R
宮

(
N
Z
m一
三
百
)
の
概
念
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
に
つ
な
が
り
う
る
が
、
私
に
は
こ
の
問
題
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
用
意
が
な
い
)
0

な
お
、
ラ
ン
ト
法
三
・
四
四
・
三
に
「
日
雇
一
(
仏
国
向
巾
者
同
月
宮
巾
)
は
、
彼
等
の

B
n
Z
を
喪
失
し
た
ラ

l
テ
に
由
来
し
て
い
る
」
旨
の
記
述
が

あ
る
(
な
お
、
斗
見
門
ア

ω
-
M
2・
F

E
で
は
、
仏
巾
印
巾
}
内
〈
同
州
吋
耳
、
白
司
円
宮
内
口
出
口
巾
「
自
由

z
n
y
g
と
な
っ
て
い
る
が
、
〈
同
吋
者
同
月
宮
町
ロ
の
誤
植
で
あ
る
|
|

広

-zo---ωωω
∞
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
日
雇
L

も
当
然

R
n
z
z∞
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
彼
等
も
ま
た
以
上
の
中
(
特
に
⑥
)
に
姿
を
見
せ

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、

J
R
Z
を
喪
失
す
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
そ
の
理
由
を
は
っ
き
り
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
彼
等
の

B
n
Z
喪
失
の
原
因
な
い
し
契
機
は
「
窃
盗
ま
た
強
盗
な
ど
の
犯
罪
し
な
ど
で
あ
り
、
彼
等
は
⑥
の
「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
ま
た

は
そ
の
他
の
事
件
を
も
っ
て
彼
等
の

z
n
Z
を
喪
失
し
た
者
」
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

J
R
Z
を
喪
失
す
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
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説

い
て
は
、
後
註
(
印
)
で
一
括
し
て
検
討
す
る
。

(
担
)
前
註
(
日
)
を
参
照
。

(
お
)
前
註
(
却
)
を
参
照
。

(
加
)
こ
こ
で
⑧
・
⑨
の
意
味
を
も
っ
と
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
少
し
長
く
な
る
が
、
「
不
具
の
者
」
の
決
闘
に
つ
い
て
、
や
や
立
ち
入
っ
て
考

え
て
お
き
た
い
。

θ
(法
廷
)
決
闘
は
、
(
大
部
分
)
生
命
と
手
に
及
ぶ
犯
罪
に
つ
い
て
、
原
告
が
被
告
の
有
責
を
立
証
し
あ
る
い
は
被
告
が
そ
の
訴
を
却
け
る
た

め
に
お
こ
な
わ
れ
る
が
(
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
註
(
郎
)
を
参
照
)
、
原
告
お
よ
び
被
告
本
人
が
自
ら
戦
う
こ
と
が
原
則
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
六

一一了一

i
五
を
参
照
。
た
だ
し
出
生
身
分
の
低
い
者
か
ら
決
闘
を
挑
ま
れ
た
と
き
は
、
身
分
の
高
い
者
は
そ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
|
|
ラ
ン
ト
法

一
・
六
一
・
三
、
一
・
五
一
・
四
、
二
・
二
九
・
一
、
二
・
六
五
・
一
な
ど
)
。
し
か
し
、
「
不
具
の
者
」
が
決
闘
に
臨
む
場
合
は
例
外
(
の
一
つ
)
で
あ

λ
v
。。

@
の
直
後
に
つ
づ
く
ラ
ン
ト
法
一
・
四
八
・
二
は
、
「
不
具
の
者
」
は
(
も
と
も
と
後
見
人
を
も
っ
て
お
ら
ず
)
(
通
常
の
)
訴
の
際
に
は
後
見

人
な
し
に
訴
を
遂
行
す
る
こ
と
を
述
べ
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
け
る
。
「
た
だ
し
訴
が
決
闘
に
及
ぶ
場
合
は
こ
の
か
ぎ
り
で
な
く
、
こ
の
場
合

は
、
誰
で
あ
れ
そ
れ

(
H
決
闘
)
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
彼
の
同
等
出
生
身
分
の
剣
親
が
、
彼
の
後
見
人
と
な
る
べ
き
で
あ
る
(
日
法
定
後
見
人
)
。

(
し
か
し
)
人
が
彼
に
決
闘
を
挑
ん
だ
と
き

(
H
す
な
わ
ち
、
彼
が
被
告
の
立
場
で
決
鴎
を
挑
ま
れ
た
と
き
)
、
不
具
の
者
が
彼
の
(
こ
の
)
法
定
後
見
人

を
(
そ
の
場
に
)
も
た
な
い
な
ら
ば
、
ま
た
彼
が
そ
の
こ
と
(
日
法
定
後
見
人
が
そ
の
場
に
い
な
い
こ
と
)
に
つ
き
彼
の
(
否
認
)
宣
誓
を
敢
え
て
お
こ

な
う
な
ら
ば
、
彼
は
、
誰
で
あ
れ
彼
に
代
っ
て
そ
れ
(
日
決
闘
)
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
者
、
ま
た
は
彼
の
金
(
銭
)
で
雇
い
う
る
者

(
H
決
闘
人
)

を
後
見
人
と
し
て
獲
得
す
る
、
た
と
え
人

(
H
原
告
)
が
彼
の
法
定
後
見
人
を
挙
示
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
し
。
要
す
る
に
、
「
不
具
の
者
」
が
決

闘
人
を
一
雇
え
る
の
は
、
彼
が
(
被
告
の
立
場
で
)
決
闘
を
挑
ま
れ
た
と
き
に
限
ら
れ
(
彼
が
原
告
と
し
て
決
闘
を
挑
む
と
き
は
、
当
然
彼
の
法
定
後
見
人

(
U
同
等
出
生
身
分
の
剣
親
)
が
決
闘
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
)
る
。

@
こ
れ
に
つ
づ
く
ラ
ン
ト
法
一
・
四
八
・
三
は
か
な
り
難
解
な
条
項
で
あ
る
。
そ
の
前
段
は
、
一
・
四
八
・
こ
を
承
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
し
か
る
に
彼
(
リ
不
具
の
者
)
が
決
闘
人
を
も
っ
て
'
自
分
を
守
る
な
ら
ば
、
か
の
者

(
H
原
告
)
は
彼
(
の
責
)
を
決
闘
人
を
も
っ
て
立
証
す
る

こ
と
が
で
き
、
し
か
も
(
そ
の
こ
と
は
)
彼
の
お

n
Z
を
損
な
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。
同
じ
よ
う
に
人

(
H
死
者
の
親
族
)
は
(
死
者
に
代
っ
て
決
闘

を
お
こ
な
い
)
死
者
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
、
人

(
H
死
者
を
窃
盗
・
強
盗
ま
た
は
そ
の
種
の
事
件
中
に
殺
し
た
と
主
張
す
る
原
告
)
が
彼

(
H
死
者
)

毛A
日間

北法41(5-6・168)2214



rechtJosであって echtJosではない者

(
の
有
責
)
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
場
合
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
六
四
参
照
)
。

難
し
い
の
は
こ
の
あ
と
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
原
文
を
掲
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
宮
一
片
付
mHH6巾ロ

B
R
Y
m
m
w
巾ロ

B
山
口
当

o-
者
向
巾
口

問

-
E
r
g
-片
ZBM)巾
ロ
ロ
巾
ヨ
由
円

7
2
2
E
g
g
c
g
σ
2
2
E
g
g
g田
口
田
口
即
日

H
5
5
n
y
g
巳
n
Z
σ
q包
g-
も
し
こ
の

g
g
g
を

「
任
意
の
あ
る
者
」
と
取
り
、
前
段
を
寸
誰
で
も
被
告
と
し
て
決
闘
を
挑
ま
れ
た
と
き
は
決
闘
人
を
一
履
い
う
る
」
と
読
む
と
、
決
闘
は
本
人
が
お
こ

な
う
と
い
う
大
原
則
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
次
の
⑮
で
述
べ
る
よ
う
に
、
「
不
具
の
者
」
が
決
闘
人
を
用
い
た
場
合
で
さ
え
「
彼

の

z
n
Z
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
事
実
と
も
調
和
し
な
い
。
そ
こ
で
私
は
、
前
の
寸
不
具
の
者
」
お
よ
び
「
死
者
L

が
(
男
で
も
)
事
実

上
決
闘
を
戦
え
な
い
と
い
う
事
実
に
箸
目
し
て
、
こ
の
件
り
を
次
の
よ
う
に
解
し
た
い
(
し
た
が
っ
て
、
『
邦
訳
』
も
そ
の
よ
う
に
改
め
た
い
)
の
で

あ
る
。
「
(
死
者
は
自
分
で
決
闘
を
お
こ
な
っ
て
自
分
を
守
る

H

自
分
の
潔
白
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
彼
の
親
族
が
彼
に
代
っ
て
決
闘
を
お
こ

な
い
彼
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
)
同
じ
よ
う
に
あ
る
者
(
あ
る
い
は
、
男
)
(
具
体
的
に
は
、
「
不
具
の
者
」
)
が
(
被
告
と
し
て
決
闘
を
挑
ま
れ

た
と
き
、
彼
が
自
ら
決
闘
を
お
こ
な
っ
て
自
分
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
)
決
闘
人
を
も
っ
て
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
(
具
体
的
に

は
、
「
不
具
の
者
L

。
た
だ
し
こ
の
文
は
否
定
態
で
あ
り
、
彼
で
さ
え
で
き
な
い
の
だ
か
ら
寸
す
べ
て
の
者
(
少
な
く
と
も
男
)

L

は
当
然
で
き
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
か
ら
、
「
す
べ
て
の
者
(
な
い
し
男
)
」
と
取
っ
て
も
良
い
)
は
し
か
し
、
(
原
告
と
し
て
)
彼
の

B
n
Z
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
者
(
の

有
責
)
を
決
闘
人
を
も
っ
て
立
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
L

。
な
お
、
「
彼
の

5
n
Z
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
者
」
に
つ
い
て
は
後
註
(
却
)

(
女
性
の
決
闘
に
つ
い
て
は
特
に
そ
の
@
)
で
改
め
て
後
述
す
る
。

⑪
「
不
具
の
者
L

の
決
闘
に
関
し
て
は
(
以
上
の
こ
と
を
予
備
知
識
と
し
て
見
て
い
く
と
)
実
は
も
う
一
つ
次
の
条
項
が
あ
る
。
「
完
全
な
人
命
金

お
よ
び
完
全
な
蹟
罪
金
を
各
人
(
あ
る
い
は
、
す
べ
て
の
男
)
は
も
つ
べ
き
で
あ
る
、
た
と
え
彼
が
四
肢
の
一
部
を
欠
い
て
い
て
も
、
彼
が
法
廷
で

そ
れ
を
挙
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
後
見
人
を
獲
得
す
る
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
」
(
ラ
ン
ト
法
二
・
二

0
・二
)
O

「
不
具
の
者
L

が
後
見
人
を
も
つ
の
は

決
闘
の
際
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
項
も
「
不
具
の
者
」
の
決
闘
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
彼
が
決
闘
の
際
に
決
闘
人
を
雇

う
の
も
「
後
見
人
L

と
し
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
に
も
彼
は
「
完
全
な
人
命
金
お
よ
び
完
全
な
煩
罪
金
L

を
も
ち
え
な
く
な
る

(
ラ
ン
ト
法
二
・
一
六
の
五
と
七
か
ら
、
そ
の
場
合
彼
の
人
命
金
は
半
額
に
な
る
、
と
推
定
さ
れ
る
)
。
決
闘
人
を
用
い
て
自
分
を
守
る
と
、
寸
不
具
の

者
L

で
も
そ
の
意
味
で
は
寸
彼
の

z
n
Z
を
損
な
う
L

の
で
あ
る
(
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
す
べ
て
の
者
な
い
し
男
が
彼
の

5
n
E
を
損
な
う
こ
と
な

し
に
決
闘
人
を
も
っ
て
自
分
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
|
前
掲
・
@
を
参
照
)
。

@
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
ま
ず
、
⑨
の
「
彼
等
の

g
n
Z
を
強
盗
ま
た
は
窃
盗
を
も
っ
て
喪
失
し
た
者
」
に
対
し
て
だ
け
は
、
「
人

(
H
原
告
)

北法41(5-6・169)2215



説

は
決
闘
人
を
差
し
向
け
(
彼
等
の
有
責
を
立
証
す
)
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
い
う
こ
と
を
い
わ
ば
裏
か
ら
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し

同
時
に
、
⑧
の
「
遊
芸
人
、
ま
た
は
ロ

R
2宮
に
生
ま
れ
た
者
」
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
「
彼
の
百
円
宮
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
者
L

と
同
じ
扱
い
を
受
け
て
お
り
、
彼
等
と
「
強
盗
や
窃
盗
の
仲
間
」
と
の
距
離
は
大
き
い
の
で
あ
る
。

(
お
)
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
⑧
の
「
遊
芸
人
L

と
⑥
の
よ
ロ

R
Z
に
生
ま
れ
た
者
」
だ
け
が
挙
げ
ら
れ
、
⑧
の
「
決
闘
人
L

が
出
て
こ
な
い
の
は
、
こ
と
が
「
決
闘
人
に
対
し
て
身
を
守
る
」
こ
と
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
り
、
や
が
て
掲
げ
る
⑩
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、

こ
の
「
遊
芸
人
、
ま
た
は
ロ
ロ

R
互
に
生
ま
れ
た
者
」
は
「
出
生
に
よ
り
ま
た
は
生
業
に
よ
り
ロ
ロ

R
Z
(
H
g
n宮
町
)
印
)
な
者
」
を
代
表
し
て
い
る
、

と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
部
)
こ
れ
ら
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
L

で
も
、
別
な
視
角
か
ら
論
じ
て
お
い
た
。

(
幻
)
前
註

(
H
)
を
参
照
。

(
却
)
ま
た
少
し
長
く
な
る
が
、
こ
こ
で
、
こ
の
1

彼
等
の

z
n
Z
に
つ
い
て
完
全
な
者
L

と
い
う
の
は
い
か
な
る
者
の
こ
と
を
い
う
の
か
、
を
明
ら

か
に
し
て
お
き
た
い
。

θ
こ
の
箇
所
を
含
め
、
三
条
項
に

-
E巾
吉
宗
。

5
2
2
R
B巾
B
n
y
Z
(。
a・
2
F
O
B
S
m
-
E
o
g
q
g巾
叶

R
Z巾
)
と
い
う
表
現
が

現
わ
れ
(
ラ
ン
ト
法
・
二
・
二
了
四
、
二
・
一
二
六
・
四
、
こ
の
三
・
二
八
・
一
|
|
寸
巾
同
門
戸
ω
-
N
H
H

・
円
、
∞
で
は
〈
三
ぽ
凶

}
8
5
2
2
と
な
っ
て
い
る

が、

g
F
0
5
8
8
の
誤
植
(
門
町
田
。

?
ω

・
ω
N
H
)

、
二
条
項
に
号
吉
田
一
ヨ
巾
吋
巾
円
宮
巾
〈
三

W
C
E
S
U
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
(
ラ
ン
ト
法
二

・
一
三
・
二
、
二
・
二
六
・
二
)
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
者
は
後
者
を
約
め
た
形
で
、
い
ず
れ
も
「
彼
(
等
)
の
法
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
、
意
味
か
ら
し
て
こ
れ
と
(
少
な
く
と
も
)
良
く
似
た
「
彼
(
等
)
の
お

n
Z
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
(
え
)
な
い
者
」
と
い
う
言
い
回

し
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ヨ

σ巾印
2
5
8
(巾
)
5
5
(
C己
-
E己
巾
)
白
ロ
回
一
日
巾

(C己
-
R
B巾
)
5
n
y芯
が
四
条
項
に
(
ラ
ン
ト
法
一
・
四
八
・
二
一

H

前
註

(
M
)
の
@
、
レ
ー
ン
法
三
八
・
三
、
七
四
・
二
一
、
八

0
・
二
|
|
叶
町
三
戸
ω
H
N
C
-

戸
日
∞
で
は

-Y母
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
昆
巾
の
誤
植
o
Q
'

Z0・
ロ
ゲ

ω・2
3
、
門
凶
巾
ロ
ヨ

σ巾
印
円
三
号
口
町
田
白
口
氏
自
白

B
n
y
g
が
一
条
項
に
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
三

l
|
後
掲
・
⑮
)
、
仏

g
B
S
田口

m
E巾

z
n
v
Z
E
n
Z
σ
巾
印
円
巾
]
己
巾
ロ
ロ
巾
ヨ
山
岳
が
二
条
項
に
(
ラ
ン
ト
法
一
・
六
一
・
四
、
=
一
・
六
五
・
二
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

g
g
w出
口
]
ロ
・
白
ロ

包
ヨ
巾
円
。
円
宮
司

σ目的円巾
5
2
と
い
う
肯
定
形
の
も
の
が
一
条
項
に
あ
り
(
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
六
・
二
、
ほ
か
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
ラ
ン
ト

法
三
・
七

0
・
一
で
は
己

2
5
2
D
W
E
E
n
y同芯印

σ
2
2
E
s
s
e
B
R
F
と
言
わ
れ
て
い
る
。

号ぷ弘、

日冊
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rechtlosであって echtlosではない者

ラ
ン
ト
法
二
・
一
一
了
三
お
よ
び
四
を
、
ラ
ン
ト
法
コ
一
・
六
五
・
一
お
よ
び
三
・
七

0
・
一
と
比
較
す
れ
ば
直
ち
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の

寸
彼
(
等
)
の

z
n
E
に
つ
い
て
完
全
な
者
L

と
「
彼
(
等
)
の
叶
叩

n
Z
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
者
L

は
ま
っ
た
く
同
じ
人
々
を
指
し
て
い
る

(
し
た
が
っ
て
本
註
で
は
、
以
下
前
者
を
も
っ
て
代
表
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
)
。

@
と
こ
ろ
で
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
四
条
項
に
お
い
て
、
「
彼
(
等
)
の

5
n
Z
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
は
「
参
審
自
由
人
」
と
対
比
さ
れ
、
必
ず

し
も
「
同
身
分
仲
間
」
な
い
し
同
部
族
民
で
な
い
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
レ

l
ン
法
三
八
・
三
、
七
四
・
三
で
は
、
「
彼
(
等
)
の

円巾

n
E
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
者
L

が
「
(
当
該
レ

1
ン
法
廷
を
主
宰
す
る
)
主
君
の
家
臣
L

と
対
比
さ
れ
、
必
ず
し
も
同
じ
主
君
の
「
家
臣
仲

間
」
で
な
い
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
(
拙
稿
寸
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
」
、
四
・
(
五
)
、
二
七
頁
、
お
よ
び
、
(
七
)
、
三
六
頁
以
下
を
参
照
)
。
し
た
が
っ
て
、
(
以

下
、
ラ
ン
ト
法
の
問
題
に
限
れ
ば
)
こ
の
「
彼
(
等
)
の

E
n
u円
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
は
、
い
わ
ば
上
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
寸
必
ず
し
も
参
審

自
由
人
で
な
く
て
も
」
あ
る
い
は
「
必
ず
し
も
(
参
審
自
由
人
と
、
ま
た
は
、
相
互
に
)
同
等
出
生
身
分
で
な
く
て
も
」
と
い
う
合
意
を
も
ち
う
る

(
ラ
ン
ト
法
二
・
一
二
・
四
、
レ

l
ン
法
七
四
二
二
、
八

0
・
二
で
宮
、
巾
括
的
一
口

H

「
彼
等
が
誰
で
あ
ろ
う
と
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
を
端
的
に

示
し
て
い
る
)
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
因
み
に
、
ラ
ン
ト
法
一
・
六
一
・
四
で
は
、
彼
等
が
♂
ヨ
巾
(
相
続
財
産
、
こ
の
場
合
、
ア
イ
ゲ
ン

の
意
)
を
も
た
な
い
し
(
つ
ま
り
、
彼
等
が
参
審
自
由
人
や
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
ブ
テ
で
は
な
く
、
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
(
ま
た
は
ラ
l
テ
)
に
す
ぎ
な
い
|

l
拙
稿

「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
二
・
(
二
、
七
頁
以
下
、
お
よ
び
、
(
四
)
、
一
一
頁
以
下
を
参
照
)
場
合
の
こ
と
を
も
想
定
し
て
い
る
。

@
し
か
し
、
こ
の
「
彼
(
等
)
の

z
n
Z
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
の
こ
と
を
、
ラ
ン
ト
法
三
・
七

0
・
一
で
は

(θ
に
引
用
し
た
よ
う
に
)

「
人
が
吋
巾

ny己
O
印
(
な
者
)
で
あ
る
と
非
難
し
え
な
い
者
し
と
言
っ
て
お
り
、
ラ
ン
ト
法
一
・
一
ニ
六
・
一
の
「
人
は
彼

(
H
早
過
ぎ
て
生
ま
れ
た
子
)

を
彼
の

s
n
Z
に
つ
い
て
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
の
も
、
早
過
ぎ
て
生
ま
れ
た
子
は

(
E
R
E
に
生
ま
れ
た
子
だ
か
ら

)
R
n
E
Z印
で

あ
る
と
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
彼
等
は
ラ
ン
ト
法
二
・
二
六
・
こ
で
は
ォ
窃
盗
ま
た
は
強
盗
を
も
っ
て

彼
の

z
n
Z
を
喪
失
し
た
者
」
と
対
置
さ
れ
て
お
り
、
ラ
ン
ト
法
一
-
四
八
・
三
の
「
彼
の

z
n芹
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
者
」
も
、
前
註

(
M
)
の
@
で
述
べ
た
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
を
も
っ
て
司

R
Z
を
喪
失
し
た
者
」
(
だ
け
)
を
除
外
し
て
い
る
、
と
推
定
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ば
下
と
の
関
係
で
は
、
彼
等
の
中
に

J
R
E
Z
m
な
者
」
は
含
ま
れ
ず
、
彼
等
が
主
と
し
て

J
R
Z
Z凹
な
者
」
と
対

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
等
の
中
に
含
ま
れ
な
い
の
は

J
R
Z
F印
な
者
」
に
限
ら
れ
る

(
H
B
n
z
-
B
で
な
け
れ
ば
、

日
円
宮
に
つ
い
て
完
全
な
)
の
だ
ろ
う
か
。

⑮
こ
の
問
題
に
関
連
し
う
る
も
の
と
し
て
、
〕
戸
吉
田
百
巾

(
O
巳・

2
5巾
)
z
n
y
S
R白
色

g
と
い
う
表
現
が
三
条
項
に
(
ラ
ン
ト
法
一
・

北法41(5-6・171)2217



説

四
八
・
三
、
一
・
六
五
・
三
、
三
・
二
七
)
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
一
条
項
に
包
ロ
巾

σ。
丘
(
ロ
ロ
己
巾
)
印
E

E
ロ可

R
Z
W
Zロ
}
内
巾
ロ
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六

五
・
一
乙
、
』
ロ
・
白
ロ

E
5
5
n
Z巾
}
内
吋
巾
口
付
巾
ロ
(
ラ
ン
卜
法
三
・
六
三
・
二
)
、
田
一
口
巾

σ
c
g
(ロ
コ
島
町
)
印
山
口
老
町
吋
m
m
w
p
w円
巾
ロ
}
お
ロ
(
-
フ
ン
ト
法
一
・
四
二
・

ご
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
否
定
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
-
彼
(
等
)
の
吋

R
Z
を
損
な
う
L

の
が
い
か
な
る

場
合
か
は
不
明
で
あ
る
(
ほ
か
に
、
ラ
ン
ト
法
一
・
一
二
・
一
一
一
の
末
尾
に
、

5
8
E
E
R門
町
門
町
円
m
m
R
(
H
悪
化
さ
せ
る
、
損
な
う
)
と
い
う
表
現
も
あ
る

が
、
こ
れ
も
実
質
的
に
は
否
定
形
で
あ
る
)
。

し
か
し
、
こ
の
う
ち
の
一
条
項
、
す
で
に
前
註

(M)
の
⑤
で
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
一
・
四
八
・
三
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
有
力
な
手
が

か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
(
原
告
か
ら
決
闘
を
挑
ま
れ
た
「
不
具
の
者
」
は
(
法
定
後
見
人
不
在
の
場
合
)
決
闘
人
を
後
見
人
と
し

て
も
ち
う
る
が
)
「
し
か
し
彼
が
決
闘
人
を
も
っ
て
身
を
守
る
な
ら
ば
、
か
の
者

(
H
原
告
)
は
決
闘
人
を
も
っ
て
彼
(
の
有
責
)
を
立
証
す
る
こ
と

が
で
き
、
し
か
も
(
そ
の
こ
と
は
)
彼
の
耳
打
宮
を
損
な
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
す
で
に
前
註

(
M
)

の
⑪
で
述
べ
た
よ
う
に
、
決
闘
人
を
も
っ
て
自
分
を
守
っ
た
「
不
具
の
者
」
の
方
は
、
そ
れ
以
後
も
は
や
寸
完
全
な
人
命
金
お
よ
び
照
罪
金
」
を

も
つ
こ
と
が
で
き
(
ず
、
お
そ
ら
く
半
分
の
人
命
金
し
か
も
て
)
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
決
闘
人
を
雇
っ
て
自
分
を
守
っ

た
「
不
具
の
者
L

は
「
彼
の
月
円
宮
を
損
な
う
」
こ
と
に
な
り
、
彼
の
吋

R
Z
は
不
完
全
な
も
の
と
な
る
(
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
彼
の
出
生
身
分

そ
の
も
の
は
手
つ
か
ず
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
)
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
も
ま
た
「
彼
(
等
)
の

z
n
Z
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
に
は
含
ま
れ

な
い
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑤
「
不
具
の
者
」
は
決
闘
人
を
「
後
見
人
と
し
て
」
獲
得
し
た
こ
と
で
、
「
彼
の
円

R
Z
を
損
な
う
」
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

(
決
闘
の
際
に
)
後
見
人
を
も
っ
者
も
「
不
完
全
な

z
n
Z
L
し
か
も
た
な
い
の
で
は
な
い
か
。
念
の
た
め
に
次
に
そ
の
点
を
検
討
し
て
み
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
い
て
、
後
見
人
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
女
性
で
生
涯
に
わ
た
り
(
ラ
ン
ト
法

一
二
一
二
了
一
と
二
、
一
・
四
て
一
・
四
三
、
一
・
四
四
、
一
・
四
五
・
一
と
二
、
一
・
四
六
、
一
・
四
七
・
一
と
二
、
二
・
六
一
一
一
・
一
、

=
7
四
五
・
三

な
ど
て
次
い
で
男
性
に
つ
い
て
は
「
未
成
熟

(
U
満
一
一
一
歳
未
満
)
の
者
」
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
二
三
・
二
。
次
に
後
見
人
を
も
ち
う
る
の
は
、

同
じ
く
男
性
に
つ
い
て
「
成
熟
(
川
満
一
二
歳
)
に
は
達
し
て
い
る
が
成
年
(
リ
満
二
一
歳
)
以
前
の
者
」
お
よ
び
「
成
年

(
H
満
六

O
歳
)
を
超
え

た
者
L

(

ラ
ン
ト
法
一
・
四
二
・
一
、
一
・
一
三
了
二
)
、
お
よ
び
、
既
述
の
「
不
具
の
者
」
が
決
闘
を
お
こ
な
う
場
合
で
あ
る
(
な
お
、
心
神
耗
弱
者
や

心
神
喪
失
者
も
後
見
人
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
(
ラ
ン
ト
法
三
・
三
)
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
)
。

こ
れ
ら
後
見
人
を
も
っ
者
の
う
ち
、
ま
ず
「
(
未
成
熟
の
)
子
」
が
(
故
)
殺
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
「
完
全
な
人
命
金
」
を
支
払
う
べ
き
こ
と

号ぷ弘、

員同
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rechtlosであって echtlosではない者

が
明
記
さ
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
六
五
・
二
)
O

「
成
熟
に
は
達
し
て
い
る
が
成
年
以
前
の
者
」
に
関
す
る
直
接
の
言
及
は
見
当
た
ら
な
い
が
、

同
じ
条
項
に
そ
れ
と
並
ん
で
登
場
す
る
「
成
年
を
超
え
た
者
し
に
つ
い
て
は
、
彼
が
後
見
人
を
も
っ
て
も
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
煩
罪
金
を
も
ま

た
彼
の
人
命
金
を
も
損
な
う

(
H
減
少
さ
せ
る
)
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
了
四
二
・
二
。
彼
等
の

zn伊
丹
が
損
な

わ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
女
性
に
つ
い
て
だ
け
は
、
「
い
ず
れ
の
妻
も
彼
女
の
夫
の
半
分
の
蹟
罪
金
お
よ
び
人
命
金
を
も
っ
。
い
ず
れ
の
(
未
婚
の
)
娘
お
よ
び

夫
を
失
っ
た
婦
女

(
H
寡
婦
お
よ
び
離
別
さ
れ
た
妻
)
も
彼
女
等
が
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
も
の
(
リ
彼
女
等
の
出
生
身
分
に
応
じ
た
そ
れ
)
の
半
分
の

蹟
罪
金
を
も
っ
」
(
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
一
一
)
、
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
婚
姻
中
「
妻
は
夫
の
吋

R
Z
の
中
へ
入
る
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
四
五
・
一
、

一
-
了
四
五
・
三
)
か
ら
、
一
一
言
に
し
て
言
え
ば
、
女
性
の
績
罪
金
・
人
命
金
は
同
じ

5
n
Z
を
も
っ
男
性
の
半
分
、
と
い
う
原
則
が
貫
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
女
性
も
ま
た
寸
不
完
全
な
お

nyp
し
か
も
っ
て
お
ら
ず
、
-
彼
等
の

R
n
Z
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
に
は

含
ま
れ
な
い
、
と
考
え
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
念
の
た
め
に
、
女
性
と
決
闘
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
女
性
は
「
い
か
な
る
訴
に
際
し
で
も
後
見
人
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な

い
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
四
六
)
、
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
訴
が
決
闘
に
及
ぶ
場
合
に
も
、
彼
女
等
は
自
ら
戦
う
こ
と
は
な
く
、
後
見
人
が
彼
女
等
の
代

り
に
決
闘
を
お
こ
な
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
、
女
性
が
決
闘
と
の
関
連
で
姿
を
見
せ
る
の
は
次

の
条
項
だ
り
で
あ
る
。
「
強
姦
の
訴
の
際
に
、
そ
れ
が
決
闘
に
及
ば
な
い
と
き
は
、
裁
判
官
は
婦
女
に
後
見
人
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
ま
た

あ
ら
ゆ
る
現
行
犯
に
お
い
て
も
(
同
様
で
あ
る
)
、
彼
女
が
彼
女
の
法
定
相
続
人

(
H
最
近
・
最
年
長
の
剣
親
)
を
そ
の
場
に
も
ち
合
わ
せ
な
い
場
合

は
。
し
か
し
訴
が
決
闘
に
及
ぶ
場
合
は
、
い
ず
れ
か
彼
女
の
同
等
出
生
身
分
の
剣
親

(
H
彼
女
の
同
等
出
生
身
分
の
剣
親
な
ら
誰
で
も
)
も
彼
女
の

後
見
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
四
三
)
。

こ
の
条
項
も
き
わ
め
て
難
解
で
あ
る
。
ま
ず
寸
強
姦
の
訴
」
は
必
ず
現
行
犯
手
続
の
形
を
と
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
六
四
・
二
。
現
行
犯
で
捕
え

ら
れ
た
犯
人
が
決
闘
を
も
っ
て
自
分
の
潔
白
を
立
証
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
後
段
の
「
訴
が
決
闘
に
及
ぶ
場
合
し
と

い
う
の
は
、
「
強
姦
の
訴
L

や
「
現
行
犯
(
手
続
)
L

以
外
の
訴
で
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
特
に
「
強
姦
の
訴
」
に
お
い
て
は

原
告
が
決
闘
を
挑
む
こ
と
も
あ
り
う
る
と
し
て
、
原
告
の
方
か
ら
決
闘
を
挑
ん
だ
場
合
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
(
「
(
裁
判
所
の

与
え
る
後
見
人
の
ほ
か
に
)
い
ず
れ
か
彼
女
の
同
等
出
生
身
分
の
剣
親
も

(
o
r
H
E与
)
し
と
い
う
言
い
方
は
後
の
解
釈
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
)
。
も
し

後
者
だ
と
す
れ
ば
、
彼
女
の
同
等
出
生
身
分
の
剣
親
が
(
す
べ
て
)
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
な
い
と
き
に
は
ど
う
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
裁
判
所
の
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説

与
え
る
「
後
見
人
」
の
中
に
は
「
決
闘
人
L

も
含
ま
れ
て
お
り
、
女
性
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
特
に
「
強
姦
」
な
ど
現
行
犯
の
被
害
者
に
な
っ
た

場
合
、
決
闘
人
を
用
い
て
犯
人
の
有
罪
を
立
証
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
(
前
註

(M)
、
特
に
@
と
@
、
お
よ
び
、
拙
稿

「
平
和
と
法
」
(
二
、
設

(m)を
参
照
|
|
た
だ
し
、
そ
こ
で
述
べ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
と
、
若
干
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
)

0

可
能
性
と
し
て
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
(
た
と
え
ば
、
も
し
決
闘
人
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
不
具
の
者
」
が
被
告
と
し
て
決
闘
に
応
じ
る

場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
(
職
業
的
)
決
闘
人
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
)
、
結
局
は
っ
き
り
し
た
こ
と

は
わ
か
ら
な
い
。

@
し
か
し
、
本
稿
の
課
題
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
お
け
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ

ル
は
、
各
人
の

z
n
Z
に
即
し
て
、
(
基
本
的
に
は
)
「
彼
等
の

B
n
Z
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
と

J
R宮
-o?な
者
H
彼
等
の

z
n宮
を
も
た
な
い

者
(
あ
る
い
は
、
喪
失
し
た
者
)
」
を
峻
別
す
る
。
い
わ
ば
そ
の
中
間
に
(
決
闘
人
を
も
っ
て
自
分
を
守
っ
た
「
不
具
の
者
」
な
ど
)
「
彼
等
の

z
n宮
を

損
な
っ
た
者
L

や
(
女
性
な
ど
)
「
不
完
全
な

z
n
Z
し
か
も
た
な
い
者
L

も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
者
も
(
少
な
く
と
も
場
合
に
よ
っ
て
は
)
前
者
と

区
別
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

(
却
)
こ
の
「
彼

(
H
裁
判
官
)
の
た
め
に
判
決
を
発
見
す
る
人
々
」
と
い
う
の
は
具
体
的
に
は
誰
の
こ
と
を
指
す
の
か
。

私
は
従
来
そ
れ
を
「
参
審
員
」
と
解
し
て
き
た
(
「
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
二
六
頁
、
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
四
頁
・
一
五
頁
、
「
相
続
法
の
位
置
」

七
七
頁
・
七
八
頁
・
八

O
頁
な
ど
)
。
こ
の
条
項
は
ま
ず
「
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
(
と
質
入
)
」
に
触
れ
て
い
る
。
あ
る
条
項
は
「
相
続
人
の
承
諾
な
し

に
は
、
ま
た
、
正
規
の
裁
判
集
会
(
巾
円
宮
島
Z
W
)
な
し
に
は

(
H
を
経
ず
に
は
て
な
ん
び
と
も
彼
の
ア
イ
ゲ
ン
を
、
ま
た
彼
の
従
属
民
(
川
体
僕
)

を
も
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
二
・
二
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
⑫
の
寸
裁
判
官
」
が
(
主
に
)
グ
ラ

1
フ
を
指

す
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
寸
参
審
員
」
(
印
円
呂
町
)
の
語
は
、
い
わ
ば
自
覚
的
に
(
身
分
と
し
て
の
「
参
審
自
由
人
」
と
は
区
別
さ
れ
て
法
廷

(
そ
れ
も
グ
ラ
1
フ
の
裁
判
所
)
に
お
け
る
(
判
決
の
発
見
な
ど
の
)
機
能
を
果
た
し
て
い
る
者
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
(
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
ヘ
註

(
引
)
を
参
照
)
。
そ
の
限
り
で
、
こ
の
「
彼

(
H
裁
判
官
)
の
た
め
に
判
決
を
発
見
す
る
人
々
」
が
(
主
に
)
「
(
参
審
自
由
人
で
あ
る
)
参
審
員
」
を
指

す
、
と
解
し
た
こ
と
は
間
違
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
参
審
員
」
を
指
す
た
め
に
、
な
ぜ
こ
の
箇
所
に
限
っ
て
そ
う
い
う
歯
切
れ
の
悪
い
言
い
方

を
し
た
の
か
。

⑫
は
ひ
き
つ
づ
き
「
彼
の
司

R
Z、
ま
た
は
彼
の
生
命
、
ま
た
は
彼
の
健
康

(
H
手
)
(
が
剥
奪
さ
れ
る
場
合
)
」
に
つ
い
て
論
ず
る
。
寸
人
が
ア
イ

ゲ
ン
を
訴
求
し
、
ま
た
は
参
審
自
由
人
を
相
手
ど
り
犯
罪
を
訴
え
る
場
合
に
(
だ
け
)
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
裁
判
官

(
H
主
に
グ
ラ
l
ブ
)
は
、
正

論
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rechtlosであって echtlosではない者

規
の
裁
判
集
会
の
場
所
で
ま
た
国
王
罰
令
権
の
下
で
な
け
れ
ば
、
裁
く
こ
と
を
え
な
い
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
九
・
二
し
、
「
参
審
自
由
人
は
あ
ら

ゆ
る
者
に
関
し
て
判
決
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
し
か
し
彼
等
に
対
し
て
は
、
な
ん
ぴ
と
も
彼
等
の
生
命
、
ま
た
は
彼
等
の
名
誉
、
ま
た
は

彼
等
の
相
続
財
産
(
巾
ヨ
巾
|
|
こ
の
場
合
、
ア
イ
ゲ
ン
の
意
)
に
及
ぶ
判
決
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
彼
が
彼
等

(
H
参
審
自
由
人
)
と
同
等

出
生
身
分
で
な
い
か
ぎ
り
」
(
ラ
ン
ト
法
二
・
二

7
二
、
な
お
、
ラ
ン
ト
法
三
一
・
一
九
を
参
照
)
、
と
も
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
⑫
の
寸
そ
の
者
」
が

参
審
自
白
人
で
あ
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
事
案
に
つ
い
て
も
「
裁
判
官
し
が
(
主
主
グ
ラ

l
フ
、
「
彼
の
た
め
に
判
決
を
発
見
す
る
人
々
」
が
「
参

審
員
し
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
参
審
自
白
人
以
外
の
「
生
命
と
手
に
及
ぶ
犯
罪
」
は
グ
ラ

l
フ
の
裁
判
所
以
外
の
裁
判
所
で
も
裁
か
れ
る
。
現
に
寸
ゴ

l
グ
ラ

1

ブ
」
の
裁
判
所
に
つ
い
て
は
そ
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
四
、
お
よ
び
、
〔
一
・
五
七
〕
を
参
照
)
。
た
だ
し
、
こ
の
「
ゴ

l

グ
ラ

l
フ
し
は
、
現
行
犯
を
そ
の
日
の
う
ち
に
裁
く
た
め
に
選
ば
れ
た
者
で
は
な
く
て
、
「
グ
ラ

l
フ
L

ま
た
は
「
マ
ル
ク
グ
ラ

l
ブ
」
か
ら
裁
判

権
を
授
封
さ
れ
た
者
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
(
了
五
七
〕
、
(
了
五
八
・
ニ
を
参
照
)
。
裁
判
権
を
授
封
さ
れ
て
い
る
者
は
(
国
王
罰
令
権
を
授
与
さ
れ

て
い
な
く
て
も
|
|
拙
稿
寸
補
論
」
、
一
・
(
四
)
、
主
ニ
頁
以
下
を
参
照
)
(
参
審
自
由
人
以
外
の
者
の
)
「
犯
罪
を
裁
く
L

こ
と
が
で
き
る
(
ラ
ン
ト
法

一
一
・
五
二
・
二
)
0

「
マ
ル
ク
」
な
い
し
「
マ
ル
ク
グ
ラ

l
フ
し
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
が
多
い
が
、
(
右
の
よ
う
に
、
後
代
の
補
遺
に
か
か
る
条
項
で
は

あ
る
が
、
マ
ル
ク
グ
ラ
1
フ
も
ゴ
!
グ
ラ
l
フ
に
(
裁
判
権
を
)
授
封
す
る
こ
と
が
あ
る
旨
明
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
)
「
国
王
罰
令
権
な
し
に
裁
き
う
る
よ

う
な
事
件
に
つ
い
て
は
」
裁
判
権
を
も
つ
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
一
一
了
三
と
四
を
参
照
)
。
こ
の
よ
う
な
事
件
の
中
に
は
、
参

審
自
由
人
以
外
の
者
の
(
生
命
ま
た
は
手
に
、
し
た
が
っ
て
ま
た

gn宮
に
及
ぶ
)
犯
罪
も
含
ま
れ
て
い
る
、
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
マ
ル
ク
(
グ
ラ
l
フ
)
」
の
裁
判
所
で
「
判
決
を
発
見
す
る
」
の
は
、
「
彼
等
の

z
n
Z
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
(
な
い
し
寸
彼

等
の

s
n
Z
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
者
乙
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
一
二
の
三
と
四
、
三
・
六
五
・
て
三
・
七
0
・
て
お
よ
び
、
前
註
(
お
)
の

θ

と
@
を
参
照
)
。
し
た
が
っ
て
、
⑫
の
「
彼

(
H
裁
判
官
)
の
た
め
に
判
決
を
発
見
す
る
者
L

の
中
に
は
、
た
と
え
ば
ゴ

l
グ
ラ

l
フ
の
裁
判
所
に

参
集
す
る
「
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
」
や
マ
ル
ク
(
グ
ラ
!
ブ
)
の
裁
判
所
に
お
け
る
寸
彼
等
の

B
n
E
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
彼
等
の
こ
と
は
寸
参
審
員
し
と
は
呼
ば
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
⑫
に
お
い
て
だ
け
「
彼
(
リ
裁
判
官
)
の
た
め
に
判
決
を
発
見
す
る
人
々
L

と
い
う
歯
切
れ
の
悪
い
表
現
に
な
っ
た
の
も
、
む
し
ろ
⑫
を
書
い
た
と
き
彼
等
の
こ
と
が
著
者
ア
イ
ケ
の
頭
を
ち
ら
り
と
か
す
め
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

従
来
の
私
見
は
、
当
然
、
以
上
の
限
り
で
補
正
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
以
上
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説

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
特
に
マ
ル
ク
(
グ
ラ
l
プ
)
の
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
⑩
と
⑪
の
場
合
、
本
人
な
い
し
裁
判
官
と
と
も
に
証
人
と
な
る

六
人
の
者
は
、
同
じ
「
彼
等
の

E
n互
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
者
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も

次
の
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
中
心
に
な
る
証
人
が
(
本
人
と
裁
判
官
と
い
う
よ
う
に
)
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん

だ
が
、
(
参
審
自
由
人
と
参
審
員
が
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
)
⑩
の
「
彼
等
の
詰
円
宮
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
者
」
と
同
じ

グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
者
が
、
⑪

U
⑫
で
は
「
彼

(
H
裁
判
官
)
の
た
め
に
判
決
を
発
見
す
る
人
々
」
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が

そ
れ
で
あ
る
。
⑪

H
⑫
の
七
人
の
証
人
は
一
貫
し
て
法
廷
(
な
い
し
裁
判
所
)
に
お
け
る
機
能
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
ぬ
)
拙
稿
「
相
続
法
の
位
置
」
、
註
(
部
)
を
参
照
。

(泊

)
J
R
Z
を
喪
失
す
る
」
と
い
う
言
い
回
し
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
印
)
で
ま
と
め
て
論
ず
る
。

(
泣
)
前
註
(
却
)
を
参
照
。

(
お
)
「
誰
で
あ
れ
自
分
が
自
由
人
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
が
あ
り
、
し
か
し
て
他
の
者
が
彼
は
自
分
の
体
僕
で
あ
り
、
し
か
も
自
分
に
身
売
を
し
た
の

だ
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
か
の
者

(
H
被
告
、
自
分
は
自
由
人
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
)
は
(
否
認
宣
誓
を
も
っ
て
)
潔
白
に
な
る

(
H
他
の
者
の
主
張
を

却
け
る
こ
と
が
で
き
る
)
、
た
だ
し
そ
れ

(
H
身
売
)
が
法
廷
で
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
は
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
」
(
ラ
ン
ト
法
三
了
三
二
・
こ
)
。
こ
れ
が

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
(
間
接
的
に
も
せ
よ
)
法
廷
外
に
お
け
る
体
僕
へ
の
身
売
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
の
明
ら
か
な
唯
一
の

条
項
で
あ
る
。
拙
稿
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
を
も
参
照
。

(
M
A
)

前
掲
・
拙
稿
、
四
・
合
己
、
一
六
頁
以
下
を
参
照
。
た
だ
し
そ
こ
で
は
、
⑬
の
意
味
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で

改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
、
特
に
⑭
に
関
連
し
た
私
見
を
以
下
の
よ
う
に
補
正
し
て
お
き
た
い
。

(
お
)
前
註
(
却
)
に
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
一
・
五
二
・
一
を
参
照
。

(
却
)
「
(
あ
る
)
人
が
(
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
)
い
か
な
る
譲
渡
を
見
た
に
し
て
も
、
ま
た
い
か
な
る
判
決
が
発
見
さ
れ
る
か
聞
い
た
に
し
て
も
、
彼

が
(
そ
の
場
で
)
直
ち
に
(
そ
れ
に
)
異
議
を
申
立
て
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
後
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
異
議
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
(
ラ
ン
ト

法
二
・
六
・
四
)
と
い
う
原
則
が
あ
る
。

(
幻
)
な
お
、
体
僕
制
に
対
す
る
批
判
で
有
名
な
ラ
ン
ト
法
三
・
四
二
・
三
は
、
寸
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
今
日
な
お
わ
れ
わ
れ
の
法
の
中
に
、
な
ん
ぴ
と

も
、
相
続
人
が
そ
れ
を
取
消
し
え
な
い
よ
う
に
は
、
自
分
二
人
)
で
体
僕
へ
と
身
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と

(
H
法
)
も
っ
て
い

る
ヘ
と
述
べ
て
い
る
。

雪ム
U冊
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い
わ
ば
本
文
で
述
べ
る
こ
と
へ
の

rechtlosであって echtlosではない者

(
お
)
こ
の
条
項
も
き
わ
め
て
難
解
で
あ
り
、
考
え
始
め
る
と
際
限
の
な
い
ほ
ど
疑
問
が
続
出
す
る
。
こ
こ
で
は
、

序
論
と
し
て
、
そ
の
う
ち
若
干
の
も
の
に
つ
い
て
だ
け
触
れ
て
お
き
た
い
。

θ
ま
ず
「

σ
o
E
を
非
難
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
|
|
。
こ
の
表
現
を
⑮
が
置
か
れ
て
い
る
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
と
、
誰
し

も
が
真
先
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
「
子
が
早
過
ぎ
て
(
あ
る
い
は
、
遅
過
ぎ
て
)
生
ま
れ
た
L

(

ラ
ン
ト
法
了
三
六
・
一
(
お
よ
び
二
)
|
|
前
註
(
お
)

の
⑪
を
参
照
)
あ
る
い
は
「
子
が
ロ
ロ
巾

n
Z
に
生
ま
れ
た
」
と
い
う
非
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
子
の
出
生
直
後
に
問
題
に
な
る
は
ず

だ
、
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
「
子
が
早
過
ぎ
て
生
ま
れ
た
」
ケ

l
ス
に
つ
い
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
は
「
子
を
そ
の

(σoE
で
は
な
く
)

『
巾
円
宮
に
つ
い
て
非
難
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
(
同
上
)
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の

σ
o
E
は
「
出
生
」
で
は
な
く
、
寸
出
生
身
分
」
の
意
に
解
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
ま
で
の
考

察
に
よ
っ
て
も
、
「
吋
巾

nzzmな
者
」
の
う
ち
⑥
の
「
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
」
は
、
(
単
に
そ
の
出
生
身
分
に
応
じ
た
煩
罪
金
・
人

命
金
を
失
う
だ
け
で
な
く
)
そ
れ
以
後
も
は
や
「
嫡
出
の
子
を
儲
け
る
こ
と
を
え
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
(
単
に

z
n
Z
だ
け
で
な
く
)
「
出
生

身
分
」
を
喪
失
し
た
と
言
っ
て
も
良
い
状
況
に
あ
る
。
⑮
の
末
尾
、
「
彼
が
彼
の
お

n
Z
を
喪
失
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
し
と
い
う
但
し
書
も
こ
う

し
た
解
釈
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
(
な
お
、
「
彼
の
お
口
宮
を
喪
失
す
る
L

と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
印
)
で
ま
と
め
て
考
察
す
る
)
。
し
か
し
、

σ。
邑
が
寸
出
生
身
分
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
疑
問
は
減
る
ど
こ
ろ
か
却
っ
て
募
る
ば
か
り
で
あ
る
。

。
あ
る
者
の
出
生
身
分
は
父
と
母
の
出
生
身
分
に
よ
っ
て
決
ま
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
一
六
・
二
、

2
7
七
二
〕
、
〔
一
一
了
七
三
了
二
、
な
お
、
近

く
(
本
誌
四
二
の
二
に
)
公
表
す
る
別
稿
「
母
に
優
っ
て
生
ま
れ
た
子
」
を
も
参
照
)
。
も
ち
ろ
ん
、
父
と
母
の
出
生
身
分
は
そ
れ
ぞ
れ
の
父
と
母

(
H

二
人
の
祖
父
と
二
人
の
祖
母
)
に
よ
っ
て
決
ま
る
が
、
彼
自
身
の
出
生
身
分
に
と
っ
て
祖
父
母
の
そ
れ
は
直
接
に
は
問
題
に
な
ら
な
い
(
現
に
四
人

の
祖
父
母
の
出
生
身
分
が
完
全
で
あ
っ
て
も
、
父
か
母
が
出
生
身
分
を
喪
失
す
れ
ば
、
彼
は
祖
父
母
の
出
生
身
分
を
承
継
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
)
。
し
た
が
っ

て
、
彼
自
身
の
出
生
身
分
が
完
全
で
あ
る
た
め
に
は
、
父
母
の
そ
れ
が
完
全
で
あ
れ
ば
足
り
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
「
四
人
の
祖

先

(
H
祖
父
母
の
代
)
か
ら
」
の
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
か
。

②
以
上
の
よ
う
な
疑
問
を
も
っ
て
⑮
を
も
う
一
度
読
む
と
、
〈
印
ロ

(
H
J刊
。
ロ
)
の
意
味
が
気
に
な
り
始
め
る
。
〈
自
に
は
も
ち
ろ
ん
「
ー
ー
か

ら
L

と
い
う
意
味
が
あ
る
(
し
た
が
っ
て
、
本
文
で
は
一
応
「
(
の
代
)
か
ら
」
と
訳
し
て
お
い
た
)
。
し
か
し
、
⑮
で
「
非
難
さ
れ
え
な
い
」
と
さ
れ

て
い
る
の
は
(
彼
の
祖
父
母
あ
る
い
は
父
母
の
で
は
な
く
)
「
彼
(
本
人
)
の

z
n
yど
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
「
祖
父
母
の
代
か
ら
、
さ
ら

に
父
母
の
代
か
ら
彼
の

z
n
Z
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
」
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
極
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
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説
三A
旨冊

そ
も
そ
も
意
味
を
な
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
⑮
の
〈

g
を
、
む
し
ろ
「
祖
父
母
の
こ
と
が
も
と
で
、
ま
た
父
母
の
こ
と
が
も
と
で
」
と
読
み
た
く
な
る
の
だ
が
、
そ
う
読
ん
だ
だ

け
で
は
問
題
は
さ
し
て
前
進
し
な
い
。
な
ぜ
祖
父
母
や
父
母
の
あ
る
行
為
(
ま
た
は
、
法
的
地
位
)
が
孫
や
子
の
吋
R
Z
に
つ
い
て
ま
で
及
び
う

る
の
か
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
犯
罪
に
も
と
づ
く

g
n
Z
の
喪
失
、
そ
れ
に
伴
う
出
生
身
分
の
喪
失
の
よ
う
に
、
(
そ
れ
以
後
に
生
ま
れ
た
)
子
の

(吋
2
Z
だ
け
で
な
く
)
出
生
身
分
そ
の
も
の
に
も
影
響
を
与
え
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
、
問
題
は

G
に
逆

戻
り
し
て
し
ま
う
。

⑪
こ
の
⑮
は
、
も
と
も
と
①
の
直
後
に
あ
っ
た
だ
り
で
な
く
、
そ
の
あ
と
に
は
次
の
よ
う
な
条
項
が
つ
づ
い
て
い
る
。
「
い
ず
れ
か
の
参
審

自
由
人
が
彼
の
(
同
身
分
)
仲
間
の
一
人
に
決
闘
を
挑
む
場
合
、
そ
の
者
は
彼
の
四
人
の
祖
先
(
の
名
)
と
ハ
ン
ト
ゲ
マ

1
ル

(
H
(
世
襲
の
家
領

を
象
徴
す
る
)
家
紋
、
あ
る
い
は
、
世
襲
の
家
領
な
い
し
中
心
所
領
)
を
知
り
か
つ
そ
れ
を
挙
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
:
:
:
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
四
)
。

こ
こ
で
は
参
審
自
由
人
が
同
身
分
者

(
H
参
審
自
由
人
)
に
決
闘
を
挑
む
に
あ
た
り
、
自
分
が
正
真
正
銘
参
審
自
由
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

手
続
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
で
は
四
人
の
祖
先
(
だ
け
の
名
)
と
ハ
ン
ト
ゲ
マ

1
ル
の
挙
示
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

⑮
に
先
行
す
る
ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
一
は
(
本
稿
の
主
題
で
あ
る

)
J
R
Z
Z凹
で
あ
っ
て

R
Z
E印
で
は
な
い
者
」
に
つ
い
て
述
べ
、
⑮
に

つ
づ
く
右
の
ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
四
は
「
参
審
自
由
人
L

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
⑮
に
は
、
現
に
(
い
わ
ば

J
R
Z
Z
m
で
あ
っ
て
し
か
も

R
Y己
g
で
は
な
い
者
」
と
「
参
審
自
由
人
L

の
中
間
に
位
置
す
る
|
|
前
註
(
お
)
の
の
を
参
照
)
「
彼
の

E
n
Z
に
つ
い
て

非
難
さ
れ
え
な
い
者
」
が
登
場
し
て
く
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
⑮
は
、
ラ
ン
ト
法
了
五
一
・
四
と
同
じ
く
、
「
彼
の

B
n
Z
に
つ
い
て
非
難
さ
れ

え
な
い
者
」
(
た
と
え
ば
ラ
ン
ド
ザ
ツ
セ
)
が
(
た
と
え
ば
彼
の
同
身
分
者
に
決
闘
を
挑
む
と
き
)
自
分
の
「
出
生
身
分
し
を
証
明
す
る
手
続
を
述
べ
た
も

の
で
あ
り
、
(
彼
は
参
審
自
由
人
で
は
な
く
ハ
ン
ト
ゲ
マ

1
ル
を
も
た
な
い
か
ら
)
い
わ
ば
ハ
ン
ト
ゲ
マ

l
ル
の
代
り
に
寸
彼
の
父
と
母
」
の
(
名
の
)

挙
示
を
求
め
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。

こ
の
解
釈
は
か
な
り
有
力
で
一
概
に
は
却
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
著
者
ア
イ
ケ
は
⑮
を
も
っ
と
ポ
ジ
テ
イ

ヴ
に
(
た
と
え
ば
、
ー
誰
し
も
彼
の
『
巾
円
宮
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
者
が
彼
の
同
身
分
者
に
決
闘
を
挑
む
と
き
、
そ
の
者
は
彼
の
四
人
の
祖
先
H

祖
父
母

お
よ
び
彼
の
父
母
(
の
名
)
を
知
り
か
つ
そ
れ
を
挙
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
)
書
か
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
と
り

わ
け
、
こ
の
解
釈
で
は
(
@
と
@
の
疑
問
が
氷
解
し
な
い
ほ
か
)
、
な
ぜ
著
者
ア
イ
ケ
が
こ
の
条
項
に
限
っ
て
「
彼
の

σ。
丘
に
つ
い
て
非
難
す

る
こ
と
を
え
な
い
L

と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
か
(
ほ
か
の
条
項
で
は
「
非
難
」
の
対
象
は
す
べ
て

J
R
Zし
で
あ
る
|
前
註
(
ぎ
の

θ
を
参
照
)
、
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rechtlosであって echtlosではない者

そ
の
理
由
を
も
説
得
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
却
)
前
註
(
犯
)
の
@
と
②
を
参
照
。

(
刊
)
前
掲
・
⑤
の

2
5
n
Z
(
H
S
n宮
]
。
凹
)
な
者
」
は
「
そ
の
後
も
は
や
嫡
出
の
子
を
儲
け
る
こ
と
を
え
な
い
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「ロロ
R
Z
な
者
L

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
直
接
に
は
④
の
二
年
と
一
日
帝
国
ア
ハ
ト
の
中
に
あ
り
、
(
判
決
を
も
っ
て

)
z
n
y己
S
と
宣
告
さ

れ
た
者
」
を
承
け
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
④

H

ラ
ン
ト
法
一
・
三
八
・
二
は
本
文
に
引
用
し
た
箇
所
の
あ
と
、
ひ
き
つ
づ
き
「
そ
れ

(
H
剥
奪
さ
れ

た
ア
イ
ゲ
ン
)
を
(
彼
の
)
相
続
人
が
一
年
と
一
日
以
内
に
彼
等
の
宣
誓
を
も
っ
て
国
王
の
権
力
(
の
中
)
か
ら
引
き
戻
さ
な
い
な
ら
ば
、
彼
等

(
H

相
続
人
)
は
か
の
(
円
R
Z
Z叩
と
宣
告
さ
れ
た
)
者
と
と
も
に
そ
れ

(H
ア
イ
ゲ
ン
)
を
喪
失
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
nF円

T
V印

な
者
」
の
「
相
続
人
」
(
最
も
普
通
に
は
、
息
)
は
「
宣
誓
を
も
っ
て
ア
イ
ゲ
ン
を
引
き
戻
す
し
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
場
合
(
し
た
が

っ
て
、
②
の
「
犯
罪
に
つ
き
有
罪
と
さ
れ
(
叶
R
Z
を
喪
失
し
)
た
L

場
合
で
も
)
、

J
R
Z
Z
m
な
者
」
の
行
為
(
な
い
し
、
犯
罪
)
が
(
す
で
に
生
ま
れ

て
い
た
、
あ
る
い
は
、
す
べ
て
の
)
子
の
「
出
生
身
分
L

に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
(
因
み
に
、
「
父
が
死
亡
す
る
と
き
、
息
が

父
に
代
っ
て
応
訴
す
る
こ
と
は
な
い
、
彼

(
H
父
)
が
い
か
な
る
犯
罪
を
お
こ
な
っ
て
い
よ
う
と
も
L

(

ラ
ン
ト
法
二
・
一
七
・
ご
と
い
う
原
則
も
あ
る
)
。

し
た
が
っ
て
、
か
り
に
彼
の
祖
父
母
や
父
母
の
一
人
が

B
n
y己
B
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
孫
や
子
の
「
出
生
身
分
」
に
及
ぶ
の

は
、
せ
い
ぜ
い
彼
等
の
一
人
が
「
犯
罪
に
つ
き
有
罪
と
さ
れ
(
吋
R
Z
を
喪
失
し
)
た
L

場
合
、
し
か
も

z
n
Z
喪
失
以
後
の
こ
と
に
限
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
少
な
く
と
も
彼
の
父
母
の
い
ず
れ
か
が
犯
罪
に
よ
っ
て
円
2
Z
を
喪
失
し
た
場
合
は
、
そ
れ
以
後
に
生
ま
れ
た
子
は

R
Z
で
は
あ
り

え
ず
、
(
お
そ
ら
く
「

5
R
Z
に
生
ま
れ
た
子
L

と
し
て
|
|
前
註
(
幻
)
を
参
照
)
自
ら
(
犯
罪
に
よ
っ
て
)
吋
R
Z
を
喪
失
す
る
ま
で
も
な
く

吋巾円
Z
Z
m
な
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
⑮
の
末
尾
、
「
彼
が
彼
の
吋
R
Z
を
喪
失
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
L

と
い
う
但
し
書
に
適
合
し
な
い
。

(
H
H
)

寸
彼
(
等
)
の
お
円
宮
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
者
」
が
い
わ
ば
下
に
向
か
っ
て

J
R
Z
Z
m
な
者
」
と
対
置
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
中
に

「
参
審
自
由
人
」
を
も
含
み
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
前
註
(
剖
)
の
②
に
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
一
・
四
八
・
三
を
見
れ
ば
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
場
合
、
⑮
と
後
続
の
ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
四
と
の
関
係
(
前
註
(
お
)
の

θ
を
参
照
)
は
次
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
①
で

5
n
Y
2
2
な
者
の
中
に
も

R
Z
-
o
m
な
者

(H体
僕
へ
と
身
売
を
し
た
(
参
審
)
自
由
人
)
が
い
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
次
に
②
で
、
む
し
ろ
特
に
参
審
自
由
人
に
つ
い
て
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
彼
が
た
と
え
体
僕
へ
と
身
売
を

し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
彼
の
出
生
身
分
を
損
な
う
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ば
原
則
論
と
し
て
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
上

で
ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
四
で
、
参
審
自
由
人
が
決
闘
を
挑
む
際
の
出
生
身
分
の
証
明
方
法
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る
。
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
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説

(
必
)
拙
稿
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
で
は
、
ラ
ン
ト
法
三
・
三
二
・
五
に
定
め
ら
れ
て
い
る
手
続

(
H
三
人
は
父
方
ま
た
三
人
は
母
方
の
親
族

と
自
分
と
も
七
人
の
証
人
に
よ
る
立
証
)
が
、
(
法
廷
外
で
)
身
売
を
し
て
体
僕
と
な
り
す
で
に
(
か
な
り
長
期
に
わ
た
り
)
主
人
の
支
配
に
服
し
て
い

る
場
合
に
も
、
彼
は
自
分
の
体
僕
で
あ
る
と
い
う
主
人
の
主
張
を
却
け
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
(
一

五
頁
)
。
し
か
し
、
(
法
廷
外
で
)
身
売
を
し
て
体
僕
と
な
っ
た
者
が
自
分
の
意
思
で
主
人
の
支
配
か
ら
離
脱
し
て
し
ま
え
ば
、
主
人
の
主
張
を
却

け
る
に
は
、
基
本
的
に
は
む
し
ろ
ラ
ン
ト
法
三
・
三
二
・
こ
に
定
め
る
手
続

(
H
単
独
の
否
認
宣
誓
|
|
前
註
(
お
)
を
参
照
)
で
足
り
る
と
思
わ

れ
る
。
前
稿
で
は
そ
の
点
を
明
確
に
述
べ
て
お
か
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
補
足
し
て
お
き
た
い
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
三
・
八

0
・
二
、
〔
一
・
一
六
・
ニ
を
参
照
。

(
叫
)
法
廷
外
で
身
売
を
し
た
者
が
体
僕
関
係
か
ら
離
脱
す
る
た
め
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
必
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
必
)
た
と
え
ば
、
遺
産
相
続
の
原
則
を
述
べ
た
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
三

(
H
1
同
等
出
生
身
分
で
あ
る
か
ぎ
り
L

)

、
お
よ
び
、
ラ
ン
ト
法
一
・
一
七
・

一
(
日
「
他
の
者

(
H
相
続
人
)
と
同
等
出
生
身
分
で
な
い
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
は
彼
の
遺
産
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
)
を
参
照
。

(
必
)
前
註
(
剖
)
の

G
を
参
照
。

(
灯
)
本
文
で
述
べ
た
こ
と
の
ほ
か
、
(
法
廷
で
)
決
闘
を
お
こ
な
う
彼
等
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
然
裁
判
所
が
「
公
的
に
」
知
る
こ
と
が
で
き
た
は

ず
で
あ
り
、
こ
の
点
、
彼
等
は
⑩
に
属
す
る
者
の
中
で
も
や
や
特
殊
な
立
場
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(
必
)
ラ
ン
ト
法
三
・
一
六
・
二
は
J
R
Y己
C
凹
な
人
々
は
い
か
な
る
後
見
人
を
も
も
つ
べ
き
で
な
い
L

と
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
文
に
引
用
し
た

ラ
ン
ト
法
一
・
四
八
・
一
の
「
自
分
を

2
宮
]
。
印
に
し
た
者
」
が
⑩
の
「
生
業
に
よ
り
ロ
ロ

2
Z
な
者
」
を
含
む
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
か
り
に
そ
れ

が
⑥
の
「
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
(
彼
の
お

n
Z
を
喪
失
し
)
た
者
L

と
同
義
で
あ
る
と
し
て
も
、
す
べ
て
の

d
n
F
2
2
な
人
々
」
が

後
見
人
を
も
ち
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
念
の
た
め
、
寸
彼
等
の
訴
(
訟
)
に
際
し
で
も
ま
た
彼
等
の
決
闘
に
際
し
で
も
、
後
見
人
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
意

味
に
つ
い
て
、
簡
単
に
解
説
し
て
お
き
た
い
。

「
彼
等
の

z
n
Z
に
つ
い
て
完
全
な
者
L

、
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
一

O
O
%
の

g
n
Z
を
も
っ
者
は
、
(
原
則
と
し
て
)
自
ら
訴
(
訟
)
お
よ
び

決
闘
を
遂
行
す
る
(
し
た
が
っ
て
、
彼
等
も
(
原
則
と
し
て
)
訴
(
訟
)
に
際
し
で
も
ま
た
決
闘
に
際
し
て
も
後
見
人
を
も
た
な
い
)
。
こ
れ
に
対
し
て
女

性
(
お
よ
び
決
闘
に
つ
い
て
は
「
不
具
の
者
」
)
は
、
訴
(
訟
)
や
決
闘
の
遂
行
に
関
す
る
か
ぎ
り
い
わ
ば
五

O
%
の

z
n
Z
し
か
も
っ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
彼
等
は
、
残
り
の
五

O
%を
後
見
人
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
で
は
じ
め
て
、
寸
彼
等
の

R
n
Z
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
と
同
じ
よ
う
に
訴

論

北法41(5-6・180)2226



rechtlosであって echtlosではない者

(
訟
)
お
よ
び
決
闘
を
遂
行
で
き
る
状
態
に
な
る
(
前
註

(
M
)
お
よ
び
(
お
)
を
参
照
)
。

「
z
n
Z
E印
な
者
し
も
(
「
彼
等
の

z
n
Z
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
と
同
じ
く
)
、
訴
(
訟
)
に
際
し
で
も
ま
た
決
闘
に
際
し
で
も
後
見
人
を
も
た
な

い
。
し
か
し
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
彼
等
の

R
n
E
に
つ
い
て
完
全
な
者
L

の
場
合
と
ま
っ
た
く
異
な
る
。
つ
ま
り
、
寸
月
号
己

g
な
者
L

は

z
n
Z
を
ま
っ
た
く
(
あ
る
い
は
、
ほ
と
ん
ど
)
も
っ
て
い
な
い
。
彼
等
が
後
見
人
を
も
ち
え
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
百
円
宮
の
(
ほ
と
ん
ど
)

な
い
状
態
を
後
見
人
に
よ
っ
て
補
わ
せ
る
こ
と
は
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
女
性
(
や
「
不
具
の
者
」
)
が

後
見
人
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
お
こ
な
え
た
こ
と
を
、
彼
等

B
n
Z
Z凹
な
者
は
一
切
お
こ
な
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼

等
は
(
現
行
犯
の
被
害
者
と
な
っ
た
場
合
を
除
き
)
そ
も
そ
も
(
原
告
と
し
て
)
訴
を
起
こ
し
自
分
の
権
利
を
擁
護
・
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

彼
等
が
被
告
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
彼
等
は
後
見
人
な
し
に
単
独
で
応
訴
し
、
(
そ
の
不
利
を
忍
び
つ
つ
)
単
独
で
訴
訟
を
遂
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
彼
等
が
⑥
の
「
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
」
で
あ
れ
ば
、
(
犯
罪
に
つ
い
て
の
訴
に
つ
い
て
)
(
否
認
)
宣
誓
を
用

い
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
前
註
二
・
(
二
を
参
照
)
。
彼
等
は
さ
ら
に
、
(
少
な
く
と
も
)
「
彼
等
の
お

n
Z
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
で
あ
る
こ
と
を
そ

の
要
件
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
(
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
他
の
者
の
犯
罪
に
つ
い
て
)
、
判
決
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
(
た
と
え
ば
、
他

の
者
の
お
円
芹
や
普
通
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
ア
イ
ゲ
ン
や
レ

1
ン
の
占
有
)
に
つ
い
て
)
証
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
前
註
(
お
)
の

θ
に
所
引
の
箇

所
を
参
照
)
。
彼
等
は
ま
た
判
決
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
さ
ら
に
決
闘
に
つ
い
て
も
、
彼
等
の
方
か
ら
決
闘
を
挑
む
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

で
き
ず
、
原
告
か
ら
決
闘
を
挑
ま
れ
た
と
き
は
(
彼
等
は
い
わ
ば
誰
よ
り
も
身
分
が
低
い
の
で
)
そ
れ
を
拒
絶
で
き
ず
自
ら
戦
う
ほ
か
な
い
、
等
々
で

あ
る
。
一
言
に
し
て
言
え
ば
、
彼
等
は

m
q
k
y
g
zロ
窓
げ
釘
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
必
)
当
時
、
た
と
え
ば
高
級
貴
族
の
男
と
白
由
人
の
女
と
の
持
続
的
な
結
合
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
子
が
、
現
実
に
す
べ
て

znzg凹
と
し
て
扱
わ
れ

た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
二
の
考
え
方
の
方
が
現
実
に
近
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
す
べ
て
の

「
5『

R
Z
に
生
ま
れ
た
子
L

を
s
n
F己
g
と
す
る
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
L

の
き
び
し
い
倫
理
的
態
度
と
は
相
容
れ
な
い
考
え
方
で
あ
る
。
こ
こ
で

も
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
「
ド
イ
ツ
第
二
版
」
の
(
著
者
は
誰
か
と
い
う
)
問
題
に
突
き
当
た
る
(
拙
稿
コ
ブ
ン
ト
法
と
レ

1
ン
法
」
(
二
、
註
(
印
)
を
参

照)。

(
印
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
二
・
五
、
お
よ
び
、
前
出
一
・
(
一
)
を
参
照
。

(
日
)
こ
れ
に
関
連
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
。

寸
結
び
に
代
え
て
L

で
す
ぐ
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
寸
体
僕
へ
と
身
売
を
し
た
者
」
に
つ
い
て
論
。
す
る
と
き
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
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説

ア
イ
ケ
が
、
(
特
に
参
審
)
自
由
人
で
あ
り
な
が
ら
家
人
に
な
っ
た
者
の
こ
と
を
も
併
せ
考
え
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
が
な
い
。
こ
の
レ

1
ン

法
五
四
・
二
の
「
故
殺
に
よ
っ
て
同
身
分
者
の
家
臣
と
な
っ
た
者
」
も
(
引
き
下
げ
る
余
地
の
あ
る
)
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

(
主
に
)
参
審
自
由
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
果
た
し
て
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
参
審
自
由
人
は
ラ
ン
ト
法
上
の

(
U
「
公
的
な
」
)
裁
判
所

(
あ
る
い
は
、
「
国
家
」
と
言
っ
て
も
良
い
)
の
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
、
自
分
が
犯
し
た
「
故
殺
」
を
「
示
談
」
に
し
、
(
堂
々
と
)
主
従
関
係
を
結
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
(
犯
罪
を
犯
し
て
い
な
い
)
参
審
自
由
人
が
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
(
川
「
国
家
」
)
の
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
家
人
関
係
の
中
に

入
る
こ
と

(
H
法
廷
外
に
お
け
る
「
体
僕
へ
の
身
売
」
)
は
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
容
易
で
は
る
か
に
頻
繁
に
起
こ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
一

つ。

論

も
う
一
つ
。
も
と
も
と
「
法
」
(
あ
る
い
は
「
国
家
」
)
の
手
の
届
か
な
い
(
あ
る
い
は
、
届
き
に
く
い
)
と
こ
ろ
に
い
る
、
と
い
う
属
性
は
、
こ
の

「
窃
盗
や
強
盗
を
示
談
に
し
た
者
L

や
(
法
廷
外
で
)
「
体
僕
へ
と
見
売
を
し
た
者
」
に
限
ら
ず
、
「
決
闘
人
」
(
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
註

(
U
)

を
参
照
)
・
「
遊
芸
人
」
・
「

5
2
Z
に
生
ま
れ
た
者
」
に
(
多
か
れ
少
な
か
れ
)
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
く

J
2
F己
2
な
者
」
と
し

て
一
括
さ
れ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
は
(
「
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
」
と
は
ち
が
っ
て
)
積
極
的
に
所
領

(
U
ア
イ
ゲ
ン
と

レ
1
ン
)
や
「
出
生
身
分
」
の
剥
奪
と
い
っ
た
制
裁
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
せ
い
ぜ
い
(
法
廷
で
誰
か
か
ら
そ
の
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
と
き
)

ラ
ン
ト
法
上
の
、
あ
る
い
は
、
「
公
的
な
」
裁
判
所
に
お
け
る
お
円

Z
の
行
使
を
禁
ず
る
(
あ
る
い
は
、
大
幅
に
制
約
す
る
|
|
前
註
(
川
町
)
を
参
照
)

に
と
ど
め
た
(
あ
る
い
は
、
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
)
の
は
む
し
ろ
当
然
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
こ
れ
ら
の
者
が
(
彼
等
と
は
法
的
地
位
を
異
に
す
る
)
「
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
L

と
も
ど

も

J
2
z
z
m
な
者
」
と
し
て
一
括
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
(
「
結
び
に
代
え
て
L

で
も
簡
単
に
触

れ
る
点
を
別
に
し
て
)
こ
の
問
題
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
っ
て
い
る
ゆ
と
り
が
な
い
。

(
臼
)
ラ

l
テ
も
体
僕
へ
と
身
売
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
が
残
る
が
、
ラ

l
テ
は
「
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
小
作
人
し
で
あ
り
(
拙
稿
「
ア

イ
ゲ
ン
L

、
二
・
(
六
)
・

(
b
)
、
二

O
頁
以
下
を
参
照
)
、
し
か
も
「
日
雇
(
己
出
mhι
巾
者
同

R
F
R
)
は
、
彼
等
の
月
円
宮
を
喪
失
し
た
ラ

l
テ
に
由
来
し
て

い
る
」
(
ラ
ン
ト
法
二
了
四
四
・
三

1
1
前
註
(
幻
)
を
参
照
)
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
前
註
(
日
)
所
引
の
条
項
か
ら
、
解
放
さ
れ
て
自
白
人
と

な
り
う
る
の
は
体
僕
と
家
人
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ

l
テ
は
(
も
と
も
と
強
く
所
領
に
緊
縛
さ
れ
て
お
り
)
体
僕
へ
と
身
売

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
五
・
三
と
四
に
、
寸
成
熟

(
U
満
一
二
歳
)
に
達
し
た
者
が
修
道
院
に
入
る
」
ケ

1
ス
が
出
て
く
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
は
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rechtlosであって echtlosではない者

修
道
院
に
入
る
と
、
「
ラ
ン
ト
法
(
上
の

z
n
y
C
お
よ
び
レ

l
ン
法
(
上
の
能
力
)
か
ら
自
分
を
解
き
放
っ
た
こ
と
に
な
り
、
彼
の
レ

l
ン
は
彼
か

ら
自
由
に
な
(
っ
て
主
君
の
手
に
戻
)
る
」
、
寸
た
と
え
彼
が
一
年

(
H
の
試
修
期
間
)
以
内
に
(
修
道
院
か
ら
)
立
ち
去
っ
て
も
」
、
こ
の
こ
と
(
彼
が

広
三
湾
与
件
と

Z
R
R
Z
を
も
た
な
い
こ
と
)
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
た
だ
し
、
「
彼
が

R
Z
(
H
Z
m
-
z
g
)
な
妻
の
同
意
な
し
に
修
道
院
に
入
っ

た
場
合
」
は
別
で
、
妻
は
教
会
の
裁
判
所
に
訴
え
て
夫
を
修
道
院
か
ら
引
き
戻
す
こ
と
が
で
き
、
彼
は

E
E
Z
n
F円
台
フ
ン
ト
法
上
の

B
n
F
C
を

取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
が
、

Z
R
R
Z
(
H
レ
l
ン
法
上
の
能
力
)
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
L

。
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
(
特
に
法
廷
外
で
)

「
体
僕
へ
と
身
売
を
し
た
者
」
は
か
な
り
恵
ま
れ
た
法
的
地
位
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

(
M
)
(家
人
は
一
方
に
お
い
て
、
円

R
宮
を
も
っ
者
と
し
て
(
ラ
ン
ト
法
一
・
一
六
・
二
、
二
・
四
二
・
一
二
)
、
さ
ら
に
ア
イ
ゲ
ン
を
も
ち
(
ラ
ン
ト
法
一
・
三
八
・

二
、
三
・
八
一
・
一
一
)
あ
る
い
は
主
君
か
ら
封
与
(
厳
密
に
は
貸
与
)
さ
れ
た
所
領
を
も
っ
者
と
し
て
(
レ

l
ン
法
六
三
・
二
現
わ
れ
、
彼
等
が
用
意
な
し

に
法
廷
で
決
闘
を
挑
れ
ま
た
場
合
、
(
参
審
自
由
人
以
外
の
)
自
白
人
と
同
じ
猶
予
期
間

(
H
二
週
間
)
を
与
え
ら
れ
る
。
ほ
か
に
、
諸
侯
の
(
生
ま
れ
な
が
ら

の
)
家
人
と
帝
国
の
家
人
は
(
そ
れ
ぞ
れ
公
け
の
書
状
を
携
え
て
裁
判
所
に
送
ら
れ
る
使
者
あ
る
い
は
国
王
裁
判
所
に
お
け
る
判
決
発
見
人
・
証
人
と
し
て
)

公
け
の
活
動
に
従
事
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
)
家
人
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
主
君
に
よ
る
(
自
由
人

1
フ
ン
ト
ザ
ッ
セ
へ
の
)
解
放
の
対
象
と

し
て
(
ラ
ン
ト
法
三
・
八

0
・
二
)
、
ま
た
主
君
に
よ
る
交
換

(
H
相
互
譲
渡
)
の
対
象
と
し
て
(
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
五
二
・
二
、
三
-
四
三
・
一
二
)
、
体

僕
と
同
列
に
置
か
れ
て
現
わ
れ
る
。

(
日
)
「
体
僕
(
関
係
)
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
(
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
註
(
日
)
・
(
日
)
を
参
照
)
の
う
ち
、
(
ほ
ぽ
)
確
実
に
家
人
の
こ
と
を

も
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
ラ
ン
ト
法
(
一
・
一
六
・
二
〕
(
解
放
さ
れ
う
る
点
で
、
ま
た
次
項
は
(
実
質
的
に
は
)
家
人
の

z
n
Z
に
言
及
)
、
〔
一
了

一
九
・
二
〕
(
吋
R
Z
を
も
ち
う
る
点
で
)
、
ラ
ン
ト
法
一
・
五
二
・
一

(Z含
を
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
法
三
・
三
二
・
六
の

2
5白
ロ
の
複
数
と
解
す
れ
ば
)

お
よ
び
三
・
四
二
・
三
(
以
上
、
家
人
の
交
換
を
含
み
う
る
点
で
て
さ
ら
に
ラ
ン
ト
法
三
・
六
九
・
二
(
自
由
人
と
の
み
対
比
さ
れ
て
い
る
点
で
)
お
よ

び
一
・
五
一
二
一

(
a
g
E
E
が

R
Z
Eロ
F
白色巾こ内
S
F
r巾〈
g
E
R
と
対
比
さ
れ
、
母
に
つ
い
て
解
放
の
可
能
性
が
言
及
さ
れ
て
い
る
点
で
|
|
前

出
三
・
(
三
)
を
参
照
)
な
ど
で
あ
る
。
逆
に
、
寸
体
僕
」
が
家
人
を
含
む
可
能
性
が
ま
っ
た
く
な
い
の
は
、
そ
れ
が
守
家
人
L

と
並
列
し
て
現
わ

れ
る
ラ
ン
ト
法
二
了
八

0
・
二
だ
け
で
あ
る
。

(
回
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
く
(
本
誌
四
二
の
二
に
)
公
表
す
る
別
稿
寸
母
に
優
っ
て
生
ま
れ
た
子
」
で
も
別
な
視
角
か
ら
論
じ
て
お
い
た
。

(
幻
)
こ
こ
で
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
グ
ル
に
お
け
る

znz-Bの
語
の
用
法
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
語
は
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の

八
〔
九
〕
箇
条
・
九
〔
一

O
〕
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
(
一
・
三
八
・
て
一
・
三
八
・
二
、
一
・
五
一
・
一
(
二
箇
所
)
、
一
・
六
五
・
二
、
二
・
一

北法41(5-6・183)2229



説

=
了
一
、
〔
一
了
一
九
・
二
〕
、
三
・
一
六
・
二
、
三
・
七

0
・
て
三
・
八
二
・
二
。
こ
の
う
ち
、

J
R
Y円
z
m
な
者
(
一
般
、
ま
た
は
そ
の
全
体
)
」
を
指

し
て
い
る
の
は
、
一
・
三
八
・
一

U
②
、
一
・
五
一
・
一

(
1
)
H
①
、
三
・
二
ハ
・
二

H
註
(
川
町
)
、
三
・
七

0
・一

H
註
(
却
)
の
@
、
以

上
の
四
箇
所
で
あ
り
、
直
接
に
は
「
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
(
吋
R
E
を
喪
失
し
)
た
者
」
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
は
、
一
-
一
一
一
八
・
二

H
④
、
一
・
六
五
・
二

H
③
、
二
・
二
ニ
・
一

H
註

(
6
)
、
〔
ニ
・
一
九
・
二
〕
、
三
・
八
二
・
一
、
以
上
の
四
(
五
〕
箇
所
で
あ
る
。
残
っ
た

一
・
五
一
・
一

(
H
H
)
H

①
の
一
箇
所
(
号

B
n
Z
Z
8
5白
ロ
)
だ
け
が
、
(
実
質
的
に
)
「
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
(
て

5
n
Z
を
喪
失

し
)
た
者
」
を
含
ま
ず
、

Jmny円
Z
印
で
あ
っ
て

R
Z
-
C印
で
は
な
い
者
L

だ
け
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
用
語
法
上
の
「
混
乱
し
は
、
厳

密
に
は
、

z
n
z
z
m
を
両
義
に
用
い
ド
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
言
わ
ん
よ
り
も
む
し
ろ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
一
に
お
い
て
だ

け
例
外
的
な
用
語
法
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
(
次
註
(
関
)
を
も
参
照
)
。

(
時
)
ラ
ン
卜
法
一
・
五
一
・
一

(
H
)

の

号

z
n
z
-
0
8
5印
ロ
も
、
先
行
す
る

J
R
Z
Z凹
で
あ
っ
て
(
し
か
も

)
R
Z
Z印
で
は
な
い
者
」
を
承

げ
て
お
り
、
た
と
え
ば
「

(gロ
吋
R
宮

]ORロ
Z
己
巾
)
号

Bmwp
骨
三
円
宮
山
田

2
z
z
m
)
と
書
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に

は
例
外
を
な
す
も
の
で
は
な
い
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
印
)
こ
こ
で
、

J
R
Z
を
喪
失
す
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
の
史
料
的
所
見
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

θ
ま
ず
〈
句
者

q
w
g
の
語
を
用
い
る
場
合
。
こ
れ
は
さ
ら
に
次
の
場
合
に
分
か
れ
る
。
第
一
に
、
包
ロ
(
。
己
・
巾
叶
)
月
号
門
〈
句
者
。
円
}
内

g
と
い

う
表
現
が
、
ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
三

U

⑮
、
二
・
二
六
・
二
日
前
註
(
却
)
の
@
、
三
・
四
五
・
九

H
⑥
で
用
い
ら
れ
る
。
第
二
に
、

8
w

白
ロ
巴
ヨ
巾

(O己・

2
5
S
R
n
y
Z
4句
者

q
r
g
と
い
う
表
現
が
、
ラ
ン
ト
法
一
・
二
一
八
・
二

H
④
(
た
だ
し
こ
の
箇
所
は
省
略
し
て
あ
る
)
、
二
・

四
四
・
三
日
前
註
(
幻
)
、
レ

l
ン
法
六
八
・
九

H

前
註

(
4
)
で
用
い
ら
れ
る
。
ほ
か
に
、
ラ
ン
ト
法
二
了
二
五
・
二
に
(
お
そ
ら
く
は
同
義
で
)

(
単
に

)
8
W
〈
巾
司
君
巾
号

g
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
三
と
三
・
四
四
・
三
お
よ
び
レ

1
ン
法
六
八
・

九
は
、

z
n
Z
喪
失
の
原
因
が
「
(
窃
盗
・
強
盗
な
ど
の
)
犯
罪
」
で
あ
る
旨
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
も
と
も
と
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
い

て
〈

qさ
q
r
g
の
語
は
一
貫
し
て
「
(
罰
と
し
て
)
失
う

(
H
取
り
上
げ
ら
れ
る
ご
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
(
拙
稿
寸
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
三
・

(
五
)
、
三
五
頁
、
註
(
山
)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
箇
所
の
文
脈
か
ら
し
て
い
ず
れ
も
「
犯
罪
に
つ
き
法
廷
で
有
罪
と

さ
れ
た
L

ケ
ー
ス
に
か
か
わ
る
こ
と
を
推
定
で
き
る
(
前
註
(
持
)
の

θ
、
(
幻
)
、

(
4
)
を
参
照
)
。

G
次
に
〈
巾
ユ

2
2
(
U
Zユ
一
巾
日
ロ
)
の
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
。
包
ロ

(O己
-
R
)
司
R
Z
5
ュ2
2
と
い
う
表
現
が
ラ
ン
ト
法
一
・
五
・
二
、

一
・
一
六
・
一

H
⑦
、
一
・
三
九

H
⑨
、
ニ
・
三
六
・
一
、
三
・
二
八
・
二

H
⑪
、
三
・
八
二
・
一
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

呈d弘、
日冊
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rechtlosであって echtlosではない者

一
・
三
九
と
三
・
二
八
・
一
に
つ
い
て
は
司

R
Z
喪
失
の
原
因
が
、
「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
一
・
一
六
・
一
と
三
・
八
二
・

一
に
つ
い
て
は
お
円
宮
の
喪
失
が
「
法
廷
で
」
お
こ
な
わ
れ
、
あ
る
い
は
、
「
法
廷
で
(
判
決
を
も
っ
て

)
B
n
z
z∞
と
宣
告
さ
れ
た
」
こ
と
が
明

記
さ
れ
て
い
る
。
残
っ
た
二
つ
の
う
ち
、
二
-
一
二
六
・
一
に
つ
い
て
は
、
右
の

θ
に
前
出
の
三
・
ニ
六
・
一
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
百
円
宮

喪
失
の
原
因
が
ま
ず
間
違
い
な
く
寸
窃
盗
ま
た
は
強
盗
(
な
ど
の
犯
罪
)
」
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
一
・
五
・
二
は
|
|
否
定
態
な
の

で
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
残
る
が
|
|
あ
る
意
味
で
は
「
犯
罪
」
が
原
因
で
な
け
れ
ば

J
R
Z
を
喪
失
し
な
い
L

と
い
う
こ
と
を
裏
書
き
し

て
く
れ
る
。

@
ほ
か
に
、
ラ
ン
ト
法
一
・
八
・
一

H

⑫
に
(
実
質
的
に
は
)
巴
ロ

z
n
z
z丘
巾

-
g、
三
・
五
四
・
四
に
∞

E
2
2
E
R
Y
B
n
Z
4
2骨一巾口、

(
一
・
三
一
八
・
一

)
H
①
(
た
だ
し
こ
の
部
分
は
引
用
を
省
略
)
に
〈
自
己
目
巾

Z
n
y
R
〈
2
4
2
H
u
g
m
-
E
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。
こ
れ
ら
の

場
合
、
お
円
買
喪
失
の
原
因
が
寸
犯
罪
」
(
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
行
為
)
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
確
か
め
ら
れ
る
。

(印

)
Z
n
F円
芯
∞
な
者
に
欠
け
て
い
る
(
各
人
生
得
の

)
B
n
Z
が
深
く
裁
判
上
の
機
能
(
い
わ
ゆ
る
裁
判
能
力
H
の
R
R
E丸
善
釘

E
X
)
と
か
か
わ
っ
て

い
る
こ
と
は
、
本
稿
(
特
に
前
註
(
必
)
)
の
絞
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、

z
n宮
の
語

は
何
よ
り
も
ま
ず
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
(
権
)
・
裁
判
手
続
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
(
各
人
生
得
の
)
円

R
Z
を
も
っ
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の

月
円
宮
に
応
じ
て
こ
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
権
の
系
列
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
が
も
と
も

と
こ
の
裁
判
権
の
手
が
届
か
な
か
っ
た
(
は
ず
の
)
者
ま
で

BnZT)凹
と
呼
ん
で
い
る
(
前
註
(
日
)
を
参
照
)
の
は
、
決
し
て
そ
れ
ら
の
者
を
単

に
寸
法
」
の
世
界
か
ら
排
除
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
|
|
い
さ
さ
か
逆
説
的
に
ひ
び
く
か
も
知
れ
な
い
が
|
|
そ
れ
ら
の
者
を
そ
う
い
う

形
で
「
法
」
の
世
界
(
あ
る
い
は
、
「
国
家
L
)

の
中
に
位
置
づ
り
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
一
示
す
も
の
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
同
書
に
お
け
る
「
(
各
人
生
得
の

)
B
n
yど
に
つ
い
て
論
ず
る
際
に
、
改
め
て
論
ず
る
が
、
と
り
あ
え
ず
、
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
お
よ
び
「
補
論
」
を
参

照
さ
れ
た
い
)
。
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De rechtlose man， de nicht is echtlos. 

Takeshi ISHIKA W A • 

1m Artikel Ldr. I 51 H des Sachsenspiegels ist zu lesen: It is 

manich man rechtlos， de nicht is echtlos; went de rechtlose man mut wol 

echt wif nemen unde kinder bi er winnen， de em evenbordich sin， de 

moten wol sin erve nemen， unde er muder also， went se en evenbordich 

sin， se ne tweien van en mit egenscaρ. 

Danach sol1 unter den Rechtlosen auch de man， de nicht is echtlos， 

zu finden sein. Der behalt nicht nur eherechtliche Fahigkeiten， sondern 

auch seinen Geburtsstand (weil er seiner Frau und seinen Kindern 

ebenburtig bleibt)， der hat zudem seine Guter inne， di巴 erals sein Erbe 

auf seine Kinder zu vererben vermag. 

Wer ist denn konkret unter diesem recht!ose man， de nicht is 

echtlos， zu verstehen? In diesem Aufsatz sol1 auf diese Frage eingegangen 

und geantwortet werden. 

Ein Artikel unseres Rechtsbuches zahlt rechtlose Leute wie folgt 

auf: Kemρen unde er Kinder (A)，司pellude (B)， unde alle de unecht 

geboren sin (C)， un1e de duve oder rof sunet oderωeder gevet (D)， unde 

se des (= duves oder ro附) vor gerichte verwunnen werden， oder de er 

fグ undehut unφhar ledeget (E)， de sin alle rechtelos (Ldr. I 38 91). 

Dazu sind folgende zwei Gruppen hinzuzufugen: alle， de sek to egene 

geven (Ldr. III 45 ~9) (F) und derjenige， de sin recht (dat em angeboren 

is) vor gerichte versmaet unde eme en ander recht to seget， unde des 

nicht vulkomen ne mach (Ldr. I 16 H) (G). 

Das ist a11es， was im "Sachsenspiegel als Rechtlose erscheint. Unter 

diesen Leuten sol1 also de rechtlose man， de nicht is echtlos， zu suchen 

* o. Professor fur (westliche) Rechtsgeschichte an der Hokkaido.Universitat. 
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sein. 1m voraus ist aber noch zwierlei zu erwahnen. 

1. Ein Artikel besagt: Swe lif oder hant ledeget， dat eme mit 

rechte verdelt is， de is rechtlos (Ldr. 1 65 ~2). Der Abschlag des Handes 

stel!t (meistens) die Strafe fur Verletzung (Ldr. II 16 ~2) dar. Also ist 

duve oder rof im oben zitierten Ldr. 1 38 ~1 nicht restriktiv zu verstehen， 

sondern als typischer Fal! der Verbrechen， die mit einer peinlichen Strafe 

bedroht sind. 

2. Nach巴inemanderen Artikel: De jar unde dach in des rikes achte 

S1η， de delet men rechtelos unde verdelet en egen unde len (Ldr. 1 38 

~2) . Die Reichsacht folgt (meistens) der Verfestung， die ihrerseits von 

einem Verbrechen， das an dat lif oder an de hant geit， ausgeht (Ldr. 1 

68 ~ 1). Wichtig ist dabei fetzustellen， daβim Sachsenspiegel die 

Reichsacht wie Verfestung keineswegs eine Strafe im eigentlichen Sinne 

ist， sondern nur ein Zwangsmittel dazu， einen Beklagten sich vor Ge. 

richte stellen zu lassen. Aber wenn er uber ein Jahr lang in der 

Reichsacht bleibt (dann dut men ene in overachte -Ldr. III 34 ~3) ， so 

erklart ihn das Gericht als rechtlos und spricht ihm sein Eigen und Lehn 

ab， als ob er vor Gericht des betreffenden Verbrechens uberfuhrt worden 

ware. Diese Entziehung des Gutes wie die Rechtlosigkeit stellt eigentlich 

die Strafe fur sein Verbrechen dar， sie ist also auch bei der Gruppe (E) 

des vorangehenden 1 38 H implizite oder als etwas Selbstverstandliches 

vorausgesetzt. So durften wir hier auch de jar unde dach in des rikes 

achte si・ηdes1 38 ~2 zu der Gruppe (E) mitzahlen. 

II 

Nun wenden wir uns den Belegen zu， die auf (mogliche) Unter. 

schiede der Rechtsstel!ung unter diesen rechtlosen Leuten hinweisen 

1. Ein Artikel bezeugt wie folgt: Echte kindereηe mach de unechte 

man seder mer nicht gewinnen， he ne djustere vor des keiseres scare， dar 

he enen anderen koning mit stride besωt; so wint he sin rechtωeder， 

unde nicht sin gut， dat eme verdelt is (Ldr. 1 38 ~3). Auf wen bezieht 

sich de unechte (= rechtlose) man? U nmi ttelbar nur auf de jar unde 

dach 仇 desrikes achte sin des vorangehenden Ldr. 1 38 ~2. Auf sie aber 

beschrankt sich keineswegs derjenige， der nach der gerichtlichen Erklarung 

der Rechtlosigkeit nicht mehr echte Kinder gewinnen kann. Aus oben 

angefuhrten Grunden mussen auch die Rechtlosen， die vor Gericht wegen 
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eines Verbrechens verurteilt worden sind， dazu gehδren.l) Wenn dem so 

ist， mussen wir darauf verzichten， in der Gruppe (E) de rechtlose man， de 

nicht is echtlos， zu suchen (weil auch er echte Kinder gewinnen konnen 

mus). 

2. In einem anderen Artikel ist folgendes zu lesen: Al si en man 

ゆelemanoder unecht geboren， he n 'is doch roveres noch deves genot 

nicht， alse men kemJうen0ρen leden moge (Ldr. 1 50 32). Hier sind die 

Gruppe (B) sowie die Gruppe (C) klar von der (E)Zl unterschieden. Was 

bedeutet aber dieser Unterschied oder der Satz: alse men kempen op en 

leden moge konkret? 

Auf diese Frage bezieht sich folgender Artikel: De er recht mit 

rove oder mit duve verloren hebben， 01 men se duve oder doves 

anderweide sculdeget， se ne mogen mit erme ede nicht unsculdich werden; 

se hebben drier kore: dat [heteJ iseren to dragene， oder in enen 

wallenden ketelωgripene bit to deme elembogen， oder deme kempen sek 

to werene (Ldr. 1 39). Die Rechtlosen， die zu der Grupp (E) gehδren， 

durfen nicht also， wenn sie nochmals eines Verbrechens beschuldigt 

werden， von ihrem Eid Gebrauch machen， sondern si巴 (undnur sie) 

mussen， um sich davon zu reinigen， gegebenenfalls sich gegen einen 

Kampfer wehren， und zwar im Gegensatz zu denjenigen， die zu der 

Gruppe (B) oder (C) gehδr巴n3l.

3. Nach dieser Beobachtung mus ein Paar Artikel unsere Aufmerk-

samkeit auf sich lenken: namlich， Ldr. III 28 Sl: Swene men unecht (= 

rechtlos) seget van bord oder van ammechte， dat mut 0.ρene tugen， de it 

seget selve sevende mit vulkomenen luden an erme rechte und III 28 32: 

Sprikt men αver， dat he sin recht verloren hebbe vor gerichte mit duve 

oder mit rove， dat mut de richtere tugen selve sevende. 

Hier lesen wir also einen klaren， sogar prinzipiellen Unterschied 

unter den Rechtlosen in Bezug auf das Mittel， um ihnen ihre R巴chtlosig-

keit zu bezeugen. Auserdem gehor巴nunsere Gruppe (A)， (B) und (C) 

1) V gl. dazu auch folgenden Artikel: Swe so enes mannes wif behuret 0μnbm官，

oder wif oder maget nodeget， nimt he se dar na to echte， echt kiηt ne wint he 
nimmer bi er (Ldr. 1 37). 

2) Uber die Gruppe (0) wird noch unten erortert werd巴n.

3) Vgl. dazu auch folgenden Satz: mit kempen mach en man (ニenlam man) 

wol weren aldus; mit kemJうen時emach aver he enen umbesculdenen man an 
sime rechte向ichtberede抑.Eben in dieser Hinsicht bildet also der Fall des Ldr. 
1 39 eine Ausnahme. 
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zweifellos zu denjenigen， die van bord oder van ammechte unecht (= 

rechtlos) sind， und unsere Gruppe (E) ist selbstverstandlich mit dem-

jenigen， der sin recht verloren hebbe vor gerichte mit duve oder mit rove， 

identisch. Es li巴gtalso nahe anzunehmen， daβdiese beiden verschiedenen 

Beweismittel eben der unterschiedlichen Rechtsstellung der Rechtlosen 

entsprachen 

4. Um daraus eine sichere Schlusfolgerung zu ziehen， sind aber 

noch einige Fragen im voraus zu er1edigen. Vor allem: Zu welchem 

dieser beiden Fallen， des III 28 91 oder ~2 ， gehoren unsere Gruppe (D)， (F) 

und (G)? 

a) Zunachst uber die Gruppe (G). D巴rFall， wo de richtere selve 

sevende so gedaner lude， de eme ordel vinden， getuch sin mut， erscheint 

auch in Ldr. I 8 91. In diesem Artikel ist der Fall: swar men enen 

manne tugen wel (nicht nur an sin lij， oder an sin gesunt， sondern auch) 

an sin recht， dat eme (vor gerichte) verdelt si， ist ausdrucklich mit 

genannt. Danach mus auch unsere Gruppe (G) zum Fall des III 28 ~2 

gehoren. 

b) Das besagt aber gleichzeitig， das ein begangenes Verbrechen 

(wie Diebstahl oder Raub) fur den Fall des III 28 ~2 nicht immer 

wesentlich ist. Bestimmend ist vielmehr， das ein Verlust des Rechtes vor 

gerichte geschehen ist. Auch die Tatsache， das im Artikel I 8 ~l die 

gericht1iche Auflassung und Verpfandung des Eigens mit einbegriffen ist， 

weist darauf hin. 

1m Lehnrecht unseres Rechtsbuches ist zudem ein auffaliger 

Artikel wie folgt zu finden: Doch n 'is des mannes (X) herscilt dar mede 

nicht genederet， 01 he (X) sines genoten (Y) man wert unde san gut van 

eme (Y) untvet dorch doおlach，deste de mansca，ρnicht geeゲ newerde 

(Lnr. 54 92). Der Totschlag stellt im Sachsenspiegel ein Verbrechen dar， 

das (wie der Raub) mit dem Abschlag des Hauptes bedroht ist (Ldr. 11 

13 ~5). Der Tater soll also， auch wenn er es eingelost hat， recht10s 

bleiben und alle de rechtes darvet， de scolen lenrechtes darven (Lnr. 11 91). 
Trotzd巴mist X， der vielleicht den Totschlag gegen einen Verwandten des 

Y begangen hat， der Mann seines Standesgenossen (Y) geworden， und 

zwar ohne dabei seinen Heerschild heraubzusetzen! Wenn die Sache vor 

Gericht gebracht worden ware， so wurde so etwas vollig ausgeschlossen 

sein. So mussen wir annehmen， das X， um den Totschlag (ρrivat) zu 

suhnen， der Mann des Y geworden ist. 
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Wenn wir darin nicht geirrt haben， dann konnen wir weiter 

annehmen， das ein begangenes Verbr巴chenals solches， soweit es nicht 

vor Gericht gebracht ist， nicht immer oder nicht automatisch zur 

Rechtlosigkeit des Taters fuhrt. Wenn jemand aber (vor Gericht) (z. B. 

um diesen als Zeugen auszuschliesen) gegen V ollstandigkeit an dessen 

Recht einen Einwand erheben will， so kann er sich auf das Beweismittel 

des III 28 ~1 stutzen (und wenn der Beweis durchgefuhrt worden ist， so 

soll auch der Tater der Gruppe (D)， wenigstens nach dem Grundsatz des 

Ldr. I 38 ~1 ， als Rechtloser behandelt werden) 

I
 

I
 

I
 

N ach diesen Ausfurungen bleibt uns ubrig nur noch die Gruppe (F) 

zu uberprufen. W ollen wir uns nun dieser Gruppe zuwenden: 

1. Ein Artikel unseres Rechtsbuches besagt: Ane erven gelof unde 

ane echt dink ne mut neman sin egen noch sine lude (= Leibeigene) 

geven (Ldr. I 52 ~1). Eine sogenannte gerichtliche Auflassung， die einzige 

ordentliche oder rechtsgultige Verauβerung des Eigens oder der 

Leibeigenen. Soweit auch sek to egene to gevene eine Art egen to gevene 

darstellt， so mus auch das Sich-Verausern zum Leibeigenen ordentlich 

oder rechtsgultig diesem Grundsatz entsprechend geschehen. 

Aber manchmal kommt vor， das man sich (wie sein Eigen-cf. 

Ldr. III 83 ~3) ane echt dink (od. ausergerichtlich) verausert， was vom 

folgenden Artikel abzulesen ist: Sωe sek vri seget， unde en ander seget 

dat he sin egen si， so d，αt he sek eme gegeven hebbe， des mut jene wol 

unsculdich werden， it ne si vor gerichte gescen (Ldr. III 32 ~2):> So gibt 

es beide Wege (gerichtlicher und ausergerichtlicher) des Sich-Verauserns 

zum Leibeigenen. 

2. Das ist aber schon alles， was der Sachsenspiegel， wenn auch 

mittelbar und fluchtig， doch am ausergerichtlichen Sich-Veraus巴rnzum 

Leibeigenen belegt. Folgende zwei weitere Artikel beziehen sich dagegen 

ausschlieslich auf das gerichtliche Sich-Verausern zum Leibeigenen 

Ldr. III 32 ~7: Sωe sek vor gerichte to egene g杭 sinerve mach it 

wolωederゆrekenmit rechte unde brengen ene wederαn sin vri. Ldr. III 

32 ~8: Behalt ene aver de herre wante an sinen dot， he nimt sin erve na 

4) Dieser Artikel entspricht ubrigens dem allgemeinen Grundsatz des Vertrags， 

der in Ldr. 1 7 geausert ist 
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sime dode， unde sine kindere， 01 se na eme horet， de he na der gave 

gewan. 

N ach dem ersteren ist zwar festzustellen， das das gerichtliche 

Sich.Verausern zum Verlust der Freiheit fuhrt. Nach dem Wortlaut des 

letzt巴renkann es jedoch jederzeit bis zum Tode d巴sBetreffenden von 

seinem Erben angefochten und widerrufen werden5
}. V on dem letzteren ist 

ubrigens abzulesen， das der betreffende Leieigene， wenn auch er bis zu 

seinem Tode， bei seinem Herrn bleibt， nicht nur sein Erb巴 innehat， 

sondern seine Kinder， die nicht immer na eme (zu seinem Herrn) horet， 

auch nach seinem Sich-Verausern gewinnen kann. Der Mann， der sich 

vor Gericht zum Leibeigenen verauβert hat， steht also dicht in der Nahe 

des von uns gesuchten rechtlose man， de nicht is echtlos. Was noch ihm 

fehlt， ist nur sein Geburtsstand! 

3. N ach diesen Ausfuhrungen sind wir berechtigt， folgende Fragen 

zu stellen: Verliert auch ein Freier， der sich ausergerichtlich zum 

Leibeigenen verausert hat， seinen Geburtsstand? und welchen Stand erhalt 

derjenige， der sich vor Gericht verausert hat， als er von seinem Erben 

wieder in die Freihent gebracht worden ist， nur den des Landsassen (wie 

es bei einem freigelassenen Leibeigenen der Fall ist)剖 oder seinen 

Geburtsstand (z. B. den des Schoffenbarfreien， falls es sich um denjenigen 

handelt)? Auf diese Fragen kann viell巴ichtder folgende Artikel eine 

Antwort geben: 

Swelk man van sineη vir anen， dat is van twen eldervaderen unde 

van twen eldermuderen unde van vader unde van muder umbesculden is 

an sime rechte， den ne如 η nemantscelden aη siner bord， heηe hebbe 

sin recht verwarcht (Ldr. 1 51 S3). 

An und fur sich betrachtet， ist dieser Artikel in mancher Hinsicht 

ratselhaft. Z. B.: Warum spricht das Rechtsbuch eben nur in diesem 

Artikel von an siner bord scelten (nicht von sin recht od. an sime recht 

besculden wie in anderen Artikeln)? J emandes Geburtsstand ist unmi t司

telbar von dem seines Vaters und seiner Mutter bestimmt (Ldr. 1 16 S2). 

Warum sind hier trotzdem nicht nur vader unde muder， sondern auch 

twene eldervadere unde twene eldermudere erwahnt? Wie kann ein Mangel 

5) Vgl. dazu auch folgenden Satz: We hebben ok noch in unseme rechte， dat 
neman sek selve to egen gegeven ne mach， it ne weder legge sin enリewol (Ldr 

III 42 ~3). 

6) V gl. dazu Ldr. III 80 ~2. 
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an ihrem Recht oder Geburtsstand (unmittelbar) das Recht ihres Enkels 

tadelhaft machen， und zwar obwohl hier vorausgesetzt ist， das er， als er 

geboren ist， sein Recht richtig erhalten hat (sonst hatte er kein Recht 

gehabt， das er verwirken konnte)? usw. 

Um solchen Zweifeln auszuweichen， mus man wohl den inneren 

Zusammenhang des Textes beachten， das der Artikel ursprung!ich gleich 

nach dem anfangs zitierten 1 51 H steht. So gesehen， soll Ldr. 1 51 B， 

nach meines Erachtens， etwa folgendes besagen: Auch ein freier (bes. 

schδffenbarfreier) Mann， der sich ausergerichtlich zum Leibeigenen ver-

ausert hat， sollte als rechtlos behandelt werden， wenn ihm vor Gericht 

darauf hingewiesen wird. Aber verliert er dabei nicht (automatisch) 

seinen Geburtsstand und niemand kann ihn seines Geburtsstandes 

schelten， wenn er von einer freien (bes. schoffenbarfreien) Familie 

stammt， die seit der Generation der Grosvater und -mutter an Recht oder 

an Geburtsstand tadellos ist. Auch derjenige， der sich vor Gericht zum 

Leibeigenen verauβert hat und von seinem Erben wieder in die Freiheit 

gebracht worden ist， erhalt ohne weiteres seinen Geburtsstand und bleibt 

dann an seinem Recht oder an seinem Geburtsstand tadellos. 

IV 

Wenn wir in diesen Ausfuhrungen nicht geirrt haben， so durfen wir 

de rechtlose man， de nicht is echtlos， eben (oder doch in der Hauptsache) 

in denen， de sek ane echt dink to egene gegeven hebben， suchen7
). Zum 

Schlus soll noch zweierlei im Zusammenhang damit erwahnt werden. 

1. Der Sachsenspiegel， der einerseits denstlude (= Ministerialen) 

(bes. als diejenigen， die ihr Recht haben) von egene (= Leibeigenen) 

unterscheidet， behandelt andereseits sie beide als Unfreie einen neben 

dem anderen 8). So mussen wir auch an denstlude denken， auch wenn der 

Text nur uber egene spricht. Wenn wir unter de sek (vor gerichte) to 

egene geven in bisherigen Ausfuhrungen auch die Freien， die sich einem 

Herrn als Miniseriale hingegeben haben， mit verstehen， dann wird etwa 

7) Damit ist auch wohl zu erklaren， warum nur in 1 51 H als Vorbedingung zur 
Ubemahm巴 desErbes (nicht nur die Ebenburtigkeit， sondem) 巴igensse ne 
tweien van en mit egenscaρerwahnt ist. 

8) Bes. in Ldr. III 80 92 ersch巴intdenstman neben egen man als derjenige， der 
uberhaupt freigelassen werden kann. 
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folgendes klar werden. 

Der Sachsenspiegel will immer noch eine scharfe standische 

Trennungslinie zwischen Freien und Unfreien ziehen und sieht auch 

(angeborene) Ministerialen im Grunde als Unfreie an. Was die Freien 

(bes. Schoffenbarfrei巴n)，die einem Herrn als Ministeriale dienen， angeht， 

ist doch die innere Struktur seiner Normen so konstruiert， das sie soweit 

wie moglich ihren Geburtsstand bewahren oder diesen so leicht und 

vollstandig wie mδglich zuruckgewinn巴nkonnen. Daran ist wohl seine 

Haltung gegenuber den Ministerialen abzulesen: s巴ine Feindseligkeit 

beschrankt sich namlich auf die angeborenen Miniserialen9
). 

2) Bei allen Ausfuhrungen in diesem Aufsatz bleibt immer noch 

eine Frage zu erklaren: Was fehlt denn dem rechtlose man， de nicht is 

echtlos? Ihm fehlt freilich ein (angeborenes) Recht. Was ist denn oder 

welche Funktion hat aber das (jm. angeborene) Recht? Darauf kann 

nicht mehr in diesem， sondern erst im nachsten Aufsatz eingegangen 

werden. Hier soll jedoch soviel wie folgt vorausgeschickt werden: 

In unserem Rechtsbuch sind folgende zwei Artikel zu finden: 

Rechtlose lude ne scolen nenen vormunde hebbebn (Ldr.III 16 ~2) und Alle 

de unecht geboren si九 οdersek echtlos gemaket hebben， de mogen nene 

vormunde hebben an erer klage noch an erme kamte (Ldr. 1 48 S2). Was 

bedeutet das fur die Rechtlosen? 

Freilich haben auch an erme rechte vulkomene (od. umbesculdene) 

lude keinen Vormund. Das bedeutet jedoch， das sie fur sich， ohne Hilfe 

ein巴sVormunds， ihre Klage und ihren (gerichtlichen Zwei-) Kampf durch-

zufuhren vermogen. Dagegen brauchen Frauen， die in einem Sinne an 

erme rechte nicht vulkomen sind (vgl. Ldr. 1II 45 ~2) ， einen Vormund zu 

haben， sowohl bei der Klage (Ldr. 1 46) als auch beim Kampf (Ldr. 1 43). 

Frauen vermogen also vor Gerichte erst mit Hilfe eines V ormunds 

durchzufuhren， was an erme rechte vulkomene Manner fur sich vermogen. 

Nach oben zitierten beiden Artikeln durfen Rechtlose keinen Vormund 

haben. Das mus also bedeuten， das ihnen vor Gericht auch was Frauen 

mit Hilfe eines V ormunds vermogen， untersagt ist 

9) In dieser Hinsicht mus die Ansicht K.A. ECKHARDT'S (Sachsenspiegel IV， 

S.26-33) etwas korrigiert werden. 
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