
人
が
行
う
神
の
裁
き

ー
法
書
『
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
』

に
よ
っ
て
中
世
の
裁
判
を
考
え
る
|
|

高

津

春

久

中
世
の
法
が
定
め
る
刑
罰
の
残
忍
さ
、
野
蛮
さ
が
よ
く
話
題
に
な
る
。
そ
の
多
く
は
現
代
の
常
識
を
驚
か
す
よ
う
な
残
酷
の
刑
で

す
き

あ
る
。
夜
間
三
シ
リ
ン
グ
の
値
打
ち
も
な
い
も
の
を
盗
ん
で
死
刑
、
整
一
つ
盗
ん
で
車
裂
き
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
暗
黒
の
中
世
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
は
こ
こ
に
ま
ず
十
分
な
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。

中
世
ド
イ
ツ
の
法
書
の
代
表
と
し
て
、
こ
こ
に
『
ザ
ク
セ
ン
シ

A

ピ
l
ゲ
ル
』
の
記
述
を
と
り
あ
げ
、
残
酷
の
由
来
を
考
え
る
こ

と
と
す
る
。
人
の
生
活
の
決
ま
り
を
口
伝
え
に
教
え
る
ゲ
ル
マ
ン
以
来
の
慣
習
法
が
、

ド
イ
ツ
で
記
録
さ
れ
始
め
た
の
は
十
三
世
紀

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
自
分
の
住
む
町
や
地
方
の
法
を
個
人
が
書
き
と
め
だ
し
た
。
ザ
ク
セ
ン
の
オ
ス
ト
フ

7
1

レ
ン
に
住
ん
だ
騎
士
、

ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
の
著
『
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
』
は
、
こ
の
よ
う
な
展
開
の
最
初
に
位
置

す
る
大
作
で
あ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
語
散
文
で
書
か
れ
た
歴
史
上
最
初
の
著
作
と
し
て
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ア
イ
ケ
は
自

由
貴
族
の
家
柄
に
生
ま
れ
、

二
八
O
年
ご
ろ
か
ら
一
二
三
三
年
ご
ろ
ま
で
生
き
た
。
法
鑑
定
人
と
し
て
各
地
の
裁
判
所
で
活
躍
し

た
経
歴
か
ら
、
彼
の
記
述
は
当
時
の
法
生
活
の
実
際
を
直
接
反
映
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

人
が
行
う
神
の
裁
き



人
が
行
う
神
の
裁
き

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
は
死
刑
の
方
法
と
し
て
絞
首
刑
、
斬
首
、
火
あ
ぶ
り
、
車
裂
き
の
四
つ
を
、
ま
た
体
罰
刑
と
し
て
右
手

切
断
と
舌
抜
き
を
あ
げ
て
い
る
。
残
忍
の
聞
こ
え
高
い
四
つ
裂
き
、
抗
打
ち
、
生
き
埋
め
、
油
の
釜
ゆ
で
、
そ
の
ほ
か
目
玉
抜
き
、

耳
そ
ぎ
、
鼻
そ
ぎ
、
生
殖
器
切
断
な
ど
の
体
罰
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。

Z
D
〈

0
5∞
g
o
H
Z
B
己口問。江口
y
g
w
d『
O
F
m
oユ
ロ
ゲ
件
。
門
窓
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σ
2
m
m
w
-
U
S
仕
え
回
O
]
B
S
F
g
m
g
-
ω
ロ広
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R

S
円
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050

門戸
O弓}戸田門田
g
g
m
o
m
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Hos-
倉
田
弓
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叩
可
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ロ
ロ
由
仏
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申
吋
田
口
}
ロ
ロ
呂
町
四
由
者
∞
E
F
F
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N
5
2
門H
5
E円
g
s
m
g司
45-
江口町件。ロ

門目。白田
0
5
8
g
m沼田
N己
FO汁ロロ門目。
N
Z
F
P
2
0門-
2
5
F
仏可申ロ田口

E
Eロ
m
E
N
d
-。
由
。
ロ
∞
一
回
。
ゲ
ロ

Z
Yロ
田
町
8
5田
口
口
宏
司
申
口
ygl

(

同

)

-
O白
・

さ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
に
ど
の
よ
う
な
刑
罰
が
下
さ
れ
る
か
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
窃
盗
犯
は
縛
り
首
に
処
す
る
。
し
か
し

昼
間
三
シ
リ
ン
グ
よ
り
少
な
い
値
打
ち
の
も
の
を
村
で
盗
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
村
の
即
決
判
事
が
そ
の
日
の
う
ち
に
こ
れ
を
答

打
ち
毛
抜
き
の
刑
に
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
犯
人
が
三
シ
リ
ン
グ
を
償
っ
た
う
え
、
公
民
権
も
法
の
保
護
も
失
う

も
の
と
す
る
。

夜
間
の
盗
み
は
、
札
付
き
の
犯
罪
者
と
し
て
死
刑
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
昼
間
の
よ
か
ら
ぬ
出
来
心
は
同
情
さ
れ
、
「
皮
膚
と
頭
髪

の
刑
」

〈

N
C
F
R
S
P
E
E
Z
ユ
ロ
ゲ
窓
口
〉
を
加
え
ら
れ
た
。
決
し
て
甘
い
刑
で
は
な
い
。
答
打
ち
に
は
小
枝
の
東
を
用
い
、
皮

膚
が
血
を
流
す
ま
で
打
ち
つ
づ
け
る
。
ま
た
頭
髪
を
切
る
。
古
注
に
「
締
め
具
を
用
い
」

〈

gF件
∞
目
。
ロ

-02ロ
〉
と
あ
る
の
は
、
割

れ
目
の
入
っ
た
棒
で
罪
人
の
毛
を
巻
き
と
り
、
頭
皮
ご
と
ゆ
っ
く
り
は
ぎ
と
る
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
妊
婦
に
加
え
る
刑
は
皮
膚
と
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頭
髪
の
刑
以
上
に
及
ん
で
は
な
ら
ぬ
。
一
三
〇
〇
年
か
ら
一
三
一
五
年
の
間
に
作
ら

／
之
れ
だ
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
ー
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
絵
入
写
本
｛
の
品
｝
雲
）
に
は
杭

ミ
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に
し
ば
ら
れ
た
妊
婦
が
こ
の
刑
を
受
け
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
金
を
支
払
う
こ

と
に
よ
っ
て
刑
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
の
皮
髪
刑
に
限
ら
れ
た
。

　

夜
間
の
盗
み
は
昼
間
の
よ
う
に
ふ
と
し
た
出
来
心
か
ら
で
は
な
い
。
計
画
的
で
あ

る
だ
け
に
悪
の
根
は
深
い
と
さ
れ
た
。
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ｈ
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ｎ
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ａ
ｌ
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夜
穀
物
を
盗
む
も
の
は
、
縛
り
首
に
し
た
う
え
こ
れ
を
さ
ら
す
。
昼
間
そ
れ
を

盗
め
ば
打
ち
首
と
す
る
。

昼
間
の
盗
み
は
斬
首
刑
を
受
け
る
。
す
っ
ぱ
り
切
っ
て
落
と
す
の
は
、
ぶ
ら
下
げ

て
幾
日
も
さ
ら
す
よ
り
軽
い
刑
で
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
は
斬
首
を
死
刑
に
相
当
す
る
犯
罪
の
多
く
の
も
の
に
適
用
す
る
。

そ
れ
の
第
二
巻
、
十
三
章
、
五
節
は
斬
首
に
当
た
る
犯
罪
を
網
羅
し
て
い
る
。
他
人
を
打
ち
殺
す
も
の
、
ま
た
は
と
り
こ
に
す
る
も

の
、
放
火
殺
人
を
除
き
、
他
人
を
焼
き
殺
す
も
の
、
婦
女
も
し
く
は
娘
を
強
姦
す
る
も
の
、
治
安
を
妨
害
す
る
も
の
、
姦
通
を
犯
し

て
と
り
押
さ
え
ら
れ
た
も
の
が
そ
れ
に
当
た
る
。
先
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
絵
人
写
本
よ
り
少
し
お
そ
く
、
一
三
五
〇
年
ご
ろ
に
作
ら

人
が
行
う
神
の
裁
き

一
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写
贈詣自証

窃
盗
し
て
縛
り
首
に
な
る
男
。
そ
の
右
に
は
髪
を
刈
ら
れ
る
は
ず

れ
た
と
さ
れ
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
ー
ド
レ
ス
デ
ン
絵
人
心
祀
か
ら
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
と
処
刑
の
挿
絵
を
か
か
げ
る
。

人
が
行
う
神
の
裁
き
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の
男
が
金
を
払
っ
て
刑
を
ま
ぬ
が
れ
る
と
こ
ろ
。
四
段
目
の
絵
に
は
不
正
の
秤
を
用
い
、
虚
偽
の
売
買
を
し
た
も
の
が
髪
を
切
ら
れ

る
と
こ
ろ
。
最
下
段
の
絵
は
車
裂
き
の
刑
に
当
た
る
犯
罪
を
示
す
。

　

ま
た
ド
レ
ス
デ
ン
写
本
Ｆ
ｏ
ｌ
.
２
５
ｂ

　

上
段
の
図
は
斬
首
に
当
た
る
二
つ
の
犯
行
と
し
て
殺
人
と
強
姦
を
、
下
段
の
図
は
左
か
ら
魔

女
、
異
端
者
、
毒
殺
犯
人
を
火
刑
に
処
す
る
と
こ
ろ
を
描
く
。

　

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
が
記
す
最
も
残
酷
な
死
刑
は
車
裂
き

の
刑
で
あ
る
。
凶
悪
犯
に
適
用
さ
れ
た
。
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す
べ
て
故
意
に
人
を
殺
し
、
他
人
の
摯
を
う
ば
い
、
水
車
小

屋
、
教
会
、
墓
地
に
お
い
て
略
奪
を
は
た
ら
く
も
の
。
裏
切

り
、
放
火
殺
人
を
行
う
も
の
、
ま
た
は
彼
ら
の
た
め
に
働
き

利
を
得
る
も
の
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
車
裂
き
に
す
べ
き
で
あ

る
。

人
が
行
う
神
の
裁
き
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人
が
行
う
神
の
裁
き

イーボルト・シリングのスイス絵入年代記Fol.217デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六

　

こ
れ
は
こ
ご
一
一
年
に
布
告
さ
れ
た
ザ
ク
セ
ン
平
和
保
持
令

（
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
）
の
内
容
と
一
致
す
る
。
聖
職
者
、
少
女
、

婦
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
生
命
、
財
産
が
守
ら
れ
る
こ
と
と
、
教
会
、

墓
地
、
濠
や
垣
根
を
め
ぐ
ら
し
た
村
落
、
摯
、
水
車
、
国
王
が
設

け
た
道
路
の
不
可
侵
を
も
と
め
た
法
令
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
侵
し

て
刑
を
受
け
る
も
の
は
、
地
に
伏
し
、
ふ
り
お
ろ
す
車
輪
に
よ
っ

て
腕
と
脚
を
く
だ
か
れ
る
。
打
ち
く
だ
か
れ
た
体
を
車
輪
の
ス
ポ
ー

ク
に
編
み
入
れ
、
こ
れ
を
高
い
く
い
の
上
に
と
り
つ
け
た
。
車
輪

で
く
だ
か
れ
て
も
数
日
生
き
る
も
の
が
い
た
。
全
身
を
車
輪
で
打
っ

た
の
ち
、
頭
か
胸
に
Ｉ
刺
し
す
れ
ば
よ
み
が
え
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
刑
は
大
昔
、
神
に
生
け
に
え
を
さ
さ
げ
た
形
を
残
し
て
い
る
。

太
陽
は
炎
の
車
輪
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
、
車
輪
は
神
の
や
ど
る
場

所
で
も
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
こ
の
刑
は

異
教
崇
拝
の
影
が
ふ
か
い
。
ス
ポ
ー
ク
の
数
も
九
本
と
定
め
ら
れ
、

新
品
の
車
輪
で
罪
ぶ
か
き
肉
を
く
だ
い
た
。
日
輪
を
あ
ら
わ
す
車

輪
に
そ
の
肉
を
編
み
、
空
高
く
か
か
げ
て
日
の
神
の
赦
し
を
乞
う

た
。
死
体
は
腐
り
落
ち
る
ま
で
そ
こ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
神
に
さ
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さ
げ
る
に
え
で
あ
っ
た
か
ら
。

火
あ
ぶ
り
の
刑
は
ど
の
よ
う
な
犯
罪
者
に
課
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

∞d
z
-
r
a
z
gロ
自
民

M
Zロ
m
m
-
o
z
σ
B
F
Z件。円四
2
5
Z
N
O
Z
V申『冊目』
HHME∞
m
m
E
O門出
mw
『

B
ユ〈
O『
m民
z
z
s
-
Zロ円四品仏
8
2『
宅
己
ロ
ロ

g

(

由

)

舌
『
け
・
門
目
。
ロ
∞

o
-
H
u
s
s
z
仏
申
吋
}
戸
ロ
ユ

σ
C
5
3・

お
よ
そ
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
信
仰
に
あ
や
ま
り
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
魔
法
を
行
い
、
他
人
に
毒
を
盛
る
も

の
、
ま
た
こ
れ
ら
の
罪
状
を
み
と
め
た
も
の
。
彼
ら
は
ま
き
の
山
に
か
け
て
焼
く
も
の
と
す
る
。

火
の
中
に
も
神
が
住
ん
で
い
る
。
神
は
火
中
に
あ
る
も
の
を
食
べ
る
。
犯
罪
者
、
と
り
わ
け
悪
魔
に
か
か
わ
り
汚
れ
あ
る
も
の
を

火
の
神
は
焼
き
ほ
ろ
ぼ
す
。
そ
れ
で
火
あ
ぶ
り
は
異
端
者
と
魔
女
に
対
す
る
刑
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
火
の
神
へ
の
生
け
に
え
と
し
、

残
っ
た
灰
は
風
に
ま
き
、
水
に
流
す
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
四
つ
の
死
刑
は
、
火
や
風
や
水
な
ど
の
エ
レ
メ

ン
ト
に
対
す
る
古
代
人
の
信
仰
と
祭
儀
に
由
来
す
る

と
い
え
る
。
縛
り
首
の
刑
が
死
ん
だ
受
刑
者
を
長
く
木
の
枝
に
ぶ
ら
下
げ
た
の
は
、
彼
の
肉
体
を
風
の
神
に
さ
さ
げ
た
古
い
祭
儀
に

も
と
守
つ
い
て
い
る
。
ヴ
ォ
!
ダ
ン
の
神
の
使
者
で
あ
る
か
ら
す
が
死
者
の
肉
体
を
十
分
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
罪
人
を
裸
体
で
長
い

間
下
げ
て
お
い
た
。
ま
た
斬
首
の
刑
も
動
物
を
生
け
に
え
と
し
た
古
代
の
祭
儀
に
近
い
。
古
代
の
人
び
と
は
に
え
と
す
る
動
物
の
頭

を
棒
に
刺
し
、
神
に
さ
さ
げ
る
。
中
世
の
斬
首
も
罪
人
の
落
ち
た
首
を
し
ば
し
ば
棒
に
刺
し
、
こ
れ
を
天
に
向
か
っ
て
高
く
さ
し
あ

げ
た
。
死
刑
は
人
の
手
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
が
、
罪
人
が
地
上
に
長
ら
え
る
こ
と
を
望
ま
れ
ぬ
神
意
を
推
し
は
か
つ
て
そ
れ
は
行

人
が
行
う
神
の
裁
き

-t:; 



人
が
行
う
神
の
裁
き

，、、

わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
刑
罰
は
宗
教
的
な
意
味
を
も
っ
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
生
き
た
人
を
死
の
世
界
に
送
る
瞬

聞
を
、
民
族
の
も
つ
原
始
の
記
憶
が
演
出
し
た
。
処
刑
の
途
中
で
刑
吏
の
剣
の
折
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
首
を
く
く
る
ロ

1
プ
の
切
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
と
き
罪
人
は
刑
の
執
行
を
免
ぜ
ら
れ
た
。
神
々
の
こ
の
に
え
を
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
が
認
め
る
体
罰
刑
は
右
手
切
断
と
舌
抜
き
の
二
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
罪
科
に

対
す
る
償
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

∞
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4
4
申吋

m
o
F・

み
ず
か
ら
の
要
求
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
た
う
え
で
請
求
で
き
る
と
決
め
ら
れ
た
も
の
を
、
あ
る
男
が
法
廷
で
要
求
す

る
と
す
る
。
そ
の
あ
と
で
別
の
男
が
同
じ
物
品
を
要
求
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
ち
ら
も
自
分
の
要
求
の
正
当
性
を
主
張
し
、
こ

れ
を
先
の
も
の
が
し
り
ぞ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
彼
は
保
証
違
約
金
を
払
っ
た
う
え
で
自
分
の
請
求
を
と
り
下
げ
る
。

そ
の
う
え
裁
判
官
に
は
罰
金
を
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
い
う
保
証
違
約
金
と
は
、
先
に
そ
れ
を
使
っ
て
保
証
を
約
し
た
本

人
の
右
手
、
ま
た
は
彼
の
人
命
金
の
半
額
で
あ
る
。
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他
人
を
不
具
に
し
、
傷
つ
け
、
し
か
も
み
ず
か
ら
の
罪
を
み
と
め
る
も
の
は
、

そ
の
手
の
ひ
ら
を
切
り
落
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
二
つ
の
文
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
人
は
犯
罪
者
の
肉
体
の

上
に
、
明
白
な
仕
打
ち
の
あ
と
を
見
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
い
つ
わ
り
の
誓
い
を
立

て
た
右
手
、
ま
た
他
人
を
傷
つ
け
た
右
手
が
当
人
か
ら
切
り
お
と
さ
れ
る
。
罰
は

罪
を
犯
す
身
体
部
分
に
下
さ
れ
る
。
偽
証
者
の
右
手
を
切
り
、
性
犯
罪
者
を
去
勢

し
、
に
せ
金
作
り
の
額
に
貨
幣
の
焼
印
を
押
し
付
け
る
。
こ
れ
を
反
映
刑
（
ｄ
ｉ
ｅ

ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
ｎ
ｄ
ｅ
　
Ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｆ
ｅ
）
と
呼
ぶ
。
そ
の
も
の
の
生
き
る
か
ぎ
り
、
そ
の
も
の
の
何

を
犯
し
た
か
を
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
は
知
る
の
で
あ
る
。
人
び
と
の
軽
悔
は
彼
の

上
に
そ
そ
が
れ
、
い
か
ほ
ど
の
悔
い
も
噴
罪
も
こ
の
熔
印
を
消
す
こ
と
は
な
か
っ

た
。
こ
の
刑
が
完
全
に
な
く
な
る
の
は
、
よ
う
や
く
十
九
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
。

ド
レ
ス
デ
ン
絵
人
写
本
が
第
一
巻
六
十
五
章
二
節
に
挿
入
す
る
絵
は
、
右
手
を
失

Ｉ
釘
緯
聚
兪
か
工
’
ｊ

　

う
は
ず
の
罪
人
が
裁
判
官
に
金
を
払
っ
て
刑
を
ま
ぬ
が
れ
る
様
子
で
あ
る
・
背
に

人
が
行
う
神
の
裁
き
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人
が
行
う
神
の
裁
き

一

⊂）

担
う
二
本
の
笞
と
一
つ
の
は
さ
み
が
示
す
よ
う
に
、
か
わ
り
に
笞
打
ち
毛
抜
き

の
刑
を
受
け
、
公
民
権
を
う
ば
わ
れ
魁

　

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
に
見
え
る
も
う
一
つ
の
体
罰
刑
、
舌
抜
き
は
最
も

注
目
す
る
べ
き
反
映
刑
で
あ
る
。
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裁
判
権
を
国
王
か
ら
授
か
ら
ぬ
も
の
が
、
国
王
の
名
に
お
い
て
裁
判
集
会

を
開
い
て
は
な
ら
な
い
。
国
王
の
名
に
よ
る
集
会
を
開
き
な
が
ら
、
王
か

ら
裁
判
権
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
も
の
は
、
み
ず
か
ら
の
舌
を
抜
き
と
ら

せ
て
そ
れ
を
償
う
。

　

に
せ
の
裁
判
権
に
よ
っ
て
宣
告
を
下
し
た
も
の
は
、
舌
を
抜
き
と
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
ふ
た
た
び
ド
レ
ス
デ
ン
写
本
の
挿
絵
画
家
は
舌
抜
き
の
場
面
ま
で
も

描
か
ず
に
は
お
か
ぬ
。

　

中
世
の
法
が
犯
罪
者
に
示
し
た
き
び
し
い
処
置
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
も
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の
と
全
く
異
質
の
判
断
や
思
想
か
ら
出
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
。
ゲ
ル
マ
ン
の
先
祖
か
ら
守
り
伝
え
た
こ
れ
ら
慣
習
法
の
内
容
と
表

現
の
中
に
、
今
な
お
中
世
ド
イ
ツ
人
の
心
を
た
ず
ね
る
こ
と
が
で
き
る
数
少
な
い
門
戸
が
開
い
て
い
る
。
民
衆
の
感
性
と
生
活
が
、

生
き
生
き
と
し
た
法
規
の
表
現
を
と
っ
て
い
た
、

い
わ
ば
村
の
遺
産
を
、
十
七
世
紀
の
役
人
や
博
識
の
法
律
家
が
合
理
的
な
形
に
改

め
た
。
こ
こ
に
村
の
衆
の
約
束
ご
と
に
代
わ
っ
て
生
ま
れ
た
警
察
規
定
は
、
途
方
も
な
く
抽
象
的
で
無
味
乾
燥
で
あ
っ
た
。
と
に
か

く
法
律
と
共
生
し
て
い
た
民
衆
の
遺
産
は
、
単
な
る
風
習
と
し
て
成
文
化
し
た
法
か
ら
は
除
か
れ
た
。

悪
事
を
犯
し
た
体
の
部
分
を
た
だ
ち
に
取
り
さ
る
と
い
う
こ
と
に
、
何
の
い
い
わ
け
も
な
く
処
罰
を
実
行
に
移
す
正
直
一
徹
の
精

神
が
見
え
る
。

の
み
な
ら
ず
処
罰
と
い
う
概
念
が
大
い
に
今
日
と
違
っ
て
い
る
。
刑
罰
が
今
日
の
よ
う
に
合
理
的
に
細
別
さ
れ
て
い

な
い
。
お
よ
そ
犯
罪
と
い
う
も
の
に
中
世
人
個
有
の
解
釈
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
昼
夜
の
犯
行
に
よ
る
刑
罰
の
違
い
、
窃
盗

が
縛
り
首
で
強
盗
が
斬
首
と
い
う
区
別
、
縛
り
首
の
前
後
に
多
様
に
く
り
広
げ
ら
れ
る
儀
式
。
犯
行
を
つ
ぐ
な
う
処
刑
に
は
、
象
徴

的
ま
た
は
祭
儀
的
な
意
味
づ
け
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

H
・
フ
ァ
ー
ル
は
乱
暴
で
残
酷
な
中
世
刑
罰
を
一
つ
の
仮
説
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
当
時
犯
罪
者
は
悪
魔
、
悪
霊
に
と

り
つ
か
れ
た
人
間
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
悪
魔
が
乗
り
移
っ
た
人
聞
は
、
悪
魔
に
と
っ
て
安
全
な
乗
物
で
あ
る
。
そ
こ
に
ひ
そ
ん
で

絶
え
間
な
く
働
く
こ
と
が
で
き
た
。
周
囲
に
災
い
を
ふ
り
ま
き
、
人
を
苦
し
め
る
。
犯
罪
者
は
悪
魔
が
ひ
そ
む
容
器
に
す
ぎ
な
い
か

ら
、
彼
を
審
判
す
る
こ
と
は
悪
魔
を
ほ
ろ
ぼ
す
行
為
と
な
る
。
お
そ
ろ
し
い
さ
ま
ざ
ま
な
処
刑
は
、
犯
罪
者
の
心
を
狂
わ
せ
て
い
る

悪
魔
を
罰
し
、
追
い
払
う
た
め
で
あ
る
。
死
刑
が
行
わ
れ
る
と
、
悪
魔
は
死
ん
だ
体
か
ら
離
れ
る
か
、
受
刑
者
と
一
緒
に
死
ん
で
い

た
ず
ら
を
や
め
る
。
火
や
水
と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
は
悪
魔
が
と
く
に
苦
手
と
す
る
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
処
刑
に
使
う
。
火
や
水
の

浄
化
力
に
悪
魔
は
勝
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。

フ
ェ
ー
ル
は
中
世
刑
罰
の
特
異
性
を
正
面
か
ら
と
り
上
げ
ず
、

悪
魔
払
い
の
行
為
と

人
が
行
う
神
の
裁
き



人
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の
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き

し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。

〈ロ)

ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
と
い
う
名
称
が
、
今
日
い
う
ド
イ
ツ
語
や
ド
イ
ツ
文
学
研
究
者
の
こ
と
で
は
な
く
、

ド
イ
ツ
法
研
究
者
だ
け
を
意

味
し
た
時
代
に
、

ヤ
l
コ
プ
・
グ
リ
ム
は
典
型
的
な
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
仕
事
を
残
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
法
古
事
学
の
分
野
を
開
い
た

名
著
『
ド
イ
ツ
法
古
事
誌
』

6
2
5口
宮
市
一
寄
与
件
白
血

-gユ
吉
岡
冊
『
)
二
巻
が
あ
り
、
さ
ら
に
十
一
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
ま
で
の
農
民

の
裁
判
記
録
と
い
え
る
『
判
告
書
』

(者

2
m
g
g
o司
)
七
巻
を
編
集
出
版
し
た
。
彼
に
は
着
眼
の
秀
抜
を
も
っ
て
聞
こ
え
る
論
文

(
日
)

(〈
O
ロ門日
2
H
U
0
2
5
F
B
図
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ロ
宮
)
が
あ
る
。

」
こ
で
彼
は
中
世
刑
罰
の
残
酷
さ
に
も
ふ
れ

『
法
の
も
つ
ポ
エ
ジ
ー
に
つ
い
て
』

て
い
る
。
中
世
人
を
ま
と
も
な
人
間
と
し
て
理
解
し
、
残
酷
の
評
価
を
通
し
て
彼
ら
の
心
の
深
部
に
達
し
て
お
り
、
さ
す
が
と
思
わ

せ
る
。「

昔
の
法
の
残
酷
な
こ
と
、
組
暴
な
こ
と
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
昔
の
法
は
や
さ
し
く
、

そ
れ
で
い
て
残
酷

な
の
で
あ
る
。
二
つ
は
た
が
い
に
他
を
生
み
だ
す
関
係
に
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
根
に
は
清
ら
か
で
正
直
な
心
が
あ
っ
た
。
昔
の
法
の

峻
厳
さ
は
、
昔
の
人
の
正
直
さ
か
ら
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ
る
。
昔
の
ポ
エ
ジ
ー
が
正
に
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
め
り
は
り
を

失
っ
た
、
事
な
か
れ
の
後
の
世
は
、
こ
の
よ
う
な
す
が
す
が
し
い
残
酷
さ
を
な
く
し
、
何
が
起
こ
ろ
う
と
無
関
心
な
態
度
を
増
長
さ

せ
た
。
そ
れ
で
人
殺
し
が
少
な
く
な
っ
た
か
わ
り
、
詐
欺
が
横
行
す
る
わ
け
だ
。

古
い
歌
は
、
大
勢
の
命
を
う
ば
っ
た
勇
士
が
つ
い
に
敵
の
手
に
落
ち
、
地
面
を
引
き
ず
ら
れ
て
行
く
光
景
を
う
た
う
。
同
じ
歌
が

出
陣
前
に
い
か
め
し
い
か
ぶ
と
を
つ
け
た
父
ち
ゃ
ん
を
見
て
、

い
た
い
け
な
子
が
た
ま
げ
る
様
子
も
う
た
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
古

い
物
語
は
、
戦
死
者
の
腎
臓
の
白
い
脂
を
魚
が
む
さ
ぼ
り
食
う
と
こ
ろ
ま
で
語
る
も
の
だ
が
、

そ
れ
と
と
も
に
戦
い
終
り
、
戦
死
者

の
体
を
戦
友
、
同
僚
が
洗
い
き
よ
め
、

そ
の
上
に
涙
を
そ
そ
ぎ
、
丁
重
に
火
葬
す
る
こ
と
も
語
っ
て
い
る
。



こ
の
よ
う
に
乱
暴
さ
と
善
良
さ
の
聞
を
さ
迷
っ
た
私
た
ち
の
先
祖
の
き
び
し
い
魂
は
、
私
た
ち
の
今
の
生
活
に
は
な
い
。
古
い
物

語
が
伝
え
る
帰
還
兵
士
の
列
。
彼
ら
は
手
に
手
に
亡
き
友
の
白
骨
を
た
ず
さ
え
る
。
古
里
で
待
つ
友
の
子
や
両
親
に
そ
れ
を
見
せ
る

た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
友
軍
、
敵
軍
み
だ
れ
倒
れ
る
戦
場
を
あ
と
に
、

一
つ
の
死
体
も
埋
め
よ
う
と
し
な
い
現
代
の
兵

士
は
、
よ
ほ
ど
昔
の
兵
よ
り
残
酷
な
の
で
あ
る
。
古
い
ド
イ
ツ
の
嘆
き
の
歌
は
、
人
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
切
り
裂
く
悲
し
み
に
満
ち

て
い
る
。

-一l
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
で
は
、
女
た
ち
が
そ
れ
を
見
て
泣
か
ぬ
よ
う
、
血
の
つ
い
た
武
器
が
見
え
な
い
所
に
か
く
さ
れ

る。
昔
の
法
の
き
び
し
さ
、
仮
借
な
い
刑
罰
を
公
正
に
評
価
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
な
ら
ん
で
自
分
の
体
面
を
重
ん
ず
る
、
尊
い
人
の

心
の
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
あ
る
種
の
犯
罪
と
不
正
直
、
下
等
な
人
物
に
ま
で
今
の
時
代
は
同
情
を
示
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
何
も
か
も
を
混
同
し
て
か
え
っ
て
有
害
で
あ
る
。
そ
れ
は
昔
の
美
質
の
多
く
を
わ
れ
わ
れ
の
時
代
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
う
こ

(
M
)
 

と
だ
」正

直
者
の
清
ら
か
な
心
は
ま
ず
自
己
の
行
動
に
き
び
し
く
、
ま
た
他
人
も
同
じ
く
清
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
も
と
め
る
。
仮
借
な
い

制
裁
は
、
他
人
に
も
と
め
た
誠
実
を
見
失
う
失
望
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
。
グ
リ
ム
は
中
世
人
の
心
を
、
や
さ
し
さ
と
残
酷
の
対

極
、
も
し
く
は
宥
和
の
中
に
と
ら
え
た
。
や
さ
し
さ
は
ザ
ク
セ
ン
シ

A

ピ
l
ゲ
ル
な
ど
、
残
酷
を
盛
っ
た
法
規
定
の
中
で
ど
の
よ
う

な
表
現
を
と
る
の
で
あ
ろ
う
。

中
世
の
ド
イ
ツ
人
の
風
俗
が
も
っ
て
い
た
や
さ
し
さ
、
情
こ
ま
や
か
さ
、
誠
実
さ
は
、
当
時
の
慣
習
法
規
定
の
す
み
ず
み
に
み
な

ぎ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
と
に
主
従
関
係
を
規
定
す
る
条
項
、
婚
姻
法
、
さ
ま
ざ
ま
な
契
約
の
法
規
に
、
人
が
人
に
対
し
て
守
る
べ

き
誠
実
が
み
ご
と
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
民
族
が
早
く
か
ら
倫
理
的
な
思
慮
に
富
ん
だ
こ
と
は
、
刑
法
に
お
い
て
不
誠
実
犯

人
が
行
う
神
の
裁
き
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一
を
と
く
に
き
び
し
く
裁
い
た
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
は
う
そ
、
い
つ
わ
り
を
暴
力
行
為
よ

　

り
許
し
が
た
い
も
の
と
し
た
。
誠
実
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
情
深
さ
、
い
た
わ
り
へ
と
花
開
く
。
わ
が
身

一
を
守
る
力
の
な
い
も
の
を
保
護
す
る
こ
と
に
、
法
は
入
念
な
気
く
ば
り
を
見
せ
て
い
る
。
未
亡
人
、
孤

　

児
、
他
国
か
ら
や
っ
て
き
た
客
人
、
女
性
一
般
を
厚
く
保
護
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
国
を
離
れ
た
旅
人

ｌ
。
’
に
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
は
風
変
り
な
特
典
を
あ
た
え
て
い
る
。
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旅
す
る
男
の
馬
が
疲
れ
て
動
こ
う
と
し
な
い
。
旅
人
は
こ
の
と
き
路
傍
の
穀
物
を
刈
り
と
っ
て
馬

に
食
べ
さ
せ
て
も
よ
い
。
た
だ
し
彼
は
片
足
を
路
上
に
残
し
、
刈
り
と
り
は
手
の
と
ど
く
範
囲
と

す
る
。
ま
た
穀
物
を
そ
の
場
所
か
ら
持
ち
去
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ぺ
・

　

国
を
離
れ
て
旅
す
る
人
に
法
律
は
思
い
や
り
を
見
せ
て
い
る
。
だ
が
麦
畑
の
所
有
者
に
大
き
い
被
害

　
　

が
及
ば
ぬ
よ
う
、
旅
人
は
両
足
で
畑
に
入
り
ほ
し
い
ま
ま
の
収
穫
を
し
て
は
な
ら
ぬ
。
道
路
わ
き
の
穂

フ
ヘ
ノ
。
を
少
し
刈
っ
て
、
馬
に
虫
押
さ
え
だ
け
は
許
さ
れ
る
。
法
文
そ
の
も
の
が
ユ
ー
モ
ア
に
富
み
、
画
家
の

筆
も
こ
の
ユ
ー
モ
ア
を
解
し
て
の
び
の
び
し
て
い
る
。
旅
人
へ
の
寛
大
な
配
慮
は
他
の
資
料
に
も
見
え
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る
。
道
端
の
り
ん
ご
三
つ、

ぶ
ど
う
の
房
三
っ
か
四
つ
、
手
袋
片
方
い
っ
ぱ
い
分
の
く
る
み
を
旅
人
は
切
り
と
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。

通
り
か
か
っ
た
川
の
魚
は
釣
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。
こ
れ
は
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
判
告
書
に
あ
る
。
ま
た
オ

l
デ
ン
ヴ
ア
ル
ト
の

(
げ
)

ロ
ル
シ
品
の
森
を
行
く
旅
人
に
は
、
森
の
木
を
切
っ
て
こ
わ
れ
た
馬
具
を
繕
う
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
た
。

法
の
振
る
舞
い
は
旅
人
だ
け
で
な
く
、
身
ご
も
っ
た
女
性
や
病
人
に
も
及
ん
だ
。
法
は
た
だ
き
び
し
く
断
罪
し
、
悪
を
正
す
の
と

は
違
っ
た
ゆ
た
か
な
恵
み
の
機
能
に
み
ち
て
い
た
。
こ
の
頃
農
家
を
ま
わ
り
、
小
作
料
と
し
て
戸
毎
に
雌
鳥
を
と
り
立
て
る
役
人
が

い
た
。
彼
は
農
家
の
か
み
さ
ん
が
産
梶
に
あ
る
家
に
来
る
と
、
鶏
の
頭
だ
け
切
っ
て
持
ち
か
え
る
。
胴
体
は
家
に
投
げ
返
す
。
産
婦

の
体
力
を
早
く
回
復
さ
せ
る
た
め
の
決
ま
り
で
あ
っ
た
。

裁
判
を
行
う
領
主
が
農
家
に
宿
を
と
る
。

」
の
と
き
彼
の
剣
と
拍
車
を

戸
口
の
外
に
脱
ぐ
よ
う
、
ホ
y

テ
ン
バ
ッ
ハ
の
判
告
書
は
定
め
て
い
る
。
そ
の
家
の
か
み
さ
ん
を
こ
わ
が
ら
せ
ぬ
た
め
の
配
慮
で
あ
っ

た
。
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
裁
き
は
酒
宴
に
よ
っ
て
し
め
く
く
ら
れ
た
。
こ
の
席
に
出
す
飲
物
、
料
理
、
テ
ー
ブ
ル
の
配
列
と
エ
チ
ケ
ッ

ト
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
遊
戯
と
舞
踏
ま
で
も
、
各
地
の
判
告
書
は
詳
し
く
定
め
て
い
る
。
審
理
規
定
が
い
つ
の
ま
に
か
伝
統
的
な
村

落
生
活
を
描
き
、
ま
た
そ
れ
を
た
た
え
る
歌
に
な
っ
て
い
る
。

中
世
の
法
規
の
、
今
日
か
ら
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
た
性
格
を
伝
え
る
た
め
に
は
、
判
告
書
か
ら
の
引
用
を
ま
だ
し
ば
ら
く
つ
づ

け
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
く
つ
か
の
判
告
書
は
、
逃
亡
す
る
犯
人
を
渡
す
と
き
舟
頭
が
感
じ
る
ジ
レ
ン
マ
に
次
の
よ
う
な
解
決
を
あ
た

え
て
い
る
。
逃
走
中
の
犯
人
が
河
辺
に
き
て
舟
頭
に
呼
び
か
け
る
「
舟
頭
さ
ん
、
向
こ
う
へ
わ
た
し
て
く
れ
」
。

」
の
と
き
舟
頭
は

犯
人
を
わ
た
し
て
や
れ
。
そ
の
あ
と
追
手
が
き
て
同
じ
よ
う
に
呼
び
か
け
た
と
き
、
す
で
に
犯
人
を
乗
せ
岸
を
離
れ
て
お
れ
ば
、
こ

つ
ぎ
に
追
手
を
わ
た
す
。
ま
だ
岸
を
離
れ
て
お
ら
ね
ば
、
犯
人
を
舟
の
へ
さ
き
に
、
追
手
を
と
も
に
の

れ
を
先
に
対
岸
へ
わ
た
し
、

せ
、
舟
頭
は
ふ
た
り
の
聞
に
立
つ
。
岸
に
着
け
ば
犯
人
を
ま
ず
降
ろ
し
、

つ
ぎ
に
舟
を
回
転
し
て
追
手
を
岸
に
上
ら
せ
る
。
こ
の
よ

人
が
行
う
神
の
裁
き

至三
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プミζ

う
に
す
れ
ば
、
舟
頭
は
法
に
ふ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
法
は
犯
人
に
さ
え
避
難
の
機
会
を
認
め
た
。

〈
司

Z
F
m
E
2
0〉
と
呼
ば
れ
、
判
決
の
下
っ
た
犯
人
さ
え
追
及
を
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
が
あ
っ
た
。
王
侯
の
館
、
荘
園
、
裁

判
官
の
自
宅
、
犯
人
の
隣
家
さ
え
、
彼
が
安
全
を
約
束
さ
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
。
法
は
し
ば
し
ば
ユ
ー
モ
ア
あ
る
例
外
に
富
ん
で
い

た。
人
間
の
自
然
な
生
き
方
に
、
こ
れ
ら
の
法
は
何
と
力
強
い
声
援
を
送
る
の
で
あ
ろ
う
。
困
惑
す
る
も
の
に
激
励
を
、
落
胆
す
る
も

の
に
は
希
望
を
与
え
て
い
る
。
今
日
の
法
は
人
の
衝
突
に
ひ
と
ま
ず
決
着
を
つ
け
、
め
ま
ぐ
る
し
い
生
活
の
交
通
整
理
を
す
る
こ
と

に
終
わ
っ
て
い
る
。
だ
が
本
来
、
法
の
も
つ
力
は
広
く
ま
た
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
慣
習
法
が
具
体
的
な
人
間
関
係
の
定
め
を
示
す

と
き
、
罰
す
る
よ
り
も
人
の
善
を
・
つ
な
が
す
働
き
を
よ
り
多
く
果
た
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
法
の
精
神
は
人
の
心
と
行
為

の
善
美
で
あ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
法
は
や
た
ら
と
人
を
制
約
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
時
代
の
法
は
、
せ
ま
い
法
の
機
能

を
こ
え
て
出
て
、
生
活
行
為
全
般
に
望
ま
し
い
形
を
描
き
だ
す
。
法
の
指
示
が
性
急
で
な
い
。
現
状
の
追
認
や
描
写
、
何
よ
り
も
人

間
生
活
へ
の
ゆ
た
か
な
肯
定
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
と
き
予
定
せ
ぬ
人
の
悪
に
ふ
れ
て
、
法
の
示
す
反
応
は
か
え
っ
て
鋭
い
。
犯
罪

の
軽
重
に
比
例
し
た
刑
罰
の
適
正
な
ど
分
析
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
。
刑
は
た
だ
象
徴
的
な
意
味
を
も
っ
き
び
し
い
裁
断
と
な
る
。

中
世
盛
期
は
聖
職
者
を
の
ぞ
く
す
べ
て
の
人
が
文
盲
で
あ
っ
た
。
だ
れ
も
読
み
書
き
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
文
書
に
書
き
残
し

て
も
後
日
の
証
拠
と
な
り
に
く
い
。
証
人
の
目
撃
と
記
憶
だ
け
が
、
あ
る
権
利
を
証
明
で
き
る
。
そ
れ
で
当
時
の
土
地
台
帳
は
、
土

地
の
壌
渡
に
立
ち
会
い
、
後
日
の
訴
訟
に
証
人
と
し
て
呼
び
出
せ
る
人
の
名
を
書
い
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
法
律
行
為
は
、
立

会
人
の
記
憶
に
明
確
な
あ
と
を
残
す
よ
う
に
、
具
体
的
で
ど
ぎ
つ
い
言
葉
と
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
法
の
執
行
に
見
ら

れ
た
儀
式
性
は
、
当
時
の
法
の
行
為
が
成
立
す
る
必
須
の
条
件
と
し
て
、
法
の
文
体
、
審
議
の
様
式
、
結
審
の
方
法
な
ど
す
べ
て
を
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規
定
し
た
。

　

証
言
す
る
人
は
聖
遺
物
に
片
手
を
置
き
、
定
め
ら
れ
た
指
使
い
と
と
も
に

韻
文
の
よ
う
に
調
子
よ
い
言
葉
を
つ
ら
ね
る
。
法
文
ま
た
は
証
言
は
、
つ
ね

に
具
体
的
な
事
柄
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
こ
に
語
ら
れ
る
法
事
実
は
、
そ
れ

で
い
て
ゆ
た
か
な
フ
″
ン
タ
ジ
ー
を
と
も
な
い
詩
的
に
形
づ
く
ら
れ
て
い
た
。

父
祖
伝
来
の
、
宗
教
的
な
意
味
を
と
も
な
う
古
い
法
律
文
が
、
お
ご
そ
か
な

∴
／
‘

　

意
義
の
強
調
を
韻
文
に
よ
っ
て
作
っ
て
い
た
。
文
字
に
よ
ら
ぬ
口
頭
の
伝
承

　
　
　

が
、
お
の
ず
か
ら
こ
れ
ら
古
い
法
の
特
性
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
頭
韻

∧

　

・ , : i .

・ 4 . 1 1

μ ･ ﾆ ' ･

と
詩
句
の
定
形
、
数
や
尺
度
の
詩
的
な
配
列
に
よ
っ
て
、
条
文
は
人
が
記
憶

す
る
の
に
容
易
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
表
現
は
生
活
に
即
し
た
、
ま
じ
め

で
リ
ア
ル
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
被
告
、
原
告
、
証
人
た
ち
が
審
理
の
場

で
行
な
う
象
徴
的
な
身
ぶ
り
な
ど
も
、
文
明
の
初
期
に
実
質
的
な
法
を
形
成

し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
習
慣
を
芸
術
的
に
、
ま
た
慣
行
的
に
磨
き
あ
げ
た
も

の
で
あ
る
。
生
活
形
成
に
向
け
ら
れ
た
あ
る
詩
的
な
思
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
の
ぞ
ん
で
望
ま
し
い
暮
ら
し
の
あ
り
方
を
設
定

し
た
。
そ
れ
が
こ
の
時
代
の
法
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

新
婚
初
夜
の
あ
と
夫
は
新
婦
に
モ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
ベ
（
初
夜
明
け
の
贈
物
）
を
与
え
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
本
文
は
す
で

に
散
文
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
う
ゲ
ル
マ
ン
の
慣
習
法
の
特
性
を
よ
く
残
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
婚
姻
法
な
い
し
財
産
法
の
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内
容
が
、
新
夫
婦
の
と
り
行
う
儀
式
の
描
写
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
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さ
て
騎
士
の
家
に
生
ま
れ
た
人
は
、
新
妻
の
た
め
に
初
夜
明
け
の
贈

物
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
贈
る
か
聞
い
て
も
ら
い
た
い
。
一
夜

明
け
て
彼
が
妻
と
と
も
に
食
卓
に
っ
く
と
き
、
朝
食
の
始
ま
る
ま
え

に
、
自
分
の
相
続
人
の
許
可
な
く
未
成
年
の
召
使
い
ひ
と
り
、
ま
た

は
下
女
ひ
と
り
を
妻
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
え
家
屋
と

土
地
、
さ
ら
に
放
牧
家
畜
も
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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由
-
有
吉
帝
忌
〉
と
い
う
頭
韻
を
ふ
む
慣
用
句
に
、

こ
れ
が
長
く
口
伝
え
の
韻
文
で
あ
っ
た
も
の
の

散
文
訳
で
あ
る
こ
と
が
し
の
ば
れ
る
。
こ
れ
は
当
時
騎
士
の
家
門
に
生
ま
れ
た
人
の
、
結
婚
に
あ
た
っ
て
の
慣
行
を
確
認
す
る
文
で

あ
る
。
そ
の
地
位
に
あ
る
も
の
の
し
か
る
べ
き
振
る
舞
い
方
を
教
え
る
の
が
法
の
役
割
で
あ
っ
た
。
制
定
法
で
は
起
こ
り
得
な
い
こ

と
で
あ
る
。
し
か
も
微
妙
な
問
題
を
具
体
的
な
記
述
の
中
に
伏
せ
て
い
る
。
思
想
内
容
を
背
後
に
も
つ
具
体
的
規
定
の
一
つ
は
モ
ル

ゲ
ン
ガ

l
ベ
を
引
き
渡
す
刻
限
で
あ
る
。
引
き
渡
す
の
は
ふ
た
り
が
新
婚
の
床
を
立
ち
、
朝
食
を
と
る
前
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
夫

婦
の
交
歓
の
印
象
が
鮮
明
で
あ
り
、
し
か
も
朝
食
に
よ
っ
て
新
郎
が
再
び
元
気
づ
く
前
の
時
刻
が
選
ば
れ
た
。
若
い
召
使
い
、
家
屋

敷
、
家
畜
な
ど
、
か
な
り
の
財
産
を
妻
に
壌
渡
す
る
。
そ
れ
が
消
耗
し
つ
く
し
た
後
の
、
冷
静
な
感
謝
の
と
き
を
選
ん
で
行
わ
れ
た
。

こ
れ
が

〈〈
2

2窓口冊
〉
と
い
う
短
い
言
葉
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
に
は
騎
士
の
将
来
の
相
続
人
の
同
意
を
要
し
な
い
と
い

ぅ
。
ド
レ
ス
デ
ン
絵
入
写
本
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
添
え
る
絵
の
中
で
、
相
続
人
は
腕
組
み
し
て
二
人
の
聞
に
座
っ
て
い
る
。
腕
組
み

は
こ
の
授
受
に
わ
き
か
ら
口
を
は
さ
ま
ぬ
態
度
を
表
し
て
い
る
。
左
に
は
花
嫁
に
与
え
ら
れ
る
家
屋
を
表
し
て
釜
が
一
つ
、
ま
た
家

畜
も
伺
匹
か
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
。
帰
絵
は
テ
キ
ス
ト
を
解
説
す
る
の
に
、
部
分
に
よ
っ
て
全
体
を
象
徴
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
A

ピ
l
ゲ
ル
の
叙
述
が
具
体
的
な
事
柄
に
よ
っ
て
法
の
精
神
を
表
す
の
に
応
じ
て
い
る
。

法
律
文
を
解
説
す
る
こ
れ
ら
の
絵
は
、
じ
つ
に
意
外
な
用
途
を
も
っ
て
い
た
。
裁
判
官
に
も
、
判
決
を
下
さ
れ
る
被
告
に
も
と
く

に
読
み
書
き
の
能
力
を
求
め
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
法
規
を
覚
え
こ
む
に
も
、
文
字
で
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
役
に
立
た
な
か
っ

た
。
法
律
が
口
伝
え
に
教
え
ら
れ
て
い
た
こ
ろ
、
頭
韻
、
脚
韻
、
す
べ
り
の
よ
い
文
の
リ
ズ
ム
が
記
憶
を
助
け
て
い
た
。
絵
は
す
で

に
そ
の
時
代
に
、
も
う
一
つ
の
記
憶
の
助
け
で
あ
っ
た
。
字
を
読
む
人
が
文
盲
者
に
ま
ず
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
聞
か
せ
た
。
こ
れ
が

一
度
行
わ
れ
る
と
、
あ
と
は
絵
の
人
物
が
文
盲
者
の
記
憶
を
よ
く
支
え
て
く
れ
た
。
本
を
参
照
す
る
の
に
、
他
人
の
助
け
は
要
ら
な

人
が
行
う
神
の
裁
き

ブ.... 
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く
な
っ
た
。
法
規
を
思
い
出
さ
せ
る
た
め
の
絵
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
テ

キ
ス
ト
の
言
葉
の
す
べ
て
を
画
面
に
そ
ろ
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
辞
書

の
見
出
し
語
の
よ
う
な
働
き
を
す
れ
ば
よ
い
。
全
体
を
思
い
浮
か
べ
る
た

め
の
要
点
を
提
示
す
れ
ば
足
り
た
。

　

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
挿
絵
画
家
は
、
複
雑
な
本
文
に
簡
単
な
絵

が
対
応
し
か
ね
る
こ
と
に
苦
し
ん
だ
。
こ
と
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
写
本
の

画
家
は
、
記
憶
の
助
け
な
ど
と
い
う
下
等
な
目
的
に
自
分
を
落
と
し
め
る

こ
と
の
で
き
ぬ
芸
術
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
仕
事
が
彼
の
創
造
力
に
与
え
た

刺
戟
は
大
へ
ん
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
彼
は
次
の
よ
う
な
複
雑
な
内

容
の
条
文
を
た
だ
一
つ
の
絵
で
表
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
臣
下
が
自

分
の
も
の
だ
と
い
う
知
行
を
主
君
が
認
め
よ
う
と
し
な
い
な
ら
ば
、
臣
下

は
証
人
を
立
て
筋
を
通
し
て
す
ぐ
に
も
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
ぐ
に
そ
れ
が
で
き
な
い
と
き
で
も
、
臣
下
は
十
四
日
間
猶
予
さ
れ

る
。
彼
は
そ
の
間
に
君
主
の
臣
下
の
中
か
ら
望
み
の
ま
ま
人
の
名
を
挙
げ
、

君
主
は
そ
の
中
か
ら
七
人
を
裁
判
に
出
席
さ
せ
る
。
こ
の
七
人
も
君
主
で

な
く
、
臣
下
が
決
定
す
る
。
七
人
の
う
ち
、
君
主
の
目
の
前
に
い
る
も
の

か
ら
は
直
ち
に
証
言
を
求
め
、
裁
判
の
席
に
連
れ
て
行
か
な
く
と
も
よ
い
。
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君
主
が
裁
判
に
つ
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
え
て
欠
席
す
る
も
の
が
お
れ
ば
、
臣
下
は
そ
の
者
も
君
主
に
反
対
し
自
分
の
た

(
初
)

め
に
証
言
し
た
も
の
と
見
な
し
て
よ
い
」

絵
に
は
臣
下
が
登
場
し
な
い
。
選
ば
れ
た
七
人
の
臣
下
の
う
ち
、

二
人
は
目
の
前
に
居

る
の
で
、
右
端
の
君
主
が
彼
ら
か
ら
証
言
を
求
め
て
い
る
。
三
人
は
聖
遺
物
に
手
を
置
き
証
言
し
て
い
る
。
月
が
四
分
の
一
に
欠
け
、

そ
れ
に
数
字
の
二
が
そ
え
で
あ
る
の
は
十
四
日
後
を
表
わ
し
て
い
る
。
先
の
三
人
は
裁
判
の
席
に
来
る
必
要
は
な
い
。
あ
と
で
証
言

す
る
四
人
が
先
の
三
人
と
一
つ
の
証
人
グ
ル
ー
プ
に
入
る
こ
と
は
、
右
側
三
人
の
ひ
と
り
が
手
を
延
ば
し
て
彼
ら
を
引
き
よ
せ
て
い

る
こ
と
で
示
さ
れ
る
。

有
名
な
マ
ネ
ッ
セ
歌
話
写
本
の
肖
像
が
、
判
で
押
し
た
よ
う
に
無
表
情
で
あ
る
の
に
、
同
じ
時
代
に
作
ら
れ
た
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
|

ゲ
ル
・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
絵
写
本
は
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
生
き
生
き
し
た
表
情
を
登
場
人
物
に
与
え
て
い
る
。
十
四
世
紀
初
頭
に
あ
っ

て
、
こ
れ
は
異
例
の
芸
術
的
関
心
と
い
え
る
。
画
家
は
人
物
の
表
情
と
ゼ
ス
チ
品
ア
を
そ
の
場
の
様
子
に
適
合
さ
せ
、
絵
の
効
果
を

高
め
た
。
国
王
の
前
で
封
土
の
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
争
う
二
人
の
臣
下
の
顔
は
け
わ
し
い
不
快
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
が
、
王
は
ほ

ほ
え
ん
で
こ
れ
を
見
守
っ
て
い
る
。
賭
に
負
け
た
も
の
の
絶
望
的
な
顔
。

ハ
ン
マ
ー
で
人
の
顔
を
打
つ
精
神
異
常
者
の
顔
は
い
か
に

も
錯
乱
を
表
わ
し
、
被
害
者
に
補
償
金
を
支
払
う
狂
人
の
保
護
者
の
顔
は
苦
渋
に
み
ち
て
い
る
。
ま
た
社
会
的
身
分
の
格
差
も
人
物

の
容
貌
で
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
農
夫
、
下
僕
、

日
雇
い
、
死
刑
執
行
人
な
ど
は
粗
野
で
醜
悪
な
顔
を
し
て
い
る
。
国
王
、
領
主
、

裁
判
官
の
顔
は
上
品
に
か
か
れ
て
い
る
。

こ
の
論
考
は
中
世
刑
法
の
残
酷
さ
を
さ
か
の
ぼ
る
う
ち
に
、

そ
の
源
と
な
る
中
世
人
の
心
を
う
か
が
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て

中
世
の
法
規
が
残
酷
と
と
も
に
ゆ
た
か
な
人
間
愛
と
保
護
を
見
せ
る
こ
と
も
確
か
め
た
の
で
あ
る
。
中
世
の
法
規
は
長
年
の
生
活
慣

行
を
美
化
し
、
妥
当
化
す
る
試
み
で
あ
る
か
ら
、
今
日
の
法
が
扱
う
よ
り
は
る
か
に
広
範
囲
の
人
間
に
か
か
わ
る
問
題
を
扱
っ
た
。

人
が
行
う
神
の
裁
き
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法
規
内
容
が
詩
の
音
楽
性
や
絵
画
の
力
を
借
り
て
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、

そ
れ
が
人
間
生
活
の
あ
る
べ
き
形
を
う
た
う

芸
術
的
な
営
み
で
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
中
か
ら
神
秘
的
と
さ
え
思
わ
れ
る
条
項
を

分
析
し
、
ふ
た
た
び
中
世
人
の
心
の
問
題
に
婦
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

古
い
法
の
規
定
は
自
然
そ
の
も
の
で
あ
り
、
自
然
現
象
の
中
に
あ
っ
た
。
不
可
解
な
霊
の
カ
を
暗
黒
の
夜
の
支
配
者
と
し
、
人
間

世
界
の
こ
と
を
決
め
る
裁
判
は
、
明
る
い
天
空
の
も
と
、
太
陽
の
照
ら
す
大
地
の
上
で
行
わ
れ
る
と
し
た
。
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
民
会

は
そ
の
よ
う
な
条
件
に
か
な
う
場
所
を
選
ん
だ
。
森
の
中
、
ぼ
だ
い
樹
の
巨
木
の
か
げ
、
岡
の
上
、
泉
の
か
た
わ
ら
が
キ
リ
ス
ト
教

布
教
の
の
ち
も
裁
判
の
席
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
土
を
盛
り
、
石
を
集
め
、
裁
き
の
席
を
設
け
た
。
や
が
て
法
廷
が
市
役
所
の
建
物
に

移
っ
て
も
窓
を
大
き
く
開
い
て
、
判
決
を
屋
外
に
布
告
し
、

そ
れ
が
野
外
の
審
理
の
延
長
で
あ
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
た
。
そ
れ
で

裁
判
、
ま
た
は
集
会
の
こ
と
を
有
担
問
〉
と
い
う
。
ま
た

〈〈句

Z
E
F
m
g〉
と
い
う
言
葉
に
も

〈
g
m
a
z
m
g〉

審
議
す
る
」
意
味
が
幹
に
な
っ
て
い
る
。
と
に
か
く
法
は
ま
こ
と
で
あ
り
、
こ
と
の
真
実
を
明
か
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
明
澄
さ

「
白
日
の
も
と
に

を
陽
の
光
と
き
そ
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
こ
の
明
断
さ
は
今
日
の
理
性
の
明
断
を
意
味
し
な
い
。
人
間
に
理
性
の
力
だ
け
を
発
揮
さ
せ
る
に
は
、
当
時
の
自
然
は
に

ぎ
や
か
過
ぎ
た
の
で
あ
る
。
自
然
の
力
は
そ
の
こ
ろ
人
を
圧
倒
し
た
。
農
夫
さ
え
も
剣
を
帯
び
て
畑
を
耕
す
。
彼
の
畑
は
熊
、

ヨ

ロ
ッ
パ

パ
イ
ソ
ン
、
猪
、
狼
が
い
つ
飛
び
出
す
か
わ
か
ら
ぬ
深
い
森
に
と
り
ま
か
れ
て
い
た
か
ら
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
1
ゲ
ル
の
絵

入
写
本
を
見
れ
ば
湖
沼
、
樹
木
、
草
原
、
畑
、
狼
、
熊
、
鹿
、
牛
、
馬
、
羊
が
い
た
る
所
え
が
か
れ
て
、

そ
れ
ら
は
人
と
自
由
に
交

流
し
、
ま
た
人
の
運
命
を
左
右
し
、
動
物
は
法
廷
に
さ
え
引
き
出
さ
れ
裁
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
と
き
童
話
の
世
界
は
ま
だ
現



実
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
次
の
ド
レ
ス
デ
ン
絵
写
本
の
一
頁
は
、
童
話
の
挿
絵
本
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
内
容
は
非
常
に
現
実
的
な

法
律
の
書
で
あ
る
。

ゆ
た
か
な
自
然
や
動
物
に
と
り
巻
か
れ
る
と
、
人
は
違
法
行
為
の
動
機
を
た
だ
人
閣
の
内
側
に
だ
け
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

昔
の
法
は
そ
こ
で
自
然
の
成
り
行
き
を
尊
重
す
る
。
現
代
の
法
律
は
起
こ
り
う
る
あ
ら
ゆ
る
場
合
を
想
定
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
法
と
し

て
の
対
応
を
定
め
て
い
る
。
古
い
法
律
は
む
し
ろ
事
柄
に
介
入
す
る
こ
と
を
き
ら
う
。
決
定
を
自
然
や
偶
然
に
ゆ
だ
ね
よ
う
と
す
る
。

ゆ
と
り
の
空
間
が
人
聞
を
と
り
巻
い
た
の
で
そ
れ
が
で
き
た
。
土
地
の
広
さ
を
表
す
古
い
単
位
「
シ
ム

ツ
フ
占
ル
」
は
使
用
人
が
円

筒
状
の
升
に
入
っ
た
大
麦
を
ま
く
面
積
を
い
う
。
耕
地
面
積
の
単
位
「
モ
ル
ゲ
ン
」
は
農
夫
が
午
前
中
に
す
き
返
す
こ
と
の
で
き
る

土
地
の
広
さ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
単
位
は
客
観
的
で
は
な
く
、
人
間
の
作
業
が
計
測
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
現
代
は
個
人
差
の

あ
る
人
間
の
労
働
を
排
除
し
、
こ
れ
を
客
観
的
な
尺
度
に
改
め
た
。
ザ
ク
セ
ン
シ

A

ピ
l
ゲ
ル
に
現
れ
る
長
さ
や
分
量
の
規
定
は
当

事
者
の
行
為
を
尺
度
と
し
て
い
る
。

(
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国
)
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撃
が
と
ど
く
以
上
に
地
下
深
く
埋
ま
る
財
宝
は
、
す
べ
て
国
王
の
所
有
に
帰
す
る
。

埋
蔵
物
所
有
権
の
争
い
に
こ
れ
以
上
明
快
な
裁
き
は
な
い
。
銀
鉱
な
ど
の
地
下
資
源
が
見
つ
か
る
と
き
、
耕
作
者
の
権
利
を
こ
れ

に
よ
っ
て
排
除
し
て
い
る
。
耕
作
者
の
権
利
が
と
ど
く
の
は
撃
の
刃
先
ま
で
で
あ
る
。

人
が
行
う
神
の
裁
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裁
判
官
の
許
可
な
く
人
が
ほ
る
掘
の
深
さ
は
、
途
中
に
足
場
を
設
け
ず
に
シ
ャ
ベ
ル
で
堀
っ
た
土
を
地
面
に
投
げ
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
範
囲
と
す
る
。

特
別
の
許
可
な
く
自
由
に
ほ
れ
る
堀
割
の
深
さ
限
度
は
、
堀
の
底
の
土
を
直
接
地
表
に
投
げ
上
げ
る
ま
で
と
す
る
。
堀
割
作
業
の

動
作
に
よ
っ
て
深
さ
を
示
す
の
は
、
先
の
撃
の
刃
と
同
じ
で
あ
る
。
堀
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は
壁
塁
を
き
ず
き
、
社
会
に
向
か
っ
て
事

を
構
え
る
行
為
で
あ
る
。
深
い
堀
は
危
険
な
意
味
を
も
っ
。
こ
の
よ
う
に
セ
ン
チ
も
メ
ー
ト
ル
も
用
い
ず
、
規
制
を
受
け
る
人
間
同
行

為
そ
の
も
の
を
物
差
し
と
す
る
。
法
は
人
の
行
為
を
解
体
せ
ず
、
丸
ご
と
の
表
示
と
し
て
用
い
る
。
法
の
人
に
及
ぶ
力
は
そ
れ
に
よ
っ

て
、
い
よ
い
よ
単
純
で
あ
り
強
烈
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
新
し
い
土
地
を
取
得
す
る
も
の
は
、

そ
の
所
有
権
が
発
効
す
る
前
に
、
自

分
の
撃
の
刃
先
で
土
に
触
れ
、
馬
ぐ
わ
を
走
ら
せ
、
種
子
を
ま
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
契
約
に
よ
っ
て
土
地
所
有
者
に
な
る
こ
と

は
、
使
用
の
権
限
を
得
る
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
わ
が
手
で
土
に
触
れ
、
土
の
性
質
を
知
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
法
は
状
況
を
見
守
り
、

そ
れ
を
不
自
然
に
解
体
し
な
い
。
中
世
人
は
法
を
わ
れ
わ
れ
と
違
っ
た
方
向
に
位
置
付
け
て
い
た
。
彼

ら
に
と
っ
て
法
は
神
の
人
間
に
対
す
る
贈
物
で
あ
っ
た
。
神
こ
そ
は
最
高
の
裁
き
手
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
裁
判
と
処
刑
は
宗
教
的

儀
式
に
近
い
も
の
を
持
っ
て
い
た
。
太
古
、
神
が
人
に
法
を
与
え
て
か
ら
、

そ
れ
は
父
祖
が
守
り
伝
え
た
貴
い
財
産
で
あ
っ
た
。
だ

れ
か
が
制
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
古
く
か
ら
口
伝
え
に
守
ら
れ
て
き
た
伝
統
で
あ
る
。

人
が
行
う
神
の
裁
き
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神
は
人
を
動
植
物
と
と
も
に
自
然
の
中
に
生
か
し
め
た
。
そ
れ
で
人
は
自
然
の
秩
序
を

乱
さ
ず
、
裁
判
の
中
で
自
然
の
意
志
を
問
う
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
物
体
と
見
な
さ
れ

て
い
る
も
の
が
、
そ
の
こ
ろ
は
命
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
少
な
く
と
も
侵
し
が
た
い
自
立

性
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
土
地
が
そ
う
で
あ
る
。
動
産
、
道
具
類
が
そ
う
で
あ
る
。
古
く

か
ら
特
権
を
認
め
ら
れ
た
集
落
、
安
全
を
約
束
さ
れ
た
土
地
が
あ
っ
た
。
男
子
の
剣
、
女

子
の
糸
巻
ざ
お
は
命
を
持
っ
て
い
た
。
と
く
に
人
の
住
居
は
人
の
肉
体
の
延
長
と
見
ら
れ
、
。

家
屋
の
不
可
侵
は
古
い
時
代
の
法
の
主
要
部
分
で
あ
る
。
家
の
敷
居
は
こ
と
に
神
聖
で
あ

り
、
屋
内
で
殺
さ
れ
た
犯
人
、
自
殺
者
は
敷
居
下
に
穴
を
ほ
っ
て
運
び
出
す
。
犯
行
の
場

と
な
り
、
け
が
れ
の
つ
い
た
家
屋
は
、
人
の
よ
う
に
処
罰
さ
れ
打
ち
こ
わ
さ
れ
る
。
屋
内

に
い
て
犯
行
を
座
視
し
た
す
べ
て
の
生
き
も
の
、
家
畜
類
も
同
罪
者
と
し
て
殺
さ
れ
た
。
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ど
の
よ
う
な
犯
罪
を
理
由
と
し
て
も
村
内
の
家
屋
は
打
ち
こ
わ
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
娘
か
婦
女
が
そ
の
中
で
強
姦
さ
れ
て
い
る
か
、
強
姦
の
の
ち
連
れ
こ
ま
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れ
て
い
る
と
き
は
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。
家
を
打
ち
こ
わ
し
て
裁
判
に
か
け
る
べ
き
で
あ
り
、
犯
人
は
潔
白
を
明
か
す
こ
と
も

で
き
る
。
強
姦
の
と
き
居
合
わ
せ
た
す
べ
て
の
生
き
も
の
は
首
を
は
ね
ら
れ
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
は
打
ち
こ
わ
し
の
意
味
を
合
理
化
し
、
と
じ
こ
も
っ
た
犯
人
を
あ
ぶ
り
出
す
た
め
の
や
む
を
え
ぬ
処
置

と
読
ま
れ
る
が
、
本
来
は
家
屋
も
家
畜
と
同
じ
く
処
刑
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

人
聞
が
他
の
生
物
と
事
物
に
、
自
己
と
同
様
の
独
自
の
存
在
権
を
認
め
る
立
場
は
、

そ
れ
ら
を
た
だ
利
用
の
対
象
と
し
て
考
え
る
今

日
の
立
場
と
対
立
し
て
、
明
ら
か
に
別
種
の
世
界
を
え
が
き
出
し
て
い
た
。
人
間
の
分
別
を
中
心
に
構
築
し
た
今
日
の
法
に
対
し
て
、

そ
れ
は
神
が
与
え
た
精
妙
な
自
然
を
畏
れ
、
人
間
の
力
を
そ
れ
の
一
部
と
す
る
慎
み
ぶ
か
い
法
で
あ
っ
た
。
平
凡
な
人
聞
の
心
も
、

当
時
は
自
然
の
現
象
か
ら
新
た
な
兆
し
を
よ
み
と
っ
た
り
、
神
の
意
志
を
さ
と
る
力
は
予
言
者
の
よ
う
に
鋭
敏
で
あ
っ
た
。

裁
判
に
お
い
て
真
実
を
明
か
す
方
法
は
、
被
告
や
証
人
が
神
か
け
て
誓
う
宣
誓
で
あ
っ
た
。
法
は
神
か
ら
の
授
か
り
も
の
と
信
じ
、

裁
く
も
の
は
神
と
信
じ
た
彼
ら
が
、
神
に
誓
う
言
葉
は
当
然
真
実
と
さ
れ
た
。
被
告
が
身
の
潔
白
を
明
か
す
た
め
の
宣
誓
が
、

般

的
で
あ
り
ま
た
重
要
な
も
の
と
さ
れ
た
。
彼
は
聖
遺
物
匝
に
右
手
二
本
の
指
を
当
て
潔
白
を
誓
う
。

宣
誓
に
次
い
で
重
要
な
証
明
法
と
は
、

い
さ
さ
か
乱
暴
で
は
あ
る
が
決
闘
で
あ
る
。
被
告
が
決
闘
に
や
ぶ
れ
て
死
ね
ば
彼
は
裁
か

れ
た
の
で
あ
り
、
勝
て
ば
無
罪
と
な
る
。
被
告
は
自
分
と
同
等
の
身
分
か
そ
れ
以
上
の
も
の
を
相
手
に
し
か
戦
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
彼
が
生
ま
れ
た
国
で
し
か
こ
の
証
明
を
行
え
な
い
。
決
闘
の
結
果
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
時
代
の
裁
判
で
重
視
さ
れ
、

ま
れ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
と
く
に
詳
細
な
描
写
を
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

「
裁
判
官
は
戦
う
べ
き
も
の
各
々
に
二
名
ず
つ
使
者
を
つ
か
わ
し
、
正
し
い
慣
例
に
し
た
が
い
武
装
す
る
こ
と
を
見
と
ど
け
さ
せ

人
が
行
う
神
の
裁
き

tコ



人
が
行
う
神
の
裁
き

ノ1

る
。
皮
や
亜
麻
布
は
望
み
の
ま
ま
身
に
つ
け
さ
せ
て
よ
い
。
顔
と
脚
の
正
面
は
お
お
わ
ず
、
手
に
は
薄
い
手
袋
だ
け
を
つ
け
さ
せ

る
。
抜
身
の
剣
一
振
を
手
に
す
る
ほ
か
、

一
つ
ま
た
二
つ
を
腰
に
さ
す
こ
と
は
彼
ら
の
望
み
次
第
で
あ
る
。
別
の
手
に
は
丸
い
楯
を

持
つ
。
楯
は
中
央
の
突
起
が
鉄
で
あ
る
ほ
か
は
、
木
と
皮
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衣
服
の
上
に
袖
な
し
の
上
衣
を
つ
け
る
。
見
物

は
だ
れ
も
彼
ら
の
決
闘
に
介
入
せ
ぬ
よ
う
、
違
反
す
れ
ば
死
刑
に
す
る
と
い
い
聞
か
せ
て
お
く
。
裁
判
官
は
戦
う
も
の
各
々
に
棒
を

持
つ
男
ひ
と
り
を
つ
け
る
。
こ
の
男
は
ふ
た
り
の
戦
い
を
邪
魔
し
て
は
な
ら
ぬ
が
、

一
方
が
倒
れ
た
り
、
傷
つ
い
た
り
、
棒
の
助
け



人
が
行
う
神
の
裁
き

を
求
め
る
と
き
、
ふ
た
り
の
聞
に
棒
で
分
け
入
る
。
こ
れ
も
裁
判
官
の
許
し
が
あ
っ

て
で
き
る
の
で
あ
る
。
決
闘
場
が
静
め
ら
れ
た
の
ち
、

ふ
た
り
は
場
内
に
入
る
こ
と

を
願
い
出
る
。
こ
の
と
き
裁
判
官
は
そ
れ
を
許
す
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
官
か
ら
と
く

に
許
さ
れ
ぬ
か
ぎ
り
、
彼
ら
は
万
の
さ
や
の
こ
じ
り
は
取
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ふ
た
り
は
武
装
し
て
裁
判
官
の
前
に
進
み
出
て
宣
誓
す
る
。

ひ
と
り
は
『
こ
の
男
に

つ
い
て
訴
え
ま
し
た
罪
状
は
真
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
』
と
い
う
。
他
は
『
私
は
潔

白
で
す
。
神
の
お
導
き
で
こ
の
男
と
剣
を
合
わ
せ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
』
と
い
う
。

ふ
た
り
が
ま
ず
剣
を
合
わ
せ
る
と
き
、

日
の
光
が
彼
ら
を
等
分
に
照
ら
す
位
置
に
立

た
せ
る
。
被
告
人
が
負
け
れ
ば
、
彼
は
そ
れ
で
も
っ
て
裁
か
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し

(
釘
)

彼
が
勝
て
ば
、
罰
金
と
踊
罪
金
を
納
め
て
無
罪
と
な
る
」

正
義
を
求
め
ら
れ
る
神
は
、
神
に
助
力
を
乞
う
裁
判
官
に
し
る
し
ゃ
奇
跡
を
下
し

て
真
実
を
教
え
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
神
み
ず
か
ら
審
理
に
参
加
さ
れ
、

だ
れ
が
罪
あ

り
、
だ
れ
が
潔
白
か
を
教
え
ら
れ
る
。
神
の
審
判
(
。
三
巴
)
は
も
っ
と
も
確
か
な
決

定
と
さ
れ
た
。
神
は
犯
人
よ
り
も
罪
な
き
も
の
に
、

よ
り
多
く
の
力
と
安
全
を
与
え

ら
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

「
原
告
が
最
初
に
決
闘
場
に
入
る
べ
き
で
あ
る
。
相
手
の
男
が
長
く
た
め
ら
う
よ

う
な
ら
、
裁
判
官
は
そ
の
も
の
が
武
装
を
と
と
の
え
て
い
る
家
に
廷
吏
を
や
っ
て
呼

ナ1..
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び
出
さ
せ
る
。
ま
た
二
名
の
参
審
員
も
そ
れ
に
同
行
さ
せ
る
。
同
じ
よ
う
に
し
て
二
度
、
三
度
相
手
を
呼
び
出
す
。
三
度
目
の
呼
び

出
し
に
応
じ
ぬ
と
き
、
原
告
は
立
ち
上
り
、
戦
闘
を
申
し
出
る
。
彼
は
風
に
向
か
っ
て
剣
を
ふ
た
振
り
し
、
さ
ら
に
ひ
と
突
き
を
く

れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
原
告
は
最
初
に
起
こ
し
た
訴
え
を
相
手
に
承
服
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
で
裁
判
長
は
被
告
が
戦
っ
て

(
m
m
v
 

や
ぶ
れ
た
か
の
よ
う
に
裁
き
を
つ
け
る
」

「
風
に
向
か
っ
て
ふ
た
振
り
と
ひ
と
突
き
」

〈∞

-psd司
船
ロ
申
回
目
申

mog仏

叩

ミ

ロ

g
m
g
r
毛
色
白
門
戸

g
g
g
C
と
い
う
頭
韻
の
句

は
、
こ
の
言
葉
の
古
さ
を
教
え
る
だ
け
で
な
く
、
被
告
の
気
お
く
れ
を
彼
の
負
け
と
す
る
裁
き
が
大
昔
か
ら
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。

決
闘
の
ほ
か
に
神
の
判
定
を
仰
ぐ
方
法
は
、
神
秘
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
の
力
に
被
疑
者
の
肉
体
を
ゆ
だ
ね
る
の
で
あ
る
。
炎
は
罪
な

き
も
の
を
痛
め
ず
、
罪
あ
る
も
の
を
焼
き
つ
く
す
。
こ
の
結
果
は
疑
わ
し
き
も
の
の
肉
体
に
罪
が
宿
る
か
否
か
を
教
え
る
。

エ
レ
メ

ン
ト
は
奇
跡
に
よ
っ
て
無
実
の
も
の
を
救
う
正
義
の
神
の
支
配
下
に
あ
る
。
十
世
紀
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
人
の
法
規
は
、
神
判
の

儀
式
に
偽
り
の
入
り
こ
む
こ
と
を
ど
れ
ほ
ど
厳
重
に
防
ご
う
と
し
た
か
を
示
し
て
い
る
。

「
神
の
命
ず
る
と
こ
ろ
、
ま
た
大
司
祭
、
全
司
祭
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
神
判
を
次
の
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。
神
判
に

用
い
る
火
を
お
こ
し
た
の
ち
は
、
ミ
サ
を
行
う
司
祭
と
神
判
を
受
け
る
も
の
以
外
、
何
人
と
い
え
ど
教
会
に
入
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
ま

た
司
教
杖
か
ら
目
的
地
点
ま
で
、
神
判
を
受
け
る
男
の
足
で
九
歩
分
を
計
っ
て
お
く
。
裁
判
を
争
う
双
方
か
ら
同
数
の
人
が
教
会
に

入
り
、
神
判
の
行
わ
れ
る
場
所
の
両
側
に
整
列
す
る
。
彼
ら
は
す
べ
て
断
食
し
、
夜
は
女
を
遠
ざ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ミ
サ

を
行
う
司
祭
は
参
加
者
の
す
べ
て
に
聖
水
を
ふ
り
ま
き
、
各
自
聖
水
を
口
に
す
る
。
司
祭
は
一
同
に
福
音
書
と
十
字
架
に
接
吻
さ
せ

る
。
そ
れ
か
ら
は
火
を
か
き
立
て
る
こ
と
な
く
、
集
祷
文
を
唱
え
る
ま
で
鉄
片
を
炎
の
上
に
の
せ
て
お
く
。

つ
ぎ
に
赤
く
焼
け
た
鉄



人
が
行
う
神
の
裁
き

を
台
に
の
せ
、

一
同
全
能
な
る
神
が
真
実
を
示
さ
れ
る
よ
う
に
ひ
た
す
ら
祈
る
。

こ
の
と
き
被
疑
者
は
進
み
出
て
灼
熱
し
た
鉄
を
に
ぎ
り
し
め
る
。
鉄
は
彼
が
九

歩
あ
る
く
間
手
の
ひ
ら
に
あ
る
。
そ
の
後
手
に
封
印
を
ほ
ど
こ
し
、
三
日
の
ち

る日に
l_~封

を
解

て
手
が
化
膿
し
て

る
か

傷
が
な
く
き
れ
い
で
あ
る
か
を
調
べ

手
の
ひ
ら
が
鉄
の
灼
熱
に
よ
っ
て
傷
を
受
け
な
け
れ
ば
、
こ
の
被
疑
者
が
潔

白
で
あ
る
こ
と
を
神
が
告
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
明
か
し
は
決
定
的
で
あ

り
、
何
人
も
こ
れ
を
覆
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
は
こ

の
神
判
に
つ
い
て
、
た
だ
一
度
だ
け
語
っ
て
い
る
。
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〈巾円巾口市・

強
盗
あ
る
い
は
窃
盗
を
犯
し
、

ひ
と
た
び
法
の
権
利
を
失
っ
た
も
の
が
、



人
が
行
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き

ふ
た
た
び
窃
盗
か
強
盗
の
罪
を
着
せ
ら
れ
る
と
、
こ
ん
ど
は
宣
誓
す
る
だ
け
で
身
の
潔
白
を
明
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
ら

は
つ
ぎ
の
三
つ
の
ど
れ
か
を
選
ぶ
の
だ
。
灼
熱
し
た
鉄
を
持
つ
か
、
煮
え
た
ぎ
る
釜
の
湯
に
肘
ま
で
つ
け
る
か
、
職
業
剣
士
相

手
に
戦
っ
て
身
を
守
る
か
で
あ
る
。

罪
人
を
洗
い
出
す
の
に
使
わ
れ
た
い
ま
一
つ
の
エ
レ
メ
ン
ト
は
水
で
あ
る
。
古
代
ゲ
ル
マ
ン
人
は
水
の
せ
せ
ら
ぎ
に
神
の
声
を
聞

い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
と
な
っ
た
中
世
も
、
神
は
水
に
よ
っ
て
奇
跡
を
あ
ら
わ
し
、
正
し
き
も
の
を
加
護
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
人
の
水
の
神
判
の
方
法
を
教
え
る
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

「
被
疑
者
た
ち
が
だ
ま
り
込
み
、
な
お
も
告
白
し
な
い
で
い
る
と
、
司
祭
は
祭
壇
に
近
よ
り
、
彼
ら
に
聖
餐
を
与
え
る
。
ミ
サ
が

終
わ
る
と
、
司
祭
は
み
ず
か
ら
聖
水
を
き
よ
め
、
被
疑
者
た
ち
が
審
判
を
受
け
る
予
定
の
場
所
へ
行
く
。
彼
ら
が
そ
の
場
所
へ
来
る

と
、
聖
水
を
飲
ま
せ
つ
つ
司
祭
は
唱
え
る
『
神
に
よ
っ
て
き
よ
め
ら
れ
た
こ
の
水
が
、
潔
白
を
明
か
す
力
を
そ
な
た
に
与
え
ん
こ
と

を
』
つ
ぎ
に
被
疑
者
を
ひ
た
す
水
を
き
よ
め
る
。
試
さ
れ
る
人
び
と
を
裸
に
し
、
各
自
福
音
書
、
聖
造
物
、
十
字
架
に
接
吻
さ
せ
る
。

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
体
に
聖
水
を
か
け
、
た
だ
ち
に
水
に
投
げ
入
れ
る
。
司
祭
は
断
食
し
て
こ
れ
ら
を
行
う
。
悪
魔
は
断
食
に
よ
っ

(
M
U
)
 

て
負
か
さ
れ
る
か
ら
。
被
疑
者
を
水
に
投
げ
込
む
役
目
の
人
も
、
あ
ら
か
じ
め
断
食
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
」

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
が
水
の
神
判
に
つ
い
て
い
う
の
は
た
だ
一
度
で
あ
る
。
二
人
の
男
が
一
つ
の
土
地
の
所
有
権
を
主
張
し
、

そ
の
言
い
分
も
証
拠
も
同
等
で
あ
る
と
き
の
裁
決
の
方
法
と
し
て
こ
れ
を
勧
め
る
。
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伊
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叩
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∞
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ゲ
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r
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H
)
F
2
2円
。

P
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町
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丹
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己
申
ロ
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ど
ち
ら
が
そ
の
土
地
の
所
有
権
を
持
つ
の
か
、
近
所
に
知
る
も
の
も
お
ら
ぬ
と

き
は
、
水
の
神
判
に
よ
っ
て
決
め
て
よ
い
。
あ
る
い
は
原
告
と
被
告
が
、
そ
の

土
地
が
現
状
の
ま
ま
で
各
自
の
も
の
で
あ
る
わ
け
を
宣
誓
す
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
裁
判
官
は
現
地
を
検
分
す
る
使
者
を
派
遣
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

二
人
が
宣
誓
し
て
求
め
る
も
の
は
均
等
に
分
け
与
え
る
が
よ
い
。

判
断
が
大
へ
ん
微
妙
な
と
き
、
神
判
を
仰
い
で
い
る
。
決
闘
の
と
き
は
そ
の
方
法

が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
は
〈
者
向
N
8
5
E
2
0〉
の
一
語
を
い
う
に
す

ぎ
な
い
。
こ
れ
に
そ
え
た
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
写
本
の
挿
絵
が
、
代
り
に
多
く
の
こ
と

を
教
え
て
く
れ
る
。
左
側
の
絵
は
、
土
地
の
所
有
を
争
う
二
人
の
男
が
聖
遺
物
匝
に

右
手
を
か
け
て
誓
う
と
こ
ろ
。
右
に
は
、
た
ら
い
の
水
に
裸
で
浮
か
ぶ
男
が
立
会
人

と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
冷
水
神
判

(
H
E
5
Z
5
2
5
0
『コ
m
E
S
)
と
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E耳

い
う
。
土
地
の
所
有
権
を
主
張
す
る
男
が
水
中
で
神
判
を
受
け
て
い
る
。
彼
は
胴
を
ひ
も
で
結
ば
れ
、

ひ
も
の
端
は
別
の
男
が
両
手

で
引
っ
ぱ
る
。
男
が
水
に
浮
く
か
沈
む
か
で
神
さ
ま
の
判
定
を
読
む
の
で
あ
る
が
、
長
く
沈
み
す
ぎ
て
息
の
根
の
止
ま
る
の
を
防
ぐ

た
め
に
命
綱
が
あ
る
。

一
般
に
水
の
神
判
は
、
被
検
者
の
手
足
を
し
ば
り
浮
き
沈
み
の
自
由
を
う
ば
う
。
こ
の
絵
の
男
は
例
外
的
に

し
ば
ら
れ
て
い
な
い
。
ひ
も
を
持
つ
男
の
左
に
頭
を
丸
め
た
聖
職
者
が
見
え
る
。
た
ら
い
の
左
に
は
、
彼
と
土
地
を
争
う
男
が
相
手

の
浮
沈
を
見
守
る
。
彼
は
何
や
ら
話
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
神
判
の
結
果
が
自
分
に
有
利
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
時

代
に
よ
っ
て
解
釈
は
違
う
が
、
水
は
け
が
れ
な
き
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
か
ら
、
無
実
の
も
の
を
受
け
入
れ
る
と
さ
れ
、
水
底
に
沈
む

も
の
が
裁
判
に
勝
つ
の
で
あ
っ
た
。

グ
リ
ム
は
中
世
の
刑
の
残
忍
さ
に
、
む
し
ろ
け
が
れ
な
い
中
世
の
心
の
表
れ
を
見
た
。
刑
法
以
外
の
領
域
で
も
、
中
世
人
の
慣
習

や
理
非
の
判
別
の
中
に
は
呪
術
的
な
、
宗
教
的
な
観
念
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
時
代
の
審
理
に
お
け
る
証
明
の
方
法
は
主
と
し
て
宣

誓
で
あ
っ
た
。

H
・
ブ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
宣
誓
は
本
来
自
己
に
対
す
る
呪
誼
に
由
来
す
る
。
こ
れ
も
呪
術
的
要
素
を
含
ん
で
い
た
。

そ
の
う
え
法
は
神
で
あ
り
、
司
法
こ
そ
は
天
の
絶
対
者
の
直
轄
領
域
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
司
法
へ
の
神
秘
的
と
も
い
え
る
要
請

の
大
き
さ
。
そ
れ
に
比
べ
て
彼
ら
の
審
理
能
力
は
十
分
で
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
い
て
ほ
と
ん
ど
人
間
の
能
力
を
こ
え
て
、
彼
ら
は
真

実
を
透
視
し
よ
う
と
目
を
こ
ら
し
た
。
法
と
神
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
、
神
判
そ
の
他
の
儀
式
へ
の
傾
斜
に
、
法
と
正
義
へ
の
異
様

な
熱
情
が
見
え
て
い
る
。

不
可
能
を
試
み
る
人
の
姿
は
つ
ね
に
魅
力
的
だ
と
い
う
。
中
世
の
法
が
も
っ
疎
剛
の
美
、
挿
絵
の
稚
拙
と
真
面
目
さ
は
、
人
の
生

活
と
と
も
に
始
ま
っ
た
人
を
裁
く
こ
と
の
困
難
と
四
つ
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
生
活
の
中
の
衝
突
を
そ
の
一
駒
一
駒
が
じ
つ
に
感
動

的
に
語
っ
て
い
る
。
中
世
人
は
現
代
の
裁
判
を
見
て
い
う
で
あ
ろ
う
。
絶
対
者
の
目
を
忘
れ
た
か
ら
、
人
間
相
互
の
な
れ
合
い
に
終



-C('ト
Jユト

O
心
。

?出

ー
8achsenspiegel

L
a
n
d
r
e
c
h
t
.
 Hr
s
g
.
 v
o
n
 K
a
r
l
 A
u
g
u
s
t
 Eckhardt. G

o
t
t
i
n
g
e
n
，
 Berlin

，
 Fr
a
n
k
f
u
r
t
 1955. 

II 
13 

~ 1
 

~
 
C
o
d
e
x
 Palatinus G

e
r
m
a
n
i
c
u
s
 164 der Universitatsbibliothek H

e
i
d
e
l
b
e
r
g
 
F
o
1.
12
v
 

e
 
L
d
r. 

II 
39 

~ 1
 

豆
H
a
n
d
s
c
h
r
i
f
t
der koniglichen offentlichen Bibliothek zu D

r
e
s
d
e
n
 
M
 32 

e
 
Ldr. 

II 
13 

~ 4
 

歪
L
d
r
.
II 

13 
~
7
 

E
 
Ldr. 

II 
15 

~ 1
 

e
 
L
d
r
.
 II 
16 

~ 2
 

e
 
D
r
e
s
d
e
n
e
r
 Bilderhandschrift 

F
o
l. 
20 

言
Ldr.

1
 59 

~
1
 

冨
D
r
e
s
d
e
n
e
r
B
i
l
d
e
r
h
a
n
d
s
chrift 

F
o
1.1

7b 

雲
H
a
n
s
Fehr: D

a
s
 R
e
c
h
t
 i
m
 Bilde. M

u
n
c
h
e
n
 u.Leipzig 1923.8.78 

雲
J
a
c
o
b
G
r
i
m
m
:
 Vo
n
 der Poesie i

m
 R
e
c
h
t. 

Zeit
sc
hrift fur geschichtliche R

e
c
h
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
ft. 

Bd.2.Heft 

〈
る
に
小
型
itQ#

様
相

11)~ 



人
が
行
う
神
の
裁
き

テミ

円
山
∞
]
{
印
・
∞
・
回
日

1
也市町・

a4) 
国
ゲ
門
戸
∞
・
∞
k
H

∞
∞

日目

H
L
円
四
円
・
同
町
∞

(16) 

同
)
吋
m
w
m
出
品
申
ロ
∞
円
切
戸
内
山
冊
一
司
}
戸
田
口
円
山
田
口
}
肖

F
P

司
0
7
ω
日

σ

。百

』
田
口

0σ

。ユ
B
B一
】

)
2
2口
V
O
H同

S
E
E
-
g
ユ0
5
2・
回
門
戸
.

H

∞
.
日
早

日8)

回

σ円
四
・
切
門
戸
同

ω由
]
{
由

(1到

円
』
門
田
吋

-
H
N
C

αゎ
トー

(20) 

H
L
巾
ゲ
ロ
可
申
口
『
円
仏
曲
目
∞
田
口
『
田
市
ロ
田
宮

t
w
m巾
]
田

M
h
p
m
ω
-
h
p

(21) 

同
ぷ
)
-
・

2
の
第
一
図
は
う
ン
ト
法
第
二
巻
四
十
六
章
一
節
「
他
人
の
土
地
を
そ
れ
と
知
ら
ず
耕
作
し
た
り
、
他
人
か
ら
あ
ず
か
っ
た

土
地
を
勝
手
に
耕
し
た
と
き
の
責
任
の
と
り
方
」

第
二
図
は
同
四
十
七
章
一
節
「
自
分
の
家
畜
を
他
人
の
穀
物
や
牧
草
地
に
放
っ
て
食
わ
せ
た
と
き
の
責
任
の
と
り
方
」

第
三
図
は
同
三
節
「
さ
か
り
の
つ
い
た
馬
、
が
ち
ょ
う
、
飼
猪
は
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
か
ら
、
二
人
の
証
人
に
侵
入
の
事
実
を
見
と

ど
け
さ
せ
た
上
、
飼
主
の
責
任
を
問
う
」

第
四
図
左
は
同
四
節
「
自
分
の
家
畜
を
他
の
村
の
共
同
放
牧
地
に
放
っ
た
と
き
の
責
任
の
と
り
方
」

第
四
図
右
は
同
五
節
「
耕
作
し
て
い
な
い
土
地
は
車
で
通
っ
て
も
補
償
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」

第
五
図
は
同
四
十
八
章
一
節
「
羊
飼
が
つ
れ
て
出
て
な
く
し
た
羊
は
、
彼
が
飼
主
に
つ
ぐ
な
う
」
|
|
羊
泥
棒
と
狼
の
絵

第
六
図
左
は
同
二
節
と
三
節
「
自
分
の
穀
物
を
屋
外
に
放
置
し
て
、
食
わ
れ
た
り
踏
ま
れ
で
も
償
い
を
要
求
で
き
な
い
」
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