
神
判
・
法
廷
決
闘
か
ら
証
人
尋
問
へ

34　（832）

一
一
、
＝
一
世
紀
の
西
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
証
明
と
社
会

轟
木

広
太
郎

【
要
約
】
　
中
世
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
裁
判
の
証
明
方
法
と
社
会
と
の
関
係
を
、
＝
二
世
紀
に
お
け
る
転
換
の
前
の
時
期
に
焦
点
を
当
て
て
あ
き
ら
か
に

す
る
こ
と
が
本
稿
の
擦
的
で
あ
る
。
調
査
の
対
象
と
し
た
一
一
、
一
二
世
紀
の
西
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
伝
統
的
な
神
判
・
法
廷
決
闘
が
最
終
的
な
証
明
方
法

と
し
て
依
然
用
い
ら
れ
て
い
た
～
方
で
、
証
人
・
証
書
の
利
用
も
す
で
に
そ
れ
に
劣
ら
ぬ
頻
度
で
見
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
一
三
世
紀
以
降
の
証
人
尋
問
に

お
い
て
証
言
が
義
務
化
さ
れ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
こ
の
時
点
で
は
、
証
人
は
自
発
的
に
訴
訟
人
の
側
に
立
っ
て
証
言
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
神
判
・
法

廷
決
闘
す
ら
引
き
受
け
る
存
在
で
あ
っ
た
。
と
く
に
修
道
士
た
ち
は
こ
う
し
た
証
人
を
確
保
す
る
た
め
に
、
寄
進
や
封
の
授
受
の
さ
い
の
友
愛
や
忠
誠
の

関
係
を
利
用
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
法
廷
外
の
人
的
紐
帯
が
こ
の
時
代
の
証
明
の
多
様
性
の
社
会
的
背
景
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
一
笹

紀
初
頭
以
降
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
を
皮
切
り
に
導
入
さ
れ
は
じ
め
る
証
人
尋
問
が
、
こ
う
し
た
領
主
社
会
の
入
的
結
合
関
係
を
掘
り
崩
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
〇
巻
六
号
　
一
一
〇
〇
七
年
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

裁
判
に
お
け
る
証
明
と
い
え
ば
、
す
ぐ
れ
て
司
法
に
固
有
の
問
題
と
聞
こ
え
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
三
権
分
立
を
謳
う
現
代
の
社
会
に

お
い
て
も
じ
っ
さ
い
は
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
刑
事
裁
判
で
は
、
容
疑
者
が
何
を
し
た
か
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
と
済
ま
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
犯
行
の
動
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機
に
は
じ
ま
っ
て
、
悪
意
の
有
無
、
精
神
状
態
、
さ
ら
に
は
精
神
疾
患
の
可
能
性
、
日
常
の
態
度
、
家
族
関
係
、
教
育
環
境
、
幼
年
・
成
年
期

以
来
の
人
格
形
成
に
い
た
る
ま
で
が
探
索
さ
れ
、
そ
の
人
物
の
逸
脱
の
程
度
が
証
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
我
々
の
時
代
の

特
徴
で
あ
る
。
M
・
フ
ー
コ
ー
は
『
監
獄
の
誕
生
』
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
犯
罪
者
に
対
す
る
あ
ら
た
な
捉
え
か
た
が
、
一
九
世
紀
初
頭
の
監

獄
刑
の
導
入
と
と
も
に
形
成
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
監
獄
で
採
用
さ
れ
た
「
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
監
視
シ
ス

テ
ム
は
、
元
を
た
ど
れ
ば
、
一
七
・
一
八
世
紀
の
西
洋
社
会
で
、
学
校
・
兵
舎
・
工
場
・
病
院
な
ど
の
施
設
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
逸
脱
を

発
見
し
、
同
時
に
規
律
を
課
す
こ
と
に
よ
り
そ
れ
を
矯
正
す
る
目
的
で
普
及
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
犯
人
が
「
何
を
し
た
か
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

よ
り
も
「
何
者
で
あ
る
か
」
を
問
う
、
刑
事
裁
判
の
現
代
的
傾
向
は
、
じ
つ
は
司
法
の
外
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

　
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
民
事
に
お
け
る
損
害
賠
償
訴
訟
に
つ
い
て
、
フ
ー
コ
ー
に
比
す
べ
き
研
究
を
著
し
た
の
は
F
・
エ
ヴ
ァ
ル
ト
で
あ
る
。

我
々
は
民
事
的
な
証
明
の
目
的
は
、
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
責
任
の
所
在
を
特
定
す
る
こ
と
だ
と
漠
然
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
エ
ヴ
ァ
ル
ト

に
よ
れ
ば
、
現
代
の
「
責
任
」
と
い
う
概
念
は
一
九
世
紀
の
大
変
貌
を
経
た
す
え
の
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
現
代
で
は
、
あ
る
事
故
に
よ
り

損
害
が
発
生
し
た
場
合
、
加
害
者
だ
け
で
な
く
、
被
害
者
本
人
、
企
業
、
保
険
会
社
、
公
的
機
関
、
地
方
自
治
体
、
国
家
に
も
「
責
任
」
の
一

部
が
割
り
振
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
損
害
は
社
会
全
体
で
見
れ
ば
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
リ
ス
ク
で
あ
り
、
そ
の
リ
ス
ク
を
管

理
す
べ
き
個
人
お
よ
び
集
団
の
間
で
負
担
を
分
割
す
べ
き
だ
と
の
通
念
が
一
九
世
紀
中
に
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
「
責
任
」
の
あ
た
ら
し
い
概
念
は
も
ち
ろ
ん
保
険
や
福
祉
の
発
想
と
技
術
に
影
響
さ
れ
て
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
現
代
の
裁
判
に
お
け
る
証
明
に
し
て
か
ら
が
、
司
法
外
部
に
あ
る
同
時
代
の
社
会
の
考
え
方
や
方
法
論
に
貫
か
れ
て
い
る
と
す

る
な
ら
ば
、
西
欧
中
世
の
裁
判
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
法
制
史
固
有
の
枠
組
み
に
限
定
さ

れ
な
い
視
角
か
ら
証
明
の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ひ
い
て
は
現
代
社
会
と
の
比
較
研
究
の
た
め
の
足
場
を
確
保
す
る
こ
と
も
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
一
～
、
コ
～
世
紀
の
西
フ
ラ
ン
ス
（
ア
ン
ジ
ュ
ー
、
ト
ゥ
ー
レ
ー
ヌ
、
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
）
を
対
象
と
し
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て
取
り
あ
げ
た
。
こ
の
年
代
の
設
定
は
、
西
欧
全
体
に
お
い
て
一
三
世
紀
が
証
明
の
一
大
転
換
期
で
あ
る
と
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
直
前

の
時
期
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
古
い
シ
ス
テ
ム
か
ら
新
し
い
シ
ス
テ
ム
へ
の
転
換
の
あ
り
か
た
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
た
め
で
あ

る
。
ま
た
地
理
的
設
定
は
、
伝
統
的
な
証
明
方
法
に
つ
い
て
の
事
例
と
新
し
い
証
明
方
法
の
初
期
的
な
事
例
が
と
も
に
史
料
的
に
豊
富
な
ア
ン

ジ
ユ
ー
地
方
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
。
た
だ
し
、
ト
ゥ
ー
レ
ー
ヌ
、
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
と
の
相
違
は
後
か
ら
見
る
よ
う
に
大
体
に
お
い
て

相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
い
の
で
、
こ
の
地
域
を
一
括
し
て
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
伝
統
的
な
証
明
方
法
と
は
、
ゲ
ル
マ
ン
部
族
法
に
由
来
す
る
神
判
・
法
廷
決
闘
（
さ
ら
に
は
雷
冤
宣
誓
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
当
時

「
神
の
裁
き
（
智
熱
§
§
b
S
」
と
も
呼
ば
れ
、
西
フ
ラ
ン
ス
の
各
種
の
法
廷
で
も
依
然
と
し
て
最
終
的
な
立
証
手
段
と
し
て
の
地
位
を
＝
～

世
紀
ま
で
保
っ
て
い
た
。
そ
の
後
＝
一
一
世
紀
に
は
、
聖
俗
の
法
廷
で
「
証
人
尋
問
（
①
渥
轟
①
ご
と
呼
ば
れ
る
審
理
手
続
き
が
次
第
に
拡
大
し

て
ゆ
く
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
ひ
と
つ
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
後
述
（
第
二
章
）
の
よ
う
に
、
＝
、
＝
｝
世
紀
に
も
す
で
に
証
人
・

証
書
そ
れ
自
体
の
利
用
は
少
な
く
と
も
「
神
の
裁
き
」
と
同
じ
く
ら
い
の
割
合
で
見
ら
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
し
い
の
は

証
人
・
証
書
の
利
用
の
あ
る
仕
方
、
す
な
わ
ち
証
人
尋
問
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
証
人
尋
問
と
は
、
M
・
ブ
ー
レ
ー
ー
ソ
テ
ル
の
定
義
に
従
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

証
言
を
中
核
に
、
自
白
、
宣
誓
、
証
書
な
ど
副
次
的
な
諸
証
拠
に
基
づ
い
た
裁
判
官
の
取
り
調
べ
手
続
き
の
こ
と
で
あ
る
。
一
一
、
一
二
世
紀

の
証
人
（
あ
る
い
は
証
書
）
が
訴
訟
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
も
と
で
利
用
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
証
人
尋
問
で
は
、
証
人
の
選
抜
や
聴
取
の

点
で
裁
判
官
が
大
き
な
権
限
を
手
に
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
が
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
裁
判
の
証
明
と
（
司
法
外
部
の
）
社
会
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ま
さ
に
こ
の
区
別
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

う
の
も
、
証
人
尋
問
で
は
証
言
は
～
種
の
法
的
義
務
と
化
す
の
に
対
し
、
あ
と
か
ら
見
る
よ
う
に
、
＝
、
一
二
世
紀
に
は
証
人
、
さ
ら
に

「
神
の
裁
き
」
の
代
理
人
は
あ
る
種
自
発
的
に
み
ず
か
ら
の
役
割
を
引
き
受
け
、
そ
の
さ
い
訴
訟
当
事
者
と
の
私
的
で
緊
密
な
紐
帯
を
行
動
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

理
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
点
を
切
り
口
と
し
て
、
こ
の
時
代
独
自
の
、
証
明
と
社
会
と
の
結
び
つ
き
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
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と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
裁
判
と
社
会
と
の
関
連
を
広
い
視
野
か
ら
見
る
研
究
分
野
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
紛
争
研
究
が
昨
今
注
目
を
浴
び
て
い
る
が
、
そ
こ

で
は
法
廷
内
外
の
和
解
が
主
題
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
証
明
方
法
の
問
題
は
脇
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
観
が
あ
る
。
本
稿
に
は
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

不
足
を
補
う
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
る
。

　
具
体
的
な
分
析
に
入
る
ま
え
に
、
ま
ず
一
般
的
事
実
と
研
究
史
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。

①
M
・
フ
ー
コ
ー
（
田
村
倣
訳
）
『
監
獄
の
誕
生
』
新
潮
杜
、
～
九
七
七
年
。

②
男
』
壽
箆
製
糸
§
ミ
譜
嵩
ミ
愚
、
ミ
§
ミ
“
6
り
◎

③
坐
し
づ
。
三
Φ
斤
－
ω
窪
琶
㌦
．
〉
需
お
島
ω
霞
δ
契
。
・
審
羅
匹
①
ψ
箕
。
。
薫
Φ
ω
詠
島
鼠

　
閏
蜀
ロ
8
0
8
ε
巨
騨
Φ
臼
竃
。
団
窪
〉
σ
Q
①
．
．
甲
卜
Q
㌣
ミ
舞
鳶
沁
§
ヘ
ミ
寒
ミ
旨
織
ミ

　
§
応
鳶
b
u
o
ミ
詳
H
一
一
〇
①
伊
や
ω
O
G
Q
．

④
同
げ
㌶
も
．
ω
O
メ
p
．
。
。
．

⑤
こ
の
時
代
の
史
料
に
お
い
て
訴
訟
当
事
者
の
聖
俗
領
主
た
ち
は
「
神
の
裁
き
」

　
を
受
け
る
さ
い
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
代
理
に
委
ね
た
。

⑥
以
下
の
ふ
た
つ
の
動
向
紹
介
と
論
文
集
が
有
用
で
あ
る
。
服
部
良
久
「
中
世

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
紛
争
と
紛
争
解
決
」
欄
史
学
雑
誌
輪
二
三
－
王
、
二
〇

　
〇
四
年
、
六
〇
1
八
二
頁
。
同
「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
紛
争
と
秩
序
－

　
紛
争
解
決
と
国
家
・
社
会
1
」
『
史
林
』
八
八
1
　
、
二
〇
〇
五
年
、
五
六
…

　
八
九
頁
。
同
編
訳
『
紛
争
の
な
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
申
世
一
京
都
大
学
出
版
会
、
二

　
〇
〇
六
年
。
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第
一
章
　
一
般
的
事
実
と
研
究
史
の
整
理

　
先
に
一
三
世
紀
を
証
明
方
法
の
転
換
期
と
し
た
が
、
西
洋
全
体
で
見
れ
ば
、
一
二
一
五
年
の
第
四
回
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
に
お
け
る
諸
決
定
が

大
き
な
分
水
嶺
を
な
し
て
い
る
。
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
が
強
力
な
主
導
権
を
発
揮
し
た
と
さ
れ
る
こ
の
宗
教
会
議
で
は
、
神
判
の
際
の

聖
職
者
に
よ
る
皇
別
の
禁
止
、
お
よ
び
教
会
裁
判
に
お
け
る
糾
問
手
続
き
の
制
定
な
ど
、
「
神
の
裁
き
」
か
ら
「
人
の
裁
き
」
へ
の
移
行
が
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

俗
に
先
立
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
＝
二
世
紀
半
ば
す
ぎ
の
聖
ル
イ
に
よ
る
王
春
で
の
法
廷
決
闘
禁
止
令
が
ひ
と
つ
の
農
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
な
し
た
と
い
わ
れ
る
。

　
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
に
視
野
を
限
定
し
て
も
、
証
明
方
法
の
変
化
は
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
同
時
に
起
こ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
世
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俗
法
廷
で
は
法
廷
決
闘
は
一
四
世
紀
初
頭
ま
で
は
決
定
的
に
衰
微
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
は
国
王
法
廷
に
お
い
て
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

定
的
に
そ
れ
を
復
活
さ
せ
す
ら
し
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、
教
会
領
主
が
か
か
わ
る
訴
訟
で
は
、
神
判
も
法
廷
決
闘
も
早
く
も
コ
一
世
紀
半
ば
に

は
大
き
く
後
退
し
た
よ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
本
稿
が
対
象
と
す
る
西
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
そ
う
し
た
事
実
が
J
・
ブ
サ
ー
ル
と
D
・
バ
ル
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ル
ミ
ー
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
三
世
紀
と
い
う
区
切
り
は
お
お
よ
そ
の
目
安
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。　

他
方
、
証
入
尋
問
に
は
い
く
つ
か
の
形
態
が
存
在
し
た
が
、
そ
れ
は
大
き
く
ノ
ル
マ
ン
式
と
ロ
ー
マ
法
・
カ
ノ
ン
法
式
の
二
種
類
に
分
か
れ

る
。
両
者
の
差
は
、
裁
判
官
み
ず
か
ら
が
証
人
を
選
抜
す
る
か
（
前
者
）
、
そ
れ
と
も
訴
訟
当
事
者
が
用
意
す
る
か
（
後
者
）
に
あ
る
が
、
と
も

に
裁
判
官
が
職
権
的
に
尋
問
を
行
う
点
は
変
わ
ら
な
い
。

　
ノ
ル
マ
ン
式
は
、
起
源
的
に
は
当
日
リ
ン
グ
時
代
の
「
審
問
（
§
§
ミ
。
）
」
に
ま
で
遡
る
。
そ
れ
は
国
王
大
権
に
関
係
す
る
事
件
が
生
じ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

さ
い
に
、
そ
れ
を
保
全
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
活
用
さ
れ
た
や
や
特
殊
な
手
続
き
で
あ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
で
は
、
証
人
の
召
喚
・
尋

問
が
裁
判
官
の
主
導
権
に
委
ね
ら
れ
る
こ
の
制
度
が
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
を
経
由
し
て
移
植
さ
れ
、
陪
審
制
の
起
源
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
と
見
る

　
　
　
　
　
　
⑥

の
が
定
説
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
の
他
の
地
域
で
も
、
一
二
世
紀
初
頭
以
降
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
、
そ
し
て
世
紀
半
ば
に
は
参
詣
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
れ
と
近
し
い
形
態
の
証
人
尋
問
が
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ロ
ー
マ
法
・
カ
ノ
ン
法
式
は
一
二
世
紀
初
頭
以
降
、
教
会
法
廷
か
ら
徐
々
に
採
用
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、
＝
二
世
紀
中
に
は
世
俗
法
廷
へ

も
拡
大
し
的
・
聖
ル
イ
が
先
の
零
で
・
法
廷
決
闘
に
貸
て
定
め
た
証
人
尋
問
は
こ
の
方
式
で
あ
っ
た
・

　
た
だ
し
現
実
に
は
、
少
な
く
と
も
一
三
世
紀
半
ば
ま
で
は
両
者
の
混
合
形
態
や
、
厳
密
に
は
い
ず
れ
に
も
分
類
し
が
た
い
形
態
も
多
々
見
ら

　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
と
く
に
両
者
の
区
別
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、
証
人
尋
問
の
呼
称
で
一
括
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
こ
う
し
た
新
旧
の
証
明
方
法
に
つ
い
て
の
基
本
的
事
婁
は
、
お
も
に
伝
統
的
な
法
制
史
研
究
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ど
う
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
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ま
ず
、
法
制
史
の
な
か
に
す
で
に
こ
の
変
化
を
よ
り
広
い
歴
史
的
脈
絡
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
見
解
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

大
き
く
二
通
り
に
分
か
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
証
明
方
法
を
そ
の
時
代
の
人
間
の
認
識
水
準
の
反
映
と
捉
え
る
見
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
神
の

裁
き
」
は
非
合
理
的
な
思
考
様
式
の
産
物
で
あ
り
、
証
人
・
証
書
に
よ
る
立
証
は
そ
れ
と
は
逆
に
真
理
探
究
の
合
理
的
精
神
の
あ
ら
わ
れ
だ
と

見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ロ
ー
マ
法
の
復
活
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
論
点
と
組
み
合
わ
さ
り
、
「
人
の
裁
き
」
の
出
現
は
結
局
の
と
こ
ろ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

人
間
社
会
の
発
展
を
示
す
ひ
と
つ
の
し
る
し
と
見
な
さ
れ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
裁
判
宮
の
権
限
の
拡
大
を
公
的
な
平
和
の
確
立
と
い
う
点
と
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
二
、
＝
二
世
紀
に

は
諸
侯
領
と
王
女
に
お
い
て
政
治
的
な
再
統
合
が
進
ん
だ
が
、
そ
れ
は
並
行
し
て
諸
侯
法
廷
や
国
王
法
廷
の
権
威
の
確
立
を
必
要
と
し
た
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

逆
に
そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
第
｝
の
考
え
方
は
進
歩
主
義
史
観
に
あ
り
が
ち
な
皮
相
な
見
方
を
免
れ
て
い
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
そ
の
「
進
歩
」
の
行

き
着
く
先
の
現
代
の
裁
判
に
お
け
る
証
明
は
、
同
時
代
の
具
体
的
な
社
会
的
条
件
を
ぬ
き
に
し
て
、
人
事
精
神
一
般
の
合
理
・
非
合
理
の
み
か

ら
説
明
し
う
る
も
の
で
は
い
さ
さ
か
も
な
い
。
ま
た
第
二
の
見
解
は
、
政
治
的
秩
序
の
安
定
と
法
廷
の
権
威
主
義
を
あ
ま
り
に
直
接
的
に
同
一

視
す
る
と
い
う
過
ち
を
犯
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
法
廷
が
権
威
を
欠
く
社
会
は
か
な
ら
ず
や
政
治
的
混
乱
に
陥
る
で
あ
ろ
う
と
の
予
断
が
知
ら

ず
知
ら
ず
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
思
い
込
み
は
す
で
に
紛
争
研
究
が
正
当
に
も
批
判
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
紛
争
研
究
は

と
く
に
「
国
家
な
き
」
時
代
（
フ
ラ
ン
ス
で
い
え
ば
一
一
、
一
一
垂
紀
）
に
も
、
和
解
の
文
化
が
法
廷
の
権
威
の
代
わ
り
を
果
た
し
う
る
こ
と
を

示
し
た
。
政
治
的
秩
序
と
法
廷
と
の
関
係
は
必
然
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
ず
っ
と
間
接
的
・
歴
史
的
な
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
他
方
で
、
同
じ
問
題
を
社
会
史
的
な
視
点
か
ら
論
じ
る
研
究
も
存
在
す
る
。
そ
の
代
表
格
は
、
一
九
七
五
年
の
P
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
論
文
で
あ

ろ
う
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
こ
の
先
駆
的
な
論
文
の
な
か
で
、
神
判
が
虚
無
的
基
準
か
ら
見
て
合
理
的
か
ど
う
か
よ
り
も
、
な
ぜ
そ
れ
が
一
二
世
紀
以

前
の
社
会
の
要
求
を
満
足
さ
せ
え
た
か
を
考
え
る
べ
き
だ
と
し
、
問
題
の
立
て
か
た
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
み
ず
か
ら
の
問

い
に
ブ
ラ
ウ
ン
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
神
判
は
一
二
世
紀
以
前
の
農
村
型
社
会
に
は
適
合
的
な
証
明
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
社
会
は
、
人
と
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人
と
が
袖
す
り
合
わ
せ
て
暮
ら
す
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
顔
見
知
り
」
社
会
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
紛
争
は
日
常
生
活
の
し
が
ら
み
を
温
床
と
し
て

起
こ
る
た
め
、
ふ
つ
う
の
方
法
で
は
な
か
な
か
解
決
さ
れ
え
な
い
。
こ
こ
に
神
判
が
有
効
に
利
用
さ
れ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。
な
ぜ
か
。
そ

れ
は
神
判
の
儀
式
性
と
関
係
す
る
。
そ
も
そ
も
神
判
の
判
定
基
準
、
す
な
わ
ち
熱
水
に
入
れ
た
手
の
火
傷
の
程
度
と
か
水
に
放
り
込
ま
れ
た
身

体
の
浮
き
沈
み
な
ど
は
所
詮
曖
昧
な
基
準
で
あ
り
、
そ
れ
を
最
終
的
に
判
断
し
う
る
の
は
法
廷
に
集
っ
た
共
同
体
の
成
員
以
外
あ
り
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
農
村
型
社
会
で
は
ま
さ
に
そ
の
共
同
体
の
合
意
形
成
こ
そ
が
構
造
的
に
困
難
で
あ
っ
た
。
神
判
の
メ
リ
ッ
ト
は
ま
さ
に
非
日
常
性
の

儀
式
と
し
て
こ
の
困
難
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
判
に
臨
む
者
は
ま
ず
隔
離
さ
れ
た
場
所
で
潔
斎
し
て
身
を
清
め
る

こ
と
で
日
常
性
の
痕
跡
を
払
拭
し
、
そ
の
う
え
で
神
の
意
思
を
問
う
行
為
と
し
て
証
明
を
お
こ
な
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
日
常
の
し
が
ら

み
を
断
ち
切
っ
た
と
こ
ろ
に
共
同
体
は
よ
う
や
く
問
題
解
決
の
合
意
を
導
き
出
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
方
、
神
判
の
衰
退
は
ま
さ
し
く
こ

の
よ
う
な
社
会
の
解
体
か
ら
は
じ
ま
る
。
都
市
社
会
の
発
展
は
人
間
関
係
を
希
薄
に
し
、
神
判
の
存
在
理
由
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
る
。
そ
し
て
あ
と
に
は
国
王
の
権
威
的
な
判
決
の
時
代
が
到
来
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

　
神
判
の
役
割
を
同
時
代
の
社
会
構
造
に
照
ら
し
て
説
明
す
る
と
い
う
こ
の
よ
う
な
ブ
ラ
ウ
ン
の
主
張
は
、
「
神
の
裁
き
」
に
頼
る
社
会
を
ア

ナ
ー
キ
ー
と
見
な
し
が
ち
だ
っ
た
従
来
説
に
対
し
て
大
き
な
批
判
と
な
っ
た
。
こ
の
見
方
は
、
同
じ
テ
ー
マ
に
つ
い
て
最
近
積
極
的
に
論
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
る
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
に
も
基
本
線
と
し
て
は
受
容
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
し
か
し
こ
の
考
え
か
た
に
は
重
大
な
欠
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
二
世
紀
以
前
の
神
判
の
史
料
は
領
主
間
の
訴
訟
に
か
か
わ
る
も
の
が
大
多

数
で
、
そ
の
場
合
に
は
、
日
々
顔
を
突
き
合
わ
せ
る
よ
う
な
濃
密
な
人
間
関
係
な
ど
想
定
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
農
村
共
同
体

に
限
っ
て
み
て
も
そ
の
説
に
は
限
界
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
領
主
裁
判
権
と
い
う
支
配
の
要
素
を
ま
る
で
考
慮
し
て
い
な
い
か
ら

　
　
⑮

で
あ
る
。
さ
ら
に
証
人
・
証
書
に
よ
る
証
明
あ
る
い
は
証
人
尋
問
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
い
な
い
。

　
一
方
、
証
人
尋
問
に
つ
い
て
は
神
判
の
よ
う
な
大
き
な
問
い
の
転
換
は
な
い
。
た
だ
、
B
・
ル
メ
ル
の
ご
く
最
近
の
論
文
が
示
唆
的
な
議
論

を
含
ん
で
い
る
点
で
目
を
引
く
。
ル
メ
ル
は
一
二
世
紀
の
ア
ン
ジ
ュ
！
地
方
に
お
い
て
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
に
よ
り
証
人
尋
問
が
導
入
さ
れ
る
経
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緯
を
跡
づ
け
、
諸
侯
と
修
道
院
の
連
携
勢
力
が
、
中
小
の
世
俗
領
主
と
の
相
克
の
な
か
で
そ
れ
を
活
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
見
方
を
示
し

た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
権
利
関
係
の
変
動
が
激
し
い
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
証
人
全
員
の
証
言
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
現
実
に
は
想
定
し

が
た
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
証
人
尋
問
は
事
実
を
「
発
見
」
す
る
と
い
う
よ
り
も
上
か
ら
「
固
定
」
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
た
と
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

す
る
。
こ
の
指
摘
は
証
明
方
法
そ
の
も
の
の
な
か
に
政
治
権
力
の
は
た
ら
き
の
一
端
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。

　
し
か
し
ル
メ
ル
の
提
示
す
る
歴
史
像
は
、
な
ぜ
諸
侯
が
ほ
か
な
ら
ぬ
証
人
尋
問
に
有
効
性
を
見
出
し
た
の
か
を
充
分
に
説
明
す
る
も
の
と
は

言
い
が
た
い
し
、
修
道
院
と
の
連
携
、
よ
り
正
確
に
は
諸
侯
に
よ
る
修
道
院
の
庇
護
と
い
う
点
は
そ
れ
以
前
か
ら
の
伝
統
に
属
す
る
に
す
ぎ
な

い
。
ま
た
「
神
の
裁
き
」
か
ら
の
移
行
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
見
通
し
を
欠
い
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
証
明
方
法
と
社
会
と
の
結
び
つ
き
、
し
か
も
そ
れ
を
変
化
の
相
に
お
い
て
も
捉
え
る
よ
う
な
独
自
の
視
角
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
先
行
概
究
の
不
足
を
埋
め
る
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
一
一
、
一
二
世
紀
の
証
明
が
じ
っ
さ
い
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
に
触
れ
た
あ
と
、
先
に
予
告
し
た
よ
う
に
、
証
人
や
「
神
の
裁
き
」
の
代
理
人
の
あ
り
か
た
、
と
く
に
訴
訟
人
と
の
人
的
つ
な

が
り
と
い
う
視
角
か
ら
右
の
課
題
に
応
え
た
い
。
と
く
に
証
人
は
潜
在
的
に
か
な
り
危
険
な
役
回
り
で
、
そ
こ
に
法
廷
外
の
社
会
関
係
が
大
き

く
作
用
す
る
構
造
が
あ
っ
た
と
い
う
点
に
着
目
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

①
累
■
℃
．
証
舅
①
「
（
Φ
8
甲
b
§
偽
題
駄
自
竃
§
§
§
N
9
§
織
瞬
く
。
ド
レ
リ
㊤
ρ
署
9

　
盗
心
劇
b
σ
ω
刈
ー
ト
o
Q
Q
り
．

　
　
り

②
℃
．
≦
。
＝
簿
（
伽
e
▼
卜
跨
鰹
S
N
駐
§
§
騎
懸
貯
ミ
ト
§
ひ
§
。
愚
ミ
醇
翁

　
咋
§
醇
辱
識
ミ
ミ
q
題
無
色
、
§
冴
寒
識
q
費
き
題
§
驚
ミ
、
o
§
亀
暁
§
ミ
§
、
§
璽
け
H
H

　
（
欝
×
冨
傷
委
棄
麟
匪
し
・
ω
Φ
ヨ
Φ
昌
陛
ω
γ
一
。
。
c
。
一
▼
悪
」
∴
Φ
．

③
0
9
U
β
8
銭
舞
ざ
ト
題
ミ
讐
ミ
防
§
建
、
紺
ミ
§
琳
窯
出
勢
ミ
甘
玄
馬
§
織
§

　
き
ミ
酋
寄
亀
～
§
ひ
一
Φ
O
N
署
．
ω
↓
c
。
ム
0
9
フ
ラ
ン
ス
で
は
法
廷
決
闘
は
一

　
六
世
紀
前
半
ま
で
一
応
は
存
続
す
る
。
閏
．
と
9
負
．
．
い
四
欝
曾
曾
巴
冒
噺
学

　
。
芭
お
窪
閃
茜
琴
Φ
㊦
二
p
岩
一
ω
ω
碧
8
曾
唱
。
葺
臼
ぎ
塁
Φ
餌
㌦
．
甲
肉
§
ミ
藻
§
憾

　
嶋
吋
ミ
障
壁
ミ
馬
》
§
ミ
傍
ミ
魯
§
基
き
一
り
①
♪
ゴ
。
・
♪
讐
．
0
凝
よ
ω
P
法
廷
決
闘
が

　
も
っ
と
も
遅
く
ま
で
残
存
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
以
下
が
あ
る
。
直
江

　
真
一
「
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
決
闘
審
判
に
つ
い
て
」
片
野
達
郎
編
『
総
合
研
究

　
中
世
の
文
化
㎞
角
川
書
店
、
一
九
八
八
年
、
一
八
九
－
二
〇
六
頁
。

④
い
じ
d
Q
器
ω
鵯
9
簿
§
ミ
猛
勇
臨
ミ
ミ
ニ
。
器
寒
ミ
就
ミ
§
馬
ミ
・
§
ミ
験
喬
砕

　
食
N
謎
－
魅
O
喪
一
8
c
。
“
署
・
｝
8
睾
δ
押
H
畠
．
一
路
鴨
題
§
馬
註
§
§
燃
糺
導
、
琶
自

　
勾
§
縣
ミ
嵩
舞
一
8
9
署
』
多
調
り
⊆
”
一
〇
．
o
ご
費
二
巴
Φ
臼
ざ
9
ミ
ミ
恥
麸
ミ
ミ
ミ
貸
騨
、

　
貯
§
§
融
偽
こ
窺
§
誌
§
蕊
ミ
亀
ミ
融
誉
§
黄
・
。
o
o
蒔
も
で
』
黛
山
①
ρ
同
じ
西

　
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
法
廷
決
闘
は
一
三
世
紀
初
頭
の
段
階
で
も
依

　
然
と
し
て
有
効
な
証
明
方
法
の
地
位
に
あ
っ
た
と
の
」
・
マ
ー
チ
ィ
ン
ゲ
イ
ル
の

　
主
張
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
年
代
記
や
国
王
証
書
に
記
さ
れ
た
世
俗
法
廷
お
よ
び
領

41 （839）



　
主
裁
判
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
旨
鼠
髪
講
乱
巴
P
、
．
切
Φ
馨
㊦
Φ
5

　
U
ロ
毒
睾
匹
℃
o
滞
ざ
。
。
　
チ
㊦
無
漏
陣
9
巴
U
話
四
賀
疑
雲
浄
⑦
》
u
α
q
⑲
く
ぎ
囲
ぎ
σ
q
。
。
（
巨
鮮

　
薯
㊦
曝
ぴ
8
馨
信
q
δ
冨
O
心
）
、
ド
即
ω
冨
跨
o
a
v
旨
ダ
窯
⑦
一
。
・
8
ゆ
巳
旨
鑑
蝉
a
甲

　
飢
巴
Φ
（
巴
．
）
℃
一
戸
占
卜
二
仏
§
鋤
き
N
§
、
ミ
塁
．
晦
駿
＆
恥
§
ミ
謹
、
駄
聖
§

　
沁
馨
。
婁
b
⊃
O
O
一
甲
署
．
一
δ
－
一
お
・

⑤
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
証
明
方
法
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
圃
○
営
路
。
酒

　
．
．
ピ
鋤
骨
2
＜
①
眠
き
。
。
δ
母
9
瓜
『
睾
。
．
．
w
卜
鳥
聴
§
舞
署
為
一
－
り
。
。
．

⑥
9
■
甲
国
霧
ご
昌
。
。
甲
き
ミ
N
§
旧
観
ミ
ミ
ご
塁
δ
目
。
。
層
累
」
霧
－
卜
。
ω
G
。
．
最
近
の
学

　
説
史
に
つ
い
て
は
以
下
の
詳
細
な
紹
介
が
あ
る
。
小
山
貞
夫
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

　
の
形
成
と
近
代
的
変
容
輪
飢
文
社
、
一
九
八
三
年
、
五
…
一
〇
二
頁
。
ま
た
、
｝

　
二
世
紀
後
半
以
降
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
陪
審
制
と
一
三
世
紀
後
半
以
降
の
フ
ラ
ン

　
ス
に
お
け
る
糾
問
手
続
き
の
比
較
論
と
し
て
は
以
下
が
あ
る
。
小
山
貞
夫
門
陪
審

　
制
と
職
権
的
糾
問
手
続
き
へ
の
史
的
岐
路
－
英
米
法
と
大
寒
星
に
つ
い
て
の
一

　
つ
の
覚
え
書
1
」
望
月
礼
二
郎
買
占
一
法
と
法
過
程
一
社
会
諸
科
学
か
ら
の
ア

　
プ
ロ
…
チ
』
添
文
社
、
～
九
八
六
年
、
璽
二
…
八
一
頁
。

⑦
』
．
O
ご
旨
。
ド
ト
寓
ミ
ミ
懸
置
8
昏
離
塁
、
凄
§
ミ
寒
餅
・
器
ミ
§
鴨
h
9
県

　
》
誘
き
謡
萎
、
長
一
露
。
。
w
題
．
｝
○
。
卜
。
山
α
メ
ω
9
い
Φ
日
Φ
ω
一
ρ
．
．
じ
効
鳴
彗
穆
Φ
臼

　
臼
巴
冒
象
。
芭
お
毘
×
H
Φ
。
。
一
伽
包
ρ
帥
℃
毘
マ
匹
①
ρ
ま
5
芦
Φ
ω
p
9
8
ω
匹
Φ
一
、
魯
・

　
げ
避
①
ω
繊
口
調
〉
暮
ぎ
叫
》
p
α
q
Φ
房
、
ド
ト
馬
、
蓉
ミ
ミ
譜
恥
§
ミ
駐
犠
袋
§
§
》
窒

　
卜
σ
O
O
鮒
署
．
一
お
山
①
c
。
一
ざ
じ
u
o
昌
σ
Q
Φ
詳
肉
ミ
ぎ
、
簿
題
斬
ミ
駐
ら
。
ミ
呪
§
喝
N
§
§
爵

　
農
蚕
篭
ら
了
簡
り
お
も
ワ
鱒
①
ω
－
N
蝕
・

⑧
ζ
b
d
。
巳
④
け
あ
蝉
葺
㊦
押
ε
．
。
一
r
℃
℃
．
。
。
お
山
昼
〉
．
野
自
白
帥
α
Q
p
罫
§
§
N

　
G
§
§
踏
固
§
一
り
り
9
℃
や
一
ト
っ
O
－
窃
ω
．
P
・
フ
ー
ル
ニ
エ
（
塙
…
陰
獣
）
「
フ
ラ
ン

　
ス
疏
髪
カ
ノ
ン
法
．
訴
訟
制
度
要
説
」
『
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
史
翫
（
血
肉
著
作
集

　
i
フ
ラ
ン
ス
法
史
研
究
一
八
1
）
信
山
社
出
版
、
　
一
九
九
九
年
。
塙
浩
「
フ

　
ラ
ン
ス
法
史
上
の
権
力
と
刑
事
法
扁
法
制
史
学
会
編
『
刑
罰
と
国
家
権
力
睡
創
文

　
社
、
　
一
九
六
〇
年
、
四
半
ニ
ー
五
四
七
頁
。
鈴
木
教
司
㎎
フ
ラ
ン
ス
（
ヴ
ァ
ロ
ワ

　
期
）
民
事
．
訴
訟
史
i
書
面
主
義
の
歴
史
的
背
景
I
i
』
（
愛
媛
大
学
法
学
研
究

　
叢
書
二
）
愛
媛
大
学
法
文
学
部
総
合
政
策
学
科
、
二
〇
〇
〇
年
。

⑨
ζ
じ
d
。
巳
㊦
け
－
ω
農
邑
b
や
。
一
け
ご
署
・
ω
誌
ゐ
蜀

⑳
ち
な
み
に
、
証
書
は
い
ず
れ
印
章
の
添
付
が
｝
般
化
し
、
そ
れ
が
法
的
真
正
性

　
の
基
準
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
慣
行
は
＝
一
世
紀
の
北
フ
ラ
ン
ス
の
司
教
文
書
に

　
端
を
発
し
、
＝
二
世
紀
以
降
世
俗
領
主
の
文
書
へ
も
ゆ
っ
く
り
と
拡
大
し
て
い
く
。

　
ブ
ノ
ワ
U
ミ
シ
ェ
ル
・
ト
ッ
ク
（
岡
崎
敦
訳
・
解
題
）
「
西
欧
中
世
の
私
文
書

　
（
一
〇
…
一
三
世
紀
）
」
糊
史
淵
臨
　
一
四
四
、
二
〇
〇
七
年
。
八
七
一
九
三
頁
。

⑪
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
認
識
に
立
つ
研
究
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
た
と
え

　
ば
、
幻
・
O
．
く
碧
O
餌
Φ
ロ
①
α
q
①
卸
卜
§
N
》
傍
8
遂
、
亀
肉
黛
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魯
偽
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篭
ミ
愚
魅
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翫
舞
H
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刈
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竈
．
謡
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一
δ
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⑫
　
こ
れ
も
数
多
い
が
、
た
と
え
ば
、
磯
．
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U
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轟
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昌
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切
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ω
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①
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§
N
揖
一
〇
や
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⊃
」
Φ
誤
も
O
■
一
ら
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甲
嵩
一
．
研
究
史
一
般
の
整
理
を
含
む
最
近
の

　
総
括
的
研
究
と
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。
R
・
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
（
玉
串
喜
助
訳
）

　
『
申
世
の
神
判
－
火
審
・
水
審
・
法
廷
決
闘
一
隔
尚
学
社
、
一
九
九
三
年
。

　
三
日
㌣
畏
8
趨
沁
鳴
ミ
ミ
譜
ミ
旨
鳥
ミ
ミ
己
b
d
◎
§
卵
｝
メ
一
⑩
象
…
図
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O
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切
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生
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審
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鴨
ミ
餐
δ
Φ
押
署
■
刈
一
－
一
一
ω
’

　
赤
阪
俊
一
『
神
に
問
う
f
中
世
に
お
け
る
秩
序
・
正
義
・
神
判
－
騙
嵯
峨
野

　
書
院
、
一
九
九
九
年
。

⑭
U
．
じ
d
馨
ま
『
ヨ
ざ
9
き
ミ
紬
、
妬
ミ
ミ
、
§
貫
唱
』
謡
山
①
O
一
じ
σ
’
い
聲
亀
ρ
．
、

　
い
p
箕
讐
5
話
a
臼
Φ
一
印
象
。
芭
お
讐
×
H
Φ
ω
譲
巳
Φ
．
、
二
河
■
v
．
．
筆
Φ
慧
①
冨
一
色
。
霧

　
象
昆
ω
Φ
2
豆
餌
8
畠
．
葛
Φ
冥
。
。
盆
霞
Φ
匹
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露
穆
ゆ
8
留
諺
♂
み
σ
Q
δ
　
簿
⇒
σ
q
Φ
く
ぎ
⑦

　
（
×
國
Φ
・
×
H
H
同
㊦
。
。
識
9
Φ
）
．
、
L
9
（
黛
こ
ト
織
臆
帖
§
鴨
ミ
轡
嵐
霧
翫
亀
譜
建
ミ
心
ミ
咋
“
恥
§
偽

　
智
ミ
勲
卜
⊃
O
O
ω
も
や
8
酢
O
ω
・

⑮
領
主
裁
判
権
に
つ
い
で
は
以
下
の
拙
稿
を
参
照
。
「
西
部
・
申
部
フ
ラ
ン
ス
封

　
建
社
会
に
お
け
る
領
主
裁
判
」
噸
史
林
嚇
八
三
一
五
、
二
〇
〇
三
年
、
四
〇
i
七
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神判・法廷決闘から証人尋問へ（轟木）

二
頁
。

第
二
章
　
証
明
の
多
様
性
と
証
人
・
裁
判
官

⑯
ゆ
．
い
撃
鼠
ρ
。
唱
．
簿
・

　
本
稿
で
お
も
な
史
料
と
し
た
の
は
西
フ
ラ
ン
ス
の
複
数
の
修
道
院
証
書
集
で
、
証
明
に
つ
い
て
直
接
・
雨
意
の
言
及
を
含
む
一
一
世
紀
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

～
三
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
記
録
を
精
査
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
第
一
に
指
摘
す
べ
き
は
、
証
明
方
法
の
多
様
性
、
お
よ
び
証
人
・
裁
判
官

の
地
位
の
特
別
な
性
格
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
ま
ず
神
判
・
法
廷
決
闘
の
後
退
の
時
期
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
先
の
ブ
サ
ー
ル
と
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
の
指
摘
が
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
修
道
院
の
一
二
九
九
年
の
記
録
に
残
る
俗
人
同
士
の
法
廷
決
闘
の
｝
事
例
を
除
け
ば
、
す
べ
て
の
修
道
院
に
つ
い
て
、
心
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

明
方
法
へ
の
明
確
な
言
及
は
一
二
量
感
半
ば
以
降
か
な
り
ま
れ
に
な
る
の
で
あ
る
。
他
方
証
人
尋
問
は
、
一
〇
三
二
年
の
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
の
一
事

例
を
例
外
と
す
れ
ば
、
残
り
は
ほ
と
ん
ど
一
二
世
紀
ア
ン
ジ
ュ
ー
の
も
の
で
あ
り
、
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
の
つ
ぎ
の
事
例
は
一
三
世
紀
を
待
た
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

　
表
一
、
表
二
は
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
の
ロ
ン
ス
レ
イ
聖
母
女
子
修
道
院
と
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
の
タ
ル
モ
ン
聖
十
字
架
修
道
院
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
（
証

書
写
本
集
成
）
に
含
ま
れ
る
証
明
へ
の
言
及
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
見
し
て
明
自
な
の
は
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
多
様
な
証
明
方
法
が
並
存

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
判
・
法
廷
決
闘
の
件
数
は
ロ
ン
ス
レ
イ
の
方
が
タ
ル
モ
ン
よ
り
も
相
対
的
に
か
な
り
多
い
が
、
こ
れ
は
、

お
お
よ
そ
ア
ン
ジ
ュ
ー
（
ト
ゥ
ー
レ
ー
ヌ
も
含
め
て
）
と
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
の
地
域
差
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
そ
の
多
く
は
途

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

中
で
取
り
止
め
ら
れ
て
和
解
に
至
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
じ
っ
さ
い
に
挙
行
さ
れ
た
事
例
は
さ
ら
に
少
な
く
な
る
。
雪
冤
宣
誓
は
と
く
に
タ
ル
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ン
に
お
い
て
多
数
見
ら
れ
る
。
ま
た
証
人
・
証
書
に
よ
る
証
明
へ
の
言
及
も
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
て
一
〇
、
二
〇
前
後
に
の
ぼ
る
。
「
神
判
か

法
廷
決
闘
の
暗
示
」
の
欄
は
、
証
人
あ
る
い
は
証
書
に
よ
る
証
明
の
あ
と
に
、
「
証
雷
（
証
書
）
を
証
明
す
る
準
備
が
あ
っ
た
」
と
い
っ
た
記

述
が
見
え
る
も
の
だ
が
、
「
準
備
」
と
は
、
じ
つ
は
後
述
す
る
よ
う
に
「
神
の
裁
き
」
を
示
唆
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
広
い
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表1　ロンスレイ聖母女子修猶院

種別 史料番号

神判 38，　58，　66，　240，　244，　258，　267，　31ユ　（3回）　，　313，　316，　325

法廷決闘 188，ユ89，240（2回），258，280，3ユ0

神判か法廷決闘かいずれか 45，　47，　109，　ユ33，　203，　204，　226　（2回）　，　242，　248，　327，　434

神判か法廷決闘の階示 ユ27，177

雪冤宣誓 56，435

証人 38，　47，　56，　109，　127，　133，　226，　240，　242，　29ユ

証書 38，　56，　132，　185，　222，　29ユ

判決のみ
49，　50，　51，52，　53，　54，　58，　213，　152，　157，　179，　194，　205，　225，

Q28，　243，　259，　262，　282，　285，　349，　380

証人尋問 43，　60，　87，　184，　185，　247，　435，　436

意
味
で
、
神
判
・
法
廷
決
闘
の
項
目
に
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

神
判
・
法
廷
決
闘
は
裁
判
官
の
判
決
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
訴
訟
当
事
者
、

証
人
に
よ
っ
て
も
提
起
可
能
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
広
く
法
廷
参
加
者
に
開
か
れ
た
証
明

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

方
法
だ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
「
判
決
の
み
」
で
決
着
し
て
い
る
事
例
が
両
者
少
な
か
ら

ず
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
証
明
方
法
の
種
類
を
決
め
る
い
わ
ゆ
る
「
手
続
き
判
決
」
で
は

な
く
、
勝
訴
・
敗
訴
の
裁
定
を
言
い
渡
す
判
決
が
当
時
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
と
い
う
こ

と
を
表
し
て
い
る
。
最
後
に
、
証
人
尋
問
、
お
よ
び
そ
れ
の
～
部
を
な
す
境
界
実
検
の
事

例
は
ロ
ン
ス
レ
イ
だ
け
で
、
タ
ル
モ
ン
に
は
存
在
し
な
い
。
以
上
に
確
認
し
た
証
明
の
多

様
性
と
い
う
点
は
、
数
量
面
で
の
地
域
差
は
あ
る
も
の
の
、
他
の
修
道
院
証
書
集
に
つ
い

て
も
基
本
的
に
当
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
注
目
す
べ
き
は
、
複
数
の
証
明
方
法
は
乱
雑
に
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
く
、
そ
こ
に
は
明
確
な
序
列
が
存
在
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
証
人
も
し
く

は
証
書
と
「
神
の
裁
き
」
へ
の
言
及
が
ひ
と
つ
の
裁
判
で
同
時
に
見
ら
れ
る
事
例
か
ら
お

の
ず
と
あ
き
ら
か
と
な
る
。
今
回
そ
の
よ
う
な
事
例
は
三
〇
以
上
見
つ
か
っ
た
が
、
そ
の

す
べ
て
に
お
い
て
、
最
初
証
人
あ
る
い
は
証
書
が
出
さ
れ
、
つ
ぎ
に
そ
れ
が
真
実
で
あ
る

か
を
確
か
め
る
と
称
し
て
、
神
判
か
法
廷
決
闘
あ
る
い
は
雪
冤
宣
誓
が
提
起
（
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

示
唆
）
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
以
下
に
、
一
一
〇
二
年
に
サ
ン
・
ト
バ
ン

修
道
院
と
マ
リ
コ
ル
ヌ
城
主
ゴ
ー
ダ
ン
が
ア
ル
ト
ゼ
と
い
う
教
会
を
争
っ
た
一
件
を
引
用

し
よ
う
。
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神判・法廷決闘から謹人尋問へ（轟木）

表2　タルモン聖十字架修道院

種別 史料番号

神判 108，117，256

法廷決闘 59，96，108，161，285

神判か法廷決闘かいずれか 109，ユ83

神判か法廷決闘の暗示 187

雪冤宣誓 16，　58，　60，　1ユ8，　196，　300

証人 58，　60，　216，　307，　492，　522，　535

証書 235，　293，　313，　492，　501，　522，　535

判決のみ 16，　61，　ユ93，　213，　216　（2回）　，259，　260，　379

宣誓調査 なし

　
院
長
ジ
ラ
ー
ル
は
、
こ
の
（
教
会
の
）
贈
与
が
フ
ラ
ン
ス
国
王
か
ら
聖
オ
バ
ン
（
サ
ン
・
ト

バ
ン
の
守
護
聖
人
）
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
証
善
葭
す
る
い
と
も
真
正
な
る
証
書
を
皆
の
前
に
差
し

出
し
て
、
こ
の
明
自
な
根
拠
に
も
と
づ
き
、
相
手
の
訴
え
が
不
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し

た
。
そ
う
し
て
つ
ぎ
に
院
長
は
、
こ
の
証
書
の
真
実
の
証
明
を
火
の
裁
き
に
よ
っ
て
行
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
申
し
出
た
（
カ
ッ
コ
内
引
用
者
。
以
下
同
様
）
。

こ
こ
で
な
に
よ
り
印
象
的
な
の
は
、
証
書
を
提
出
し
た
当
の
院
長
が
そ
の
正
し
さ
を
火
の
神

判
に
か
け
て
証
明
で
き
る
と
自
負
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
我
々
の
目
に
は
対
立
す
る
か
に
見

え
る
二
種
類
の
証
明
方
法
は
、
当
事
者
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
も
の
と
は
認
識
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
こ
の
記
述
は
如
実
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

じ
っ
さ
い
、
他
の
事
例
で
も
同
様
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
点
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
結
論
と
し
て
、
二
種
類
の
証
明
方
法
は
相
互
に
排
除
し
あ
う
と
は
ま
っ
た

く
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
証
人
・
証
書
の
み
で
不
十
分
と
見
な
さ
れ
た
場

合
は
、
「
神
の
裁
き
」
こ
そ
が
究
極
の
証
明
方
法
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
先
に
触
れ
た
「
証
言
（
証
書
）
を
証
明
す
る
準
備
が
あ
っ
た
」
と
の
史
料
中
の
文

言
は
ま
さ
に
こ
の
点
か
ら
、
「
神
の
裁
き
」
を
示
唆
す
る
も
の
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
も
し
証
人
が
み
ず
か
ら
の
証
言
を
確
証
す
る
た
め
に
最
終
的
に
「
神
の
裁
き
」

を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
重
い
役
割
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
は
裁
判
密
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
っ
た
。
す
な
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わ
ち
、
裁
判
官
が
勝
訴
・
敗
訴
の
判
決
を
下
し
た
あ
と
に
、
そ
れ
を
法
廷
決
闘
や
宣
誓
に
よ
り
死
守
し
よ
う
と
し
た
例
が
知
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

ひ
と
つ
は
、
一
～
世
紀
末
か
ら
一
二
世
紀
初
頭
に
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
フ
ル
ク
・
ル
・
レ
シ
ャ
ン
の
法
廷
で
、
ロ
ン
ス
レ
イ
と
ト
マ
・
シ
ノ
ン
ら

世
俗
領
主
に
よ
り
争
わ
れ
た
土
地
訴
訟
の
事
例
で
あ
る
。
フ
ル
ク
は
ロ
ン
ス
レ
イ
勝
訴
の
判
決
を
下
し
た
あ
と
に
、
「
彼
ら
（
ト
マ
ら
）
が
裁
き

の
権
威
を
中
傷
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
の
法
廷
の
判
決
を
さ
ら
に
確
固
た
る
も
の
に
す
る
準
備
が
あ
る
（
ミ
亀
ミ
§
§
§

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

§
譜
庭
ミ
織
§
デ
：
§
馬
鷺
ミ
ミ
ミ
）
」
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
「
神
の
裁
き
」
を
示
唆
し
て
い
る
の
は
疑
い
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

＝
世
紀
末
か
ら
　
二
世
紀
初
頭
ご
ろ
、
サ
ン
・
ト
バ
ン
と
世
俗
領
主
ル
オ
ー
・
ド
・
リ
ュ
イ
ニ
ェ
問
で
争
わ
れ
た
同
じ
く
土
地
訴
訟
で
あ
る
。

ア
ン
ジ
ェ
司
教
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
の
法
廷
は
サ
ン
・
ト
バ
ン
の
権
利
を
認
め
る
判
決
を
下
し
た
が
、
ル
オ
ー
が
こ
れ
を
承
服
し
な
い
で
い
る
と
、
裁

判
官
を
務
め
た
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
と
助
祭
長
マ
ル
ポ
ド
ゥ
ス
が
「
聖
な
る
福
音
書
と
聖
な
る
遺
物
に
か
け
て
資
し
き
判
決
を
下
し
た
」
と
宣
誓
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

そ
の
後
、
さ
ら
に
ふ
た
り
の
俗
人
の
裁
判
官
が
立
ち
上
が
り
、
法
廷
決
闘
に
よ
る
証
明
を
申
し
出
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
今
圏
の
調
査
で
は

こ
う
し
た
事
例
は
わ
ず
か
二
例
し
か
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
ま
れ
な
ケ
ー
ス
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
事
例
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
当
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
判
決
の
何
た
る
か
を
雄
弁
に
物
語
る
証
左
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
以
上
は
と
き
に
起
こ
り
え
た
ル
ー
ル
違
反
な
ど
で
は
な
く
、
い
か
な
る
批
判
へ
の
言
及
も
な
い
点
か
ら
し
て
ま
さ
し
く
司
法
の
隠
れ
た
ル
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ル
の
一
部
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
証
人
や
裁
判
官
は
み
ず
か
ら
の
証
言
、
判
決
を
守
り
通
そ
う
と
お
も
う
な
ら
ば
、
か
な
り
の
危
険
を
お
の
が

身
に
引
き
受
け
る
だ
け
の
覚
悟
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
今
見
た
裁
判
官
の
例
で
は
、
伯
、
司
教
、
助
祭
長
お
よ
び
騎
士
が
率
先
し
て
そ
の

役
回
り
を
引
き
受
け
て
い
る
。
伯
や
司
教
、
助
祭
長
の
場
合
は
地
域
支
配
者
・
上
級
者
と
し
て
の
庇
護
の
～
環
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
解
釈

さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
素
性
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
な
い
騎
士
の
行
為
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
問
う
の
は
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
だ
け
の
リ
ス
ク
を
い
わ
ば
身
代
わ
り
と
な
っ
て
進
ん
で
引
き
受
け
る
か
ら
に
は
、
訴
訟
当
事
者
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
介
在
し
て
い

た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
訴
訟
当
事
者
が
用
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
証
人
の
場
合
と
も
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
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神判・法廷決闘から証人尋問へ（灘木）

①
本
稿
で
包
括
的
に
分
析
し
た
の
は
、
・
王
と
し
て
以
下
の
諸
史
料
で
あ
る
。
甲
鳥
の

　
u
J
δ
霧
も
・
鷺
。
昌
簿
中
ピ
巴
0
5
α
q
（
ゆ
匹
．
ア
O
ミ
，
㌧
ミ
ミ
越
譜
N
導
き
亀
前
野
象
㌦
ミ
ー
臥
袋
ミ
轟

　
靴
誠
謡
鷺
3
ら
。
＜
。
お
お
Φ
早
6
0
ω
（
以
下
、
象
画
ミ
出
さ
営
と
略
記
ご
℃
．
窯
寧

　
o
冨
σ
q
避
（
区
．
）
り
O
ミ
ミ
§
砿
円
ミ
ド
ミ
§
a
鷺
ミ
じ
ロ
ミ
、
ミ
さ
、
帖
ミ
ら
ミ
，
§
駐
臥
謡
譜
・

　
鷺
§
N
養
畠
吾
等
§
強
腰
蹴
臨
ξ
貴
く
9
ω
獄
。
。
伊
野
（
以
下
、
沁
§
亀
毒
と
略

　
記
）
　
《
○
訂
¢
≦
p
（
＆
．
γ
9
、
縣
N
§
譜
譜
誉
ま
亀
戸
砺
ミ
ミ
ら
鳴
、
題
ミ
象
軌
ミ
ー
b
σ
ミ
詠

　
臣
ミ
声
鱒
＜
。
お
6
0
刈
．
（
以
下
、
監
ミ
・
い
ミ
鷺
と
略
記
）
一
三
曾
門
は
器
聾

　
（
盆
．
）
》
O
ミ
ミ
ミ
註
さ
、
N
§
、
き
蹄
§
さ
、
ミ
。
ミ
§
ゾ
一
。
。
④
ω
甲
（
以
下
、
さ
、
ミ
。
ミ
馬
恥
7

　
ぎ
・
亀
ミ
Q
と
略
記
）
》
■
ω
巴
ヨ
8
（
ゆ
e
ト
こ
馬
長
翁
辱
笥
譜
さ
、
蛭
§
ミ
§

　
一
〇
Q
①
食
〉
．
国
。
蕃
己
（
Φ
餅
）
曽
O
ぎ
こ
題
ミ
誉
ミ
ミ
§
騎
篭
N
転
、
給
遷
㌣
昏
§
ミ
ミ
ミ
寒

　
寒
寒
a
恥
魯
砺
ミ
ミ
ー
さ
執
§
、
ド
b
つ
く
。
一
曽
一
G
。
c
。
①
（
以
下
、
駿
州
ミ
ー
§
譜
ミ
と
略
記
）
一

　
ρ
鼠
話
ω
⑦
甘
（
0
畠
．
γ
Q
ミ
、
ミ
N
馬
ミ
蹴
汀
寒
a
鴨
、
逗
ミ
鳴
寒
象
賊
謎
㍗
詩
ミ
曽
翫
臨
嵩
鷺
営
卜
○

　
＜
。
r
6
0
坦
お
8
（
以
下
ω
臥
昌
こ
①
雪
と
略
記
）
一
二
α
①
ご
じ
d
。
竃
薮
話

　
（
ひ
縣
シ
O
§
ミ
ミ
ミ
魯
N
ぎ
ぴ
§
譜
寄
N
ミ
§
鼻
お
認
（
以
下
、
§
N
ミ
§
職
と
略

　
記
）

②
防
§
帯
さ
帆
§
尽
き
』
㊤
卜
。
．
そ
の
他
、
そ
れ
ぞ
れ
の
最
終
事
例
は
以
下
の
通
り
。

　
ロ
ン
ス
レ
イ
ー
1
一
一
二
一
年
頃
。
沁
§
ら
箋
§
ロ
ρ
ト
っ
①
メ
サ
ン
・
セ
ル
ジ
ユ
翻
遅

　
く
と
も
一
工
二
三
年
ご
ろ
。
象
註
㍗
い
ミ
寒
け
搾
ロ
ρ
一
P
一
α
①
…
サ
ン
・
ト
バ
ン

　
一
1
遅
く
と
も
一
一
八
九
年
。
蟄
帖
ミ
出
き
賞
8
9
卜
σ
O
り
一
癖
ル
モ
ン
翻
一
　
三
〇
年

　
ご
ろ
。
寒
N
ミ
§
鼻
昌
9
外
。
。
。
黛
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
憾
俗
人
同
士
の
事
例
を
除
け
ば
、

　
遅
く
と
も
一
＝
二
四
年
。
い
ミ
ミ
「
さ
㍉
§
、
3
P
O
．
ω
O
卜
⊃
　
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
ー
1
｝
一
〇

　
九
年
ご
ろ
。
象
凡
、
帯
詩
§
b
P
卜
。
ρ
マ
ル
ム
テ
ィ
ェ
ー
1
遅
く
と
も
一
＝
一
五
年
ご

　
ろ
。
§
ミ
§
ミ
ミ
ド
寄
嵩
ミ
ミ
9
9
℃
鷲
P
島
〆
⇒
P
G
Q
G
Q
　
（
日
遅
く
と
も
…
○
八
八
年
。

　
ト
ミ
登
嘱
魯
ニ
ミ
丁
重
さ
ご
き
吋
』
§
き
昌
ρ
一
ご

③
　
こ
の
事
実
は
証
明
手
続
き
の
存
在
理
宙
を
過
小
評
価
す
る
根
拠
に
は
な
り
え
な

　
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。
た
と
え
ば
現
代
の
民
事
紛
争
も
大
多
数
は

　
和
解
に
よ
っ
て
決
着
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
証
明
手
続
き
が
軽
視

　
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
特
段
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
問
う
べ
き
は
、
法
廷

　
で
の
証
明
の
実
施
の
多
寡
で
は
な
く
、
そ
れ
が
可
能
性
そ
の
も
の
に
お
い
て
紛
争

　
当
事
者
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

④
こ
の
点
は
、
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
や
L
・
モ
レ
ル
を
中
心
と
す
る
最
近
の
史
料
論
的

　
研
究
が
、
聖
職
者
に
よ
る
証
書
・
証
人
の
積
極
的
な
活
用
を
論
じ
て
い
る
点
と
も

　
関
連
す
る
。
し
か
し
、
証
明
方
法
全
体
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
と
い
う
視
点
は
あ

　
ま
り
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
U
．
ω
餌
「
チ
騒
①
ヨ
ざ
ト
亀
ミ
ミ
ミ
帖
。
後
憂
誉
轟
ミ
職

　
率
鳳
ー
ミ
鴨
ミ
ミ
爲
甲
掩
、
§
鷺
恥
、
二
毛
竃
N
鵯
に
§
謹
ミ
寒
ミ
鴨
翁
さ
ミ
寒
紙
讐
紺
ひ

　
一
8
メ
悪
．
8
一
ま
…
ピ
．
ζ
o
話
＝
ρ
．
、
ピ
①
。
。
o
訂
答
①
ω
詠
諺
『
α
q
①
巴
。
昌
熊
①
ω
8
亭

　
臣
院
（
喝
「
き
8
浮
雲
o
a
甲
×
H
Φ
－
ぽ
び
暮
×
H
剛
Φ
ω
δ
o
δ
×
、
”
b
d
導
ミ
ミ
8
ミ
譜

　
N
憾
s
駐
曇
G
ぎ
こ
爵
脹
伊
一
〇
リ
メ
悪
．
b
⊃
①
刈
捻
り
Q
。
一
囚
■
図
㊦
箆
Φ
o
珍
客
，
団
ヨ
豆
9

　
伍
Φ
一
、
ひ
。
艶
姿
拐
δ
ω
8
帥
霧
冒
傷
一
〇
¢
耽
Φ
。
。
■
擁
δ
帥
。
。
ω
o
民
p
α
q
①
も
・
曾
窟
。
｛
o
口
島
窪
雛

　
ゆ
。
母
α
q
o
窃
Q
⇔
ρ
ω
o
慧
げ
Φ
①
梓
鳴
H
勉
暑
。
鼠
。
（
＜
H
H
H
？
禦
げ
葺
×
同
同
ω
み
9
Φ
）
．
、
甲
窯
・
旨

　
O
霧
ω
Φ
－
O
鎚
p
＆
Φ
8
Φ
恥
じ
σ
－
ζ
’
6
0
0
犀
（
＆
．
）
甲
靴
工
§
§
s
ミ
博
ミ
鴨
愚
鑓
琶
§
§

　
暦
ミ
§
㌣
織
黛
ミ
ミ
ξ
§
謎
鷺
」
ミ
ミ
勉
寒
ミ
寄
ミ
鳴
、
§
冬
譜
さ
嵩
亀
め
軌
・
め
M

　
謹
q
§
さ
鳶
硲
℃
ゆ
ト
。
O
O
Q
。
も
O
．
匿
叩
一
ω
。
。
．
邦
語
文
献
と
し
て
は
以
下
を
参
照
。
岡

　
崎
敦
コ
一
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
文
書
史
料
危
機
は
あ
っ
た
か
ー
パ
リ
司
教
座
教

　
会
の
場
合
－
縣
明
西
洋
史
学
論
集
㎞
、
一
二
七
、
　
一
九
九
九
年
、
　
一
－
二
一
百
ハ
。
バ

　
ル
チ
ル
ミ
ー
ら
が
批
判
す
る
、
＝
世
紀
に
大
多
数
の
証
書
が
私
文
書
化
し
て
証

　
明
価
値
を
喪
失
し
た
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
Q
U
昏
ざ
ト
犠

　
矯
8
§
鳳
亀
寝
聴
さ
無
§
鴇
聴
融
防
§
蕊
貯
、
喧
§
N
§
響
。
ミ
N
職
黎
斡
温
酒
‘
一
り
ご

　
（
一
ゆ
α
Q
Q
）
堕
ワ
リ
’

⑤
ω
．
U
．
≦
疑
ρ
．
、
軍
8
。
ω
冒
σ
Q
跨
①
O
a
㊦
乾
き
縣
〉
〈
。
窪
轟
淳
ω
欝
8
σ
q
《
四
p
匹

　
℃
o
屯
①
H
ぎ
妻
Φ
し
。
［
㊦
ヨ
閃
捲
昌
9
い
蕊
σ
Q
”
鼠
o
P
一
〇
〇
〇
『
＝
O
O
。
甲
↓
『
累
し
d
冨
も
ゆ
。
鵠

　
（
①
e
甲
G
ミ
琳
ミ
調
戯
ぎ
琶
§
卜
。
暮
》
賞
恥
§
器
噸
§
駄
ぎ
黛
免
鴇
§
ぎ
町
ミ
覗

　
O
§
ミ
遂
肉
ミ
愚
“
6
Φ
μ
唱
．
り
趣
’

⑥
沁
§
ミ
§
⇒
ρ
ω
c
。
Ψ
ミ
」
ミ
甲
冨
。
。
堕
旨
ρ
隠
ρ
認
写
象
帖
ミ
浄
・
驚
け
押
昌
ρ
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ま
ρ
け
■
H
押
目
．
誌
◎
届
ρ
象
馬
ミ
ー
郎
S
欝
唇
．
P
㎝
メ
○
。
Q
。
’
一
一
ρ
竃
♪
δ
メ

　
H
り
♪
ω
G
。
G
。
“
念
b
⊃
▼
Q
。
曵
○
。
い
§
、
ミ
。
ミ
§
、
・
詳
嵩
さ
§
魯
巳
．
♪
c
。
メ
ド
刈
ト
っ
一
四
二
N
貯
鳶
譜
防

　
亀
墨
譜
さ
℃
§
o
§
§
唇
．
0
ρ
一
〇
N
書
b
2
象
×
』
ρ
一
。
。
一
象
馬
田
㍗
さ
帖
§
糞
訂
p

　
一
①
♪
卜
。
○
。
b
。
一
9
、
ミ
§
、
禽
§
ヒ
ロ
湧
－
ざ
蹄
ミ
：
き
．
刈
（
唱
9
豫
）
こ
昌
ρ
一
一
（
冨
昌

　
り
○
。
め
り
）
B
o
」
α
（
唱
．
δ
じ

⑦
象
ミ
・
き
§
も
。
．
ω
ま
．

⑧
沁
§
ミ
§
p
ρ
H
唱
．

⑨
象
ミ
・
き
寒
B
。
』
O
ω

⑩
こ
の
種
の
事
例
が
少
数
し
か
な
い
理
由
は
想
像
に
難
く
な
い
。
訴
訟
人
は
判
決

　
に
不
満
を
持
つ
場
合
そ
れ
を
無
視
し
て
退
廷
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
裁
判

　
官
の
も
と
へ
は
そ
も
そ
も
出
廷
し
な
い
の
が
通
常
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し

　
た
事
例
は
多
数
あ
る
が
、
サ
ン
・
セ
ル
ジ
ュ
を
例
に
と
れ
ば
、
象
馬
ミ
ー
象
簑
何
．
炉

　
ト
ユ
①
b
G
。
♪
ρ
H
H
B
ρ
回
○
。
卜
。
．

⑪
　
こ
う
し
た
ル
ー
ル
は
、
訴
訟
相
手
が
自
分
に
と
っ
て
不
利
な
証
言
や
判
決
に
神

　
判
や
法
廷
決
闘
を
挑
む
、
い
わ
ゆ
る
法
制
史
に
い
う
「
証
琶
非
難
」
「
判
決
非

　
難
」
と
結
局
は
同
じ
も
の
と
も
い
え
る
。
す
な
わ
ち
誕
人
と
裁
判
官
は
非
難
を
受

　
け
る
前
に
、
自
発
的
に
神
判
・
法
廷
決
闘
を
提
起
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

　
あ
る
。
ブ
ー
レ
目
ソ
テ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
非
難
の
可
能
性
が
こ
の
時
代
の
法
廷

　
の
独
自
な
あ
り
か
た
の
核
心
を
な
す
も
の
と
だ
と
示
唆
し
て
い
る
。
鼠
マ
じ
u
o
乱
Φ
δ
－

　
ω
p
三
Φ
一
甲
。
や
。
置
や
ω
O
刈
－
。
。
O
。
。
．
な
お
本
章
注
6
に
は
「
証
言
非
難
」
「
判
決
非

　
難
」
に
あ
た
る
事
例
も
い
く
つ
か
含
ま
れ
る
。
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第
三
章
証
明
へ
の
備
え

　
右
の
点
に
つ
い
て
探
っ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
考
察
範
囲
を
拡
げ
て
、
ま
ず
訴
訟
人
（
こ
の
場
合
基
本
的
に
修
道
士
た
ち
）
が
将
来
の
係
争
に
備

え
て
ど
の
よ
う
な
防
衛
策
を
用
意
し
て
い
た
か
と
い
う
点
か
ら
、
係
争
以
外
に
も
寄
進
・
売
買
・
譲
渡
な
ど
各
種
の
取
引
に
か
か
わ
る
証
書
を

も
視
野
に
入
れ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
…
機
会
こ
そ
、
修
道
院
と
外
部
世
界
と
の
間
に
各
種
の
紐
帯
が
結
ば
れ
る
き
っ
か
け
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
史
料
か
ら
は
将
来
の
証
人
の
確
保
も
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
修
道
士
の
張
り
巡
ら
し
た
防
衛
線
が
い
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
第
一
は
、
取
引
証
書
の
作
成
そ
れ
自
体
が
、
将
来
の
訴
訟
相
手
へ
の
対
抗
策
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「
不
当
な
訴
訟
相
手
に
対
し
て
、
証
人
と
と
も
に
文
書
で
知
ら
し
め
る
た
め
」
（
マ
ル
ム
テ
ィ
エ
）
、
「
い
っ
さ
い
の
訴
え
の
計
画
が
永
久
に
絶
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
よ
う
に
、
こ
の
証
書
の
証
言
を
も
っ
て
後
世
に
告
げ
る
た
め
」
（
ロ
ン
ス
レ
イ
）
と
い
っ
た
表
現
に
こ
う
し
た
意
図
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
こ
う
し
た
文
言
が
法
廷
で
の
証
書
の
提
出
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
証
書
は
じ
か
に
紛
争
相
手
の
も



神判・法廷決闘から証人尋問へ（轟木）

と
に
持
ち
込
ん
で
突
き
つ
け
た
り
、
上
級
領
主
か
ら
確
認
証
書
を
取
得
す
る
さ
い
に
提
示
し
た
り
す
る
な
ど
、
裁
判
以
外
に
も
使
い
道
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
こ
の
時
代
の
多
数
を
占
め
る
「
ノ
テ
ィ
テ
ィ
ア
」
タ
イ
プ
の
証
書
は
、
末
尾
に
複
数
の
、
多
い
時
に
は
四
、
五
〇
人
を
超
え
る
取

引
の
立
会
い
証
人
の
名
前
が
ふ
つ
う
追
記
さ
れ
る
書
式
を
と
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
将
来
の
紛
争
に
お
い
て
何
ら
か
の
助
力
を
求
め
る
た
め
だ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
第
三
は
、
S
・
D
・
ホ
ワ
イ
ト
の
詳
細
な
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
「
親
族
の
同
意
（
§
§
§
㌧
ミ
§
ミ
§
）
」
で
あ
る
。
一
〇
世
紀
か
ら
一
二

世
紀
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
の
修
道
士
た
ち
は
、
寄
進
や
譲
渡
の
さ
い
に
、
贈
与
者
の
親
族
や
単
身
か
ら
の
将
来
の
訴
え
を
未
然
に
防
ぐ
目
的
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

金
銭
や
追
善
祈
祷
な
ど
の
供
与
と
見
返
り
に
、
彼
ら
か
ら
事
前
の
承
諾
を
得
る
と
い
う
慣
行
を
実
践
し
た
。
我
々
の
史
料
で
も
こ
の
事
例
は
多

数
に
の
ぼ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
慣
行
は
、
同
意
を
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
口
実
と
す
る
数
多
く
の
訴
え
に
道
を
開
く
と
い
う
逆
効
果
も
生

み
出
し
た
の
で
あ
る
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
第
四
に
、
非
常
に
多
く
の
証
書
に
は
、
将
来
の
権
利
侵
害
に
対
す
る
罰
金
が
規
定
さ
れ
た
り
、
侵
害
者
へ
の
呪
誼
が
書
き
込
ま
れ
た
り
し
た
。

も
ち
ろ
ん
罰
金
は
一
方
的
な
宣
言
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
上
土
同
様
、
一
種
の
脅
迫
文
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
修
道
院
で
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

う
し
た
規
定
は
か
な
り
早
く
、
す
で
に
九
世
紀
半
ば
か
ら
見
ら
れ
る
。

　
第
五
に
、
修
道
士
た
ち
は
物
件
を
受
領
す
る
と
き
、
譲
渡
者
と
と
も
に
教
会
堂
内
の
祭
壇
で
奉
献
の
儀
式
を
わ
ざ
わ
ざ
執
り
行
っ
た
。
こ
の

と
き
譲
渡
物
件
の
代
わ
り
と
し
て
、
小
刀
、
杖
、
木
の
枝
、
福
音
書
、
作
成
さ
れ
た
ば
か
り
の
取
引
証
書
な
ど
が
捧
げ
ら
れ
た
。
小
刀
の
柄
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

譲
渡
物
に
つ
い
て
の
簡
単
な
銘
文
を
刻
ん
だ
り
、
枝
の
先
端
の
割
れ
目
に
取
引
証
書
が
挟
ま
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
と
く
に
サ
ン
・
セ
ル
ジ
ュ
、

ロ
ン
ス
レ
イ
、
タ
ル
モ
ン
の
書
記
は
倦
む
こ
と
な
く
こ
の
事
実
を
証
書
に
書
き
留
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
儀
式
は
通
常
の
贈
与
や
寄
進
の
場
合

だ
け
で
な
く
、
紛
争
相
手
が
権
利
放
棄
す
る
際
に
も
し
き
り
に
執
行
さ
れ
た
。

　
最
後
に
少
数
で
は
あ
る
が
、
新
し
い
形
式
の
署
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
十
字
架
の
四
隅
に
名
前
を
分
割
す
る
形
の
署
名
で
あ
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り
、
取
引
の
内
容
に
聖
的
な
加
護
の
装
い
を
与
え
よ
う
と
の
意
図
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
は
、
＝
世
紀
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

お
け
る
証
書
の
多
様
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
こ
れ
を
あ
げ
て
い
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
修
道
士
の
防
衛
線
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
ふ
た
つ
の
傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
最
初
の
三
つ
は
、
証
書
と
そ
こ

に
記
さ
れ
た
何
ら
か
の
取
引
関
与
者
（
立
会
い
証
人
、
取
引
相
手
、
同
意
を
与
え
た
親
族
、
封
主
な
ど
）
と
の
や
り
と
り
、
す
な
わ
ち
人
的
紐
帯
に

関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
残
り
の
三
つ
（
呪
誼
、
十
字
架
署
名
、
奉
献
儀
式
）
は
一
種
の
霊
的
な
防
衛
線
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
⑨

会
人
独
自
の
紛
争
と
の
関
わ
り
方
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
二
点
は
証
明
の
問
題
と
は
具
体
的
に

ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
取
引
関
与
者
の
う
ち
ま
ず
立
会
い
証
人
は
、
取
引
の
現
場
で
そ
れ
を
公
認
し
た
者
と
し
℃
名
前
を
記
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
将
来
の

証
言
者
と
し
て
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
O
・
ギ
ヨ
ー
は
、
＝
．
世
紀
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
に
お
い
て
こ
う
し
た
事
実
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

す
史
料
は
き
わ
め
て
ま
れ
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
の
指
摘
は
史
料
の
外
面
上
は
正
し
い
。
し
か
し
反
論
も
あ
る
。
バ
ル
テ
ル
ミ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
、
立
会
い
証
人
が
後
の
訴
訟
で
証
言
に
立
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
記
録
す
る
配
慮
は
修
道
士
に
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
じ
っ
さ

い
修
道
院
証
書
自
体
に
は
、
証
人
に
つ
い
て
系
統
的
な
記
載
の
意
図
が
窺
え
な
い
の
も
こ
れ
ま
た
事
実
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
立
会

い
証
人
に
限
ら
ず
、
史
料
全
体
か
ら
証
明
に
か
か
わ
る
証
拠
を
拾
い
集
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
立
会
い
証
人
に
混
じ
っ
て
、
取
引
の
履
行
に
特
別
の
責
任
を
負
う
こ
と
を
誓
約
し
た
「
保
証
人
（
喬
＆
訂
§
e

蔑
憩
ご
ミ
）
」
の
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
の
役
割
は
、
寄
進
物
件
の
保
全
、
和
解
の
保
証
、
売
却
物
件
を
修
道
院
が
失
っ
た
場
合
の
補
償
負
担
、
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

族
か
ら
の
同
意
の
取
り
つ
け
、
修
道
院
が
敗
訴
し
た
際
の
賠
償
金
支
払
い
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、
法
廷
で
の
証
明
、
と
く
に
神
判
・
法
廷
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

闘
へ
の
参
加
の
誓
約
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
人
的
紐
帯
と
訴
訟
、
さ
ら
に
は
証
明
と
の
結
び
つ
き
は
他
に
も
い
く
つ
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
詳
細
は
次
章
に
譲
ろ
う
。

　
他
方
、
霊
的
防
衛
の
数
々
は
、
寄
進
物
件
に
対
す
る
教
会
人
独
自
の
所
有
観
念
か
ら
導
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
世
俗
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領
主
の
所
有
意
識
と
は
厳
し
い
対
抗
関
係
に
あ
る
。
世
俗
領
主
は
寄
進
を
家
門
財
産
の
完
全
な
移
譲
と
は
ほ
と
ん
ど
認
識
し
て
お
ら
ず
、
審
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

者
の
死
去
と
同
時
に
返
還
要
求
を
起
こ
す
の
を
し
ば
し
ば
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
。
「
親
族
の
同
意
」
の
必
要
性
も
そ
こ
に
由
来
し
た
の
だ
が
、

他
方
、
祭
壇
へ
の
奉
献
等
は
、
寄
進
を
聖
人
へ
の
恒
久
的
な
贈
り
物
と
す
る
逆
の
立
場
の
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
受
領
し
た
土

地
や
権
利
な
ど
は
一
種
聖
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
侵
害
行
為
の
い
っ
さ
い
は
ま
え
も
っ
て
濱
聖
と
断
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
興
味
深
い
の
は
、
我
々
の
史
料
の
な
か
に
、
こ
う
し
た
防
衛
策
と
呼
応
す
る
よ
う
な
ひ
と
つ
の
証
明
手
続
き
が
見
出
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
訴
訟
当
事
者
（
と
そ
の
証
人
た
ち
）
が
係
争
物
件
の
境
界
を
巡
回
し
た
後
に
神
判
を
受
け
る
と
い
う
奇
妙
な
証
明
手
続
き
な
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
係
争
地
を
～
時
的
に
聖
化
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
に
登
場
す
る
証
人
た
ち
は
、
証
人
尋
問
の
一
環

を
な
す
境
界
実
検
の
証
人
と
は
異
な
り
、
や
は
り
訴
訟
当
事
者
と
の
結
び
つ
き
の
も
と
に
行
動
し
て
い
る
の
で
、
結
局
我
々
は
ま
た
同
じ
問
題

に
突
き
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
証
明
方
法
も
合
わ
せ
て
次
章
で
論
じ
よ
う
。

①
　
な
お
以
下
は
、
第
五
の
点
を
除
い
て
、
分
析
し
た
史
料
全
般
に
多
数
該
当
す
る

　
特
徴
な
の
で
、
　
一
々
典
拠
を
示
さ
な
い
。

②
ぽ
副
慧
翁
§
瀞
譜
§
ミ
§
貯
”
「
碧
唱
窪
蝕
×
ヨ
ρ
声
沁
§
q
ミ
§
⇒
。
．

　
ω
刈
一
．

③
ω
9
U
．
≦
耳
ρ
O
§
§
℃
寮
・
蓉
蛍
ミ
～
蹴
Q
警
ミ
象
註
¢
§
ト
ミ
§
職
。

　
き
、
§
鉢
§
こ
嵩
菱
咋
§
ド
箏
§
§
礼
9
0
く
議
9
一
〇
Q
。
c
。
マ

④
こ
う
し
た
慣
行
の
背
景
と
し
て
は
、
こ
の
時
期
修
道
院
の
鍛
大
の
紛
争
栢
手
が
、

　
寄
進
物
件
を
奪
還
し
よ
う
と
す
る
寄
進
者
の
血
縁
者
、
親
族
や
封
霊
だ
っ
た
と
い

　
う
事
実
を
あ
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
早
く
か
ら
こ
う
し
た
見
解
を
提
示
し
た
も
の
と

　
し
て
以
下
が
あ
る
。
ω
・
≦
Φ
ぎ
げ
曾
α
q
①
び
．
、
ビ
㊦
ω
o
o
汰
毎
G
。
Φ
葺
話
巳
9
霧
⑦
二
銭
8

　
量
蕩
♂
℃
3
＜
g
8
曾
×
H
①
。
・
｝
σ
。
♂
、
、
堕
》
§
ミ
跨
§
藁
斜
8
レ
Φ
。
。
ρ
署
’

　
b
⊃
『
ω
1
帥
刈
郵

⑤
r
囚
■
ご
巳
①
”
ヒ
。
§
§
§
N
墨
腎
紺
§
欺
§
映
に
§
讐
§
N
9
ミ
嵩
鷺
、
麹
§
N
§
塁

　
心
§
箏
§
黄
門
り
り
ω
．

⑥
象
馬
尋
§
雲
鏡
8
■
伊

⑦
沁
ミ
§
§
・
。
■
。
。
。
。
0
跳
§
周
㍗
§
§
B
ρ
爲
O
．

⑧
U
■
じ
d
畳
匿
｝
①
越
ト
織
§
§
帖
賊
§
譜
』
ぎ
註
h
㍗
ミ
貯
§
ミ
錦
署
■
ω
刈
ム
ρ

⑨
聖
遺
物
の
利
用
、
「
神
の
平
和
」
運
動
、
聖
務
停
止
令
な
ど
、
＝
世
紀
に
教

　
乱
入
が
生
み
出
し
た
「
霊
的
」
武
器
は
数
多
い
。
先
駆
的
研
究
と
し
て
以
下
が
あ

　
る
。
客
鵠
臼
ヨ
麟
嘗
－
ζ
器
O
蜜
F
二
二
賜
、
ミ
心
黛
題
魯
妬
鶏
画
ミ
賄
誉
、
ミ
霜
翫
§
＆
ミ
ミ
註
～
ミ

　
織
、
§
辱
鼻
｝
り
誤
も
b
』
脳
漿
ω
野

⑩
ρ
2
島
。
r
富
§
ミ
ミ
冨
薯
竃
こ
§
ミ
§
、
奏
§
§
篭
驚
ら
§
喧
ミ

　
蹴
ざ
五
二
こ
謡
量
一
り
刈
N
で
．
卜
⊃
9
今
回
見
出
さ
れ
た
少
数
の
例
と
し
て
は
、
た
と

　
え
ば
、
象
ミ
㍗
》
袋
ミ
詳
⇒
o
．
り
ト
っ
b
膳
①
．

⑪
d
』
巴
葎
｝
Φ
尾
曽
号
ミ
も
ワ
鼻
や
瀕
．

⑫
多
数
に
の
ぼ
る
の
で
、
ロ
ン
ス
レ
イ
と
タ
ル
モ
ン
の
例
だ
け
に
と
ど
め
る
。

　
沁
§
亀
壽
8
’
凸
曽
一
δ
し
○
。
ρ
卜
。
H
ρ
卜
。
ぬ
b
g
b
刈
9
ω
O
ω
甲
ω
8
▼
器
メ
ω
㎝
一
甲

　
誤
。
。
暴
0
9
§
N
§
鼠
ぎ
．
卜
⊃
ω
u
ま
る
ρ
一
〇
c
。
（
ウ
一
お
）
」
O
。
。
（
賢
」
δ
ソ
一
㎝
倉
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鱒
O
O
b
つ
蒔
ト
つ
ト
⊃
0
刈
．

　
　
閲
　
　
　
　
　
　
　
W

⑬
肉
§
ミ
§
昌
ρ
器
量
§
N
§
§
み
き
・
り
ρ
δ
。
。
一
象
賊
ミ
臨
き
凡
恥
き
．
⑩
①
二
に

　
識
ミ
貼
幕
恥
亀
葛
寒
§
ミ
N
§
翫
8
口
。
』
o
。
．

⑭
ψ
ω
．
ゴ
欝
戸
さ
◎
自
馬
欝
爵
㌔
琳
ぎ
き
誠
駄
沁
§
§
ミ
駄
辱
餐
・
賜
§
栽
§
辱

　
さ
慧
守
ミ
が
N
亀
Q
Q
丸
鳴
O
P
（
勺
『
∪
・
子
Φ
ω
冨
無
国
旨
。
蔓
¢
巳
く
曳
ω
一
受
￥
賜
り
Φ
N
℃
．

　
一
①
刈
．
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第
四
章
証
人
た
ち

（㎜

j
　
人
的
紐
帯

我
々
の
史
料
か
ら
は
、
裁
判
で
の
証
明
に
活
用
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
種
類
の
人
的
紐
帯
が
窺
え
る
が
、
ま
ず
も
っ
と
も
印
象
的
な
事
例
と
し

て
、
サ
ン
・
ト
バ
ン
の
一
一
世
紀
末
の
一
証
書
に
記
さ
れ
た
ベ
ラ
ー
ル
な
る
人
物
の
証
明
に
つ
い
て
の
誓
約
を
以
下
に
引
こ
う
。

私
ベ
ラ
ー
ル
は
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
（
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
の
所
領
導
入
）
で
あ
る
イ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
息
子
ベ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
対
し
て
、
み
ず
か
ら
の
従
僕
を
用
い

て
明
白
な
法
に
よ
り
（
暗
ミ
．
N
§
ミ
§
無
ミ
謡
融
ミ
）
以
下
の
こ
と
を
証
明
す
る
用
意
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
フ
ル
ク
（
・
ル
・
レ
シ
ャ
ン
）

が
シ
ャ
ン
ピ
ニ
ェ
の
慣
習
（
領
主
的
賦
課
租
）
を
聖
オ
バ
ン
と
彼
の
修
道
士
た
ち
に
譲
渡
し
た
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
確
か
に
伯
は
慣
習
の
所
持
者
で
あ

っ
た
と
。
そ
し
て
、
今
述
べ
た
よ
う
に
伯
が
慣
習
を
修
道
士
た
ち
に
譲
与
し
た
後
、
修
道
士
た
ち
は
一
年
と
｝
日
の
閥
そ
れ
を
誰
か
ら
も
訴
え
ら
れ
る
こ

と
な
く
平
穏
に
保
持
し
た
こ
と
、
そ
し
て
私
の
父
が
修
道
士
た
ち
の
手
に
そ
の
慣
習
を
託
し
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
私
は
自
分
の
目
で
見
て
知
っ
て
い
る

①
と
。

　
ベ
ラ
ー
ル
は
ア
ン
ジ
ュ
！
伯
の
贈
与
代
理
人
の
息
子
に
あ
た
り
、
将
来
は
っ
き
り
と
予
想
さ
れ
る
訴
訟
相
手
に
対
抗
し
て
証
言
に
立
つ
こ
と

を
修
道
院
に
約
束
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
明
白
な
法
に
よ
っ
て
（
暗
ミ
N
馨
ミ
§
ミ
ミ
§
）
」
と
の
文
言
は
、
当
時
「
神
の
裁
き
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
意
味
す
る
定
型
句
で
あ
っ
た
か
ら
、
ベ
ラ
ー
ル
の
誓
約
は
法
廷
で
の
証
言
だ
け
で
な
く
、
神
判
・
法
廷
決
闘
の
自
発
的
な
受
諾
に
ま
で
及
ぶ



神判・法廷決闘から読人尋問へ（轟木）

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
人
物
は
、
み
ず
か
ら
贈
与
の
現
場
に
立
会
っ
た
だ
け
で
な
く
、
修
道
院
に
よ
る
一
定
期
間
の
「
平

穏
」
な
（
「
誰
か
ら
も
異
義
を
申
し
立
て
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
」
の
意
）
物
件
保
有
を
確
証
し
て
い
る
点
か
ら
し
て
、
た
ん
に
伯
に
近
し
い
と
い
う
だ

け
な
く
、
修
道
院
の
所
領
管
理
に
も
あ
る
程
度
関
与
す
る
立
場
に
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
重
い
役
語
り
で
あ
る
証
人
を
買
っ
て
出
る
だ
け

の
紐
帯
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
人
物
が
立
会
い
証
人
の
う
ち
で
も
一
部
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
よ
り
一
般

的
だ
っ
た
の
は
、
寄
進
者
な
ど
取
引
相
手
本
人
か
ら
誓
約
を
取
り
つ
け
る
と
い
う
方
策
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
事
例
を
列
挙
し
よ

う
。　

＝
世
紀
後
半
、
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
の
有
力
城
主
ユ
ー
グ
（
七
世
）
・
ド
・
リ
ュ
ジ
ニ
ャ
ン
は
、
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
修
道
院
か
ら
ジ
ャ
ズ
ヌ
イ
ユ

の
諸
教
会
を
封
と
し
て
受
領
し
た
際
、
将
来
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
が
ラ
目
シ
ェ
ー
ズ
・
デ
ュ
ー
修
道
院
か
ら
提
訴
さ
れ
た
と
き
は
法
廷
決
闘
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

り
加
勢
す
る
と
誓
約
し
て
い
る
。
一
一
世
紀
末
、
祖
父
の
寄
進
所
領
を
は
じ
め
奪
取
し
た
が
結
局
和
解
し
た
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
な
る
人
物
は
、
返

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

癒
し
た
物
件
を
「
宣
誓
と
法
廷
決
闘
」
に
よ
っ
て
保
護
す
る
と
サ
ン
・
セ
ル
ジ
ュ
に
約
束
し
て
い
る
。
～
〇
六
〇
年
の
マ
ル
ム
テ
ィ
エ
修
道
院

の
証
書
で
は
、
ゴ
ス
ラ
ン
・
ガ
ス
ナ
シ
ュ
は
係
争
の
和
解
に
際
し
て
、
今
後
「
第
三
者
の
権
利
要
求
か
ら
修
道
士
た
ち
を
防
衛
す
る
こ
と
を
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

束
し
、
そ
の
証
明
の
た
め
に
法
廷
決
闘
に
臨
む
覚
悟
が
あ
る
」
と
誓
約
し
て
い
る
。
ま
た
一
二
世
紀
初
頭
に
ア
ン
ジ
ェ
リ
ー
の
サ
ン
・
ジ
ャ
ン

修
道
院
と
の
取
引
の
な
か
で
、
ラ
ン
ソ
ン
領
主
エ
ム
リ
は
将
来
修
道
院
が
係
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
さ
い
に
は
、
み
ず
か
ら
の
「
従
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

（
淘
§
S
」
を
神
判
に
差
し
出
す
と
誓
約
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
修
道
士
た
ち
が
将
来
の
訴
訟
を
見
越
し
つ
つ
、
取
引
の
現
場
で
結
ば
れ
る
人
的
関
係
を
活
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
推
論
を
よ
く
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
種
の
誓
約
の
大
多
数
は
も
っ
と
漠
然
と
し
た
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
も
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
係
争
相
手
に
対
し
て
防
衛
者
（
愚
§
↓
と
な
る
」
、
「
以
後
、
聖
オ
バ
ン
の
朋
友
（
§
帆
§
）
か
つ
忠
臣
（
届
譜
邑
と
し
て
行
動
す
る
」
、
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⑧

「
可
能
な
限
り
、
…
…
聖
母
マ
リ
ア
の
財
産
を
忠
実
に
防
衛
し
（
善
男
魯
苞
、
保
証
す
る
」
な
ど
、
紛
争
全
般
に
わ
た
る
加
勢
を
一
般
的
に
表

現
し
た
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
寄
進
証
書
に
は
誓
約
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寄
進
者
が
後
の
係
争
で
法
廷
決
闘
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

よ
る
証
明
を
引
き
受
け
て
い
る
よ
う
な
事
例
も
少
数
な
が
ら
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
マ
ル
ム
テ
ィ
エ
と
和
解
し
た
テ
ト
バ
ル
ド
ゥ
ス
の
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

誓
約
内
容
か
ら
「
金
銭
支
払
い
と
戦
争
」
を
わ
ざ
わ
ざ
除
外
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
テ
ト
バ
ル
ド
ゥ
ス
の
役
割
は
、
仲
裁
者
か
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

人
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
寄
進
者
が
「
証
言
は
し
な
い
が
、
賠
償
は
保
証
す
る
」
と
約
束
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
見
れ
ば
、
「
防
衛
す
る
」
「
庇
護
す
る
（
§
色
」
と
い
っ
た
一
般
的
表
現
は
、
仲
裁
や
有
力
者
へ
の
と
り
な
し
と
い
っ

た
間
接
的
な
関
与
か
ら
、
証
言
、
神
判
・
法
廷
決
闘
、
武
力
援
助
と
い
っ
た
強
力
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
ま
で
を
漠
然
と
含
意
し
、
紛
争
の
そ

の
と
き
の
情
勢
に
よ
っ
て
現
実
に
ど
の
よ
う
な
助
力
が
な
さ
れ
る
か
が
決
ま
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
に
お
も
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
二
世

紀
宋
、
タ
ル
モ
ン
の
院
長
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
が
、
寄
進
さ
れ
た
あ
る
封
を
め
ぐ
る
係
争
に
お
い
て
、
「
す
べ
て
の
敵
か
ら
そ
の
土
地
を
防
衛
す

る
」
と
だ
け
約
束
し
て
い
た
あ
る
人
物
に
、
結
局
「
法
に
撃
っ
た
証
人
」
と
し
て
証
言
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
た
場
合
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
以
上
か
ら
、
寄
進
、
封
建
関
係
の
締
結
、
和
解
な
ど
の
契
約
の
場
が
、
将
来
の
証
人
や
「
神
の
裁
き
」
の
挙
証
者
を
確
保
す
る
重
要
な
機
会

と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
霊
的
関
係
、
主
従
関
係
、
朋
友
関
係
と
い
っ
た
強
固
な
人
的
紐
帯
が
そ
こ
に
不
可

欠
な
要
素
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
証
人
は
究
極
的
に
は
訴
訟
当
事
者
に
代
わ
っ
て
「
神
の
裁
き
」
の
危
険
を
引
き
受
け
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
試
練
に
耐
え
う
る
だ
け
の
強
固
な
関
係
を
前
提
し
た
の
で
あ
る
。
「
忠
義
」
「
朋
友
」
「
庇
護
」
と
い
っ
た
言
葉
は

こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

　
現
実
に
そ
う
し
た
誓
約
を
繰
り
返
し
真
薬
に
履
行
し
た
入
物
と
し
て
、
マ
ル
ム
テ
ィ
エ
の
一
一
世
紀
の
複
数
の
証
書
に
登
場
す
る
ギ
ス
マ
ン

な
る
寄
進
者
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
人
物
は
都
合
四
度
も
の
訴
訟
に
お
い
て
修
道
院
の
係
争
相
手
と
対
決
し
た
の
で
あ
る
。
最
初
は
、

サ
ロ
モ
ン
の
要
求
に
対
し
て
「
証
明
を
行
い
」
、
二
度
目
は
、
熱
鉄
の
神
判
に
代
理
を
送
り
、
三
度
目
は
、
粉
挽
き
場
の
権
利
を
要
求
す
る
相
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神判・法廷決闘から証入尋問へ（轟木）

手
に
蓋
し
て
、
そ
の
役
人
を
証
人
と
し
て
出
廷
さ
せ
、
最
後
は
、
み
ず
か
ら
証
言
に
立
ち
、
訴
訟
相
手
が
か
つ
て
当
の
係
争
物
件
の
寄
進
に
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

会
い
、
そ
れ
を
承
認
し
た
と
述
べ
た
と
い
う
。
ま
た
別
の
証
書
に
は
、
ギ
ス
マ
ン
が
晩
年
に
僧
服
を
得
て
修
道
院
入
り
し
た
さ
い
に
、
将
来
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

争
が
生
じ
た
と
き
「
忠
節
と
正
義
に
よ
り
」
証
言
す
る
と
誓
約
し
た
と
あ
る
。
こ
の
誓
約
が
四
つ
の
訴
訟
以
前
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
以

後
の
こ
と
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
証
明
に
お
け
る
証
人
の
忠
節
や
友
愛
の
重
要
性
を
よ
く
物

語
る
も
の
と
い
え
る
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
証
言
の
誓
約
と
そ
の
履
行
と
を
同
時
に
伝
え
る
史
料
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
る
。
修
道
院
証
書
の
記
述
は
場
当
た
り

的
で
、
多
く
は
、
証
人
や
神
判
・
法
廷
決
闘
の
挙
証
者
を
訴
訟
当
事
者
の
「
封
臣
（
あ
る
い
は
従
僕
）
（
詠
§
亀
」
な
ど
と
だ
け
呼
ん
で
す
ま
せ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
で
も
、
次
の
点
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
の
社
会
の
な
か
で
は
、
法
廷
で
事
実
に
つ
い
て
証
言
す
る
こ

と
と
忠
義
や
友
情
を
証
明
す
る
こ
と
は
区
別
し
が
た
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
法
廷
の
証
明
と

社
会
と
の
関
係
の
も
っ
と
も
明
白
な
か
た
ち
が
あ
ら
わ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
証
人
尋
問
と
対
照
さ
せ
て
み
れ
ば
、
そ
の
特
色
が

よ
り
際
立
つ
だ
ろ
う
。
証
人
尋
問
で
は
証
人
は
受
け
身
の
立
場
に
お
か
れ
、
証
言
は
多
か
れ
少
な
か
れ
義
務
化
す
る
が
、
＝
、
一
二
世
紀
の

証
人
た
ち
は
自
発
的
に
大
き
な
危
険
す
ら
引
き
受
け
る
者
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
、
司
法
外
部
の
忠
誠
や
友
愛
と
い
っ
た
価
値
に
支
え
ら
れ
て

証
雷
に
臨
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
修
道
士
に
と
っ
て
裁
判
の
協
力
者
と
し
て
特
別
な
位
置
を
占
め
て
い
た
も
の
と
し
て
、
修
道
院
の
「
役
僕
（
誉
ミ
ミ
琶
」
た
ち
を

　
、
　
　
　
　
　
　
　
⑮

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
役
僕
は
修
道
院
と
緊
密
な
絆
を
持
つ
奉
仕
集
団
で
あ
り
、
従
属
農
民
の
一
部
と
、
所
領
経
営
に
携
わ
る
俗
人
役
人
と

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
前
者
の
役
僕
た
ち
は
修
道
院
の
た
め
に
証
雷
に
立
っ
た
り
、
従
属
身
分
を
否
認
す
る
農
民
が
あ
ら
わ
れ
た
と
き
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

「
修
道
士
へ
の
忠
誠
か
ら
」
法
廷
決
闘
を
挑
ん
だ
り
し
て
い
る
。
後
者
の
役
僕
に
つ
い
て
は
、
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
が
サ
ン
・
ト
バ
ン
と
ロ
ン
ス
レ

イ
の
カ
ル
チ
ェ
レ
ー
ル
に
見
出
し
た
「
代
訴
（
ミ
§
§
。
誌
§
§
）
」
と
呼
ば
れ
る
法
慣
行
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
が
知
ら
れ
る
。
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代
訴
と
は
、
取
引
の
当
事
者
や
立
会
い
証
人
が
老
齢
な
ど
の
理
由
で
み
ず
か
ら
証
言
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
修
道
院
の
役
僕
や
近

親
者
に
証
言
を
引
き
継
が
せ
る
法
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
代
訴
者
は
証
言
を
元
の
証
人
か
ら
引
き
継
ぐ
だ
け
で
な
く
、
必
要
と
あ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

率
先
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
法
に
よ
る
（
§
ミ
こ
電
」
証
明
、
す
な
わ
ち
神
判
・
法
廷
決
闘
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
慣
行
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

サ
ン
・
ト
バ
ン
と
ロ
ン
ス
レ
イ
以
外
に
も
、
サ
ン
・
セ
ル
ジ
ュ
、
マ
ル
ム
テ
ィ
エ
に
つ
い
て
も
確
認
さ
れ
る
。
一
例
だ
け
、
サ
ン
・
セ
ル
ジ
ュ

の
｝
〇
九
六
年
の
証
書
の
ケ
ー
ス
を
引
こ
う
。

　
同
修
道
院
に
十
字
軍
参
加
を
機
に
所
領
を
寄
進
し
た
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
ブ
ゾ
ン
は
、
係
争
の
出
来
を
予
期
し
て
出
発
を
一
年
以
上
延
期
し
て
い

た
が
、
最
後
に
修
道
院
の
所
領
役
人
ラ
ン
フ
ロ
ワ
を
代
訴
者
と
し
て
残
し
出
立
し
た
。
そ
の
後
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
が
客
死
し
た
の
と
報
が
届
く
と
、

彼
の
三
人
の
封
主
か
ら
次
々
と
訴
え
が
起
さ
れ
た
。
う
ち
二
件
は
比
較
的
容
易
に
和
解
に
こ
ぎ
つ
け
た
が
、
残
り
の
ガ
ラ
ン
に
よ
る
訴
え
は
そ

う
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
結
局
ラ
ン
フ
ロ
ワ
は
、
「
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
は
八
ド
ゥ
ニ
エ
以
外
の
ど
ん
な
賦
課
租
も
ガ
ラ
ン
に
は
負
っ
て
は
い
な
い
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

宣
誓
の
う
え
で
誕
蕎
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
あ
と
ガ
ラ
ン
か
ら
法
廷
決
闘
の
挑
戦
を
受
け
た
と
い
う
。

　
修
道
院
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
役
翻
を
特
定
の
役
僕
が
頻
繁
に
担
っ
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ロ
ン
ス
レ
イ
の
役
僕
ル
オ
ー
・
フ
ォ
ッ

サ
ー
ル
は
、
岡
修
道
院
の
一
二
世
紀
前
半
の
証
書
に
合
計
二
〇
回
以
上
立
会
い
証
人
と
し
て
名
前
が
登
場
す
る
が
、
都
合
五
度
に
わ
た
っ
て
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

訴
者
と
な
っ
た
り
、
も
し
く
は
そ
の
保
証
人
と
な
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
代
願
の
慣
行
は
、
こ
の
地
方
で
は
そ
も
そ
も
法
廷
で
の
証
言
が
本
来
の
証
人
だ
け
で
な
く
、
委
託
さ
れ
た
第
三
者
に
よ
っ
て
も
可
能
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
や
は
り
特
別
な
人
的
関
係
、
す
な
わ
ち
修
道
院
と
役
僕
の
主
従
関
係
や
、
あ
る
い
は
代
立
者
が
血
縁
者
の
場

合
で
あ
れ
ば
、
元
の
証
人
と
修
道
院
と
の
既
存
の
結
び
つ
き
が
不
可
欠
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
一
一
、
一
二
世
紀
の
西
フ
ラ
ン
ス
の
法
廷
に
は
、
証
人
が
み
ず
か
ら
の
証
言
を
最
後
は
「
神
の
裁
き
」
に
よ
り
守
る
べ
し
と
の
ル
ー
ル
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
実
質
を
と
も
な
わ
な
い
ル
ー
ル
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
現
実
世
界
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
忠
義
や
友
愛
を
口
に
し
て
、
自
発
的
に
証
言
に
立
つ
あ
の
者
た
ち
、
霊
的
関
係
、
封
建
関
係
、
主
従
関
係
の
網
の
目
か
ら
立
ち
あ
ら
わ
れ
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る
あ
の
証
人
た
ち
は
、
の
ち
に
証
人
尋
問
に
お
い
て
裁
判
官
に
問
い
詰
め
ら
れ
る
証
人
と
は
異
な
り
、

の
も
と
に
行
動
し
た
。
彼
ら
は
あ
る
意
味
訴
訟
人
の
．
武
器
の
一
部
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
　
係
争
地
と
「
神
の
裁
き
」

一
貫
し
て
訴
訟
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ

　
つ
ぎ
に
、
先
に
予
告
し
た
あ
の
奇
妙
な
証
明
手
続
き
に
つ
い
て
見
よ
う
。

　
＝
二
世
紀
初
頭
に
慣
習
法
書
に
も
そ
の
規
定
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
境
界
実
検
は
、
森
、
河
川
、
道
、
標
石
、
樹
木
の
刻
み
目
と
い
っ

た
自
然
物
や
機
工
物
を
回
虫
に
設
定
さ
れ
た
所
領
の
境
界
を
、
そ
れ
を
記
憶
し
て
い
る
地
域
住
民
と
と
も
に
確
認
し
な
が
ら
係
争
物
件
の
地
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

的
範
囲
を
画
定
し
て
ゆ
く
法
手
続
き
で
あ
り
、
証
人
尋
問
の
特
別
な
形
式
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
我
々
の
史
料
に
見
出
さ
れ
る
の
は
こ
れ
と
は

微
妙
に
異
な
る
証
明
手
続
き
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
係
争
地
が
証
明
方
法
と
の
関
連
で
史
料
中
で
具
体
的
に
奮
及
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
な
の

で
あ
る
が
、
そ
の
少
数
の
事
例
に
お
い
て
、
訴
訟
当
事
者
が
し
ば
し
ば
証
人
を
引
き
連
れ
て
係
争
地
の
境
界
を
巡
っ
た
あ
と
に
、
「
神
の
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

き
」
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
神
判
・
法
廷
決
闘
の
最
終
的
利
用
と
い
う
点
、
そ
し
て
証
人
が
い
る
場
合
、
そ
の
証
人
と
訴
訟
人
と
の
一
体
化
し
た
行
動
と

い
う
点
は
前
章
ま
で
に
見
た
事
例
と
同
じ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
は
も
う
ひ
と
つ
、
巡
回
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
係
争
地
と
い
う
要
素

が
加
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
手
続
き
に
つ
い
て
も
っ
と
も
詳
細
に
記
し
て
い
る
の
は
、
＝
世
紀
末
、
あ
る
沼
沢
地
の
所
有
を
シ
ャ
ト
レ
イ
ヨ
ン
城
主
エ
ブ
ル
と
争

っ
て
い
た
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
の
修
道
士
に
ア
キ
テ
！
ヌ
公
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
が
下
し
た
判
決
の
記
録
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
は
修

道
士
た
ち
に
、
「
自
分
た
ち
の
も
の
だ
と
主
張
す
る
土
地
の
境
界
を
ぐ
る
り
と
巡
り
（
嵜
§
N
§
し
、
よ
り
良
い
判
決
を
導
く
法
（
N
8
に
よ
っ

て
そ
の
土
地
を
保
護
せ
よ
（
い
ミ
竃
琶
」
と
命
じ
た
と
い
う
。
そ
し
て
「
分
院
長
ジ
ロ
ー
と
そ
の
土
地
の
役
人
ガ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
」
そ
の
指
示
に

従
い
、
二
度
に
わ
た
り
「
エ
ブ
ル
が
配
下
の
騎
士
と
見
守
る
な
か
、
騎
士
や
従
者
と
も
に
そ
の
土
地
の
周
囲
を
回
っ
た
。
」
そ
し
て
史
料
で
は
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⑬

こ
の
あ
と
、
公
の
居
城
シ
ュ
ル
ジ
ェ
ー
ル
に
赴
い
た
両
陣
営
が
、
代
闘
士
を
立
て
て
法
廷
決
闘
に
臨
む
場
面
が
続
い
て
い
る
。

　
こ
こ
で
「
法
（
N
琶
」
の
語
が
「
神
の
裁
き
」
を
意
味
し
て
い
る
の
は
こ
れ
ま
で
の
事
例
で
も
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
「
巡
國
す
る

（
驚
§
N
§
も
」
の
語
が
指
し
て
い
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
周
辺
住
民
か
ら
の
証
雷
の
聴
き
取
り
な
ど
で
は
な
く
、
一
方
の
訴
訟
人
（
こ
の
場
合

サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
）
の
主
張
を
可
視
的
な
も
の
に
す
る
た
め
の
示
威
行
為
の
た
ぐ
い
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
そ
の
こ
と
は
、
他
の
事
例
で
も
同
様
で
あ
る
。
タ
ル
モ
ン
が
巻
き
込
ま
れ
た
一
〇
七
〇
年
代
の
十
分
の
一
考
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
は
、
法
廷
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

係
争
相
手
の
証
人
が
係
争
地
の
ぶ
ど
う
園
の
境
界
を
巡
っ
て
神
判
を
受
け
る
よ
う
に
判
決
し
て
い
る
。
ま
た
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
と
そ
の
プ
レ
ヴ
オ

（
所
領
役
人
）
・
ジ
ル
ベ
ー
ル
と
の
係
争
で
は
、
ジ
ル
ベ
ー
ル
は
熱
水
の
神
判
を
受
け
る
ま
え
に
、
院
長
か
ら
ま
ず
係
争
地
を
巡
回
す
る
よ
う

要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
地
域
住
民
か
ら
の
聴
き
取
り
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
「
巡
圏
す

る
（
㌧
ミ
ミ
h
ミ
，
恥
）
」
と
「
保
護
す
る
（
防
ミ
§
莚
」
と
い
う
使
わ
れ
て
い
る
用
語
の
組
み
合
わ
せ
も
ま
っ
た
く
同
～
で
あ
る
。

　
な
か
に
は
直
接
神
判
・
法
廷
決
闘
に
雷
及
し
て
い
な
い
事
例
も
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
と
て
こ
れ
ら
を
暗
示
す
る
証
拠
が
と
も
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
ロ
ン
ス
レ
イ
の
一
一
二
〇
年
頃
の
訴
訟
で
は
、
修
道
士
と
と
も
に
巡
志
し
た
人
物
の
う
ち
一
人
が
将
来
の
証
明
に
備
え
て
主
訴
を

　
　
　
　
⑳

行
っ
て
い
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
慣
行
は
神
判
や
法
廷
決
闘
を
想
定
し
た
も
の
だ
っ
た
。
同
じ
く
ロ
ン
ス
レ
イ
の
一
教
区
の
境
界
が

争
わ
れ
た
別
の
訴
訟
で
は
、
修
道
女
た
ち
が
用
意
し
た
四
人
の
証
人
が
、
か
つ
て
ロ
ン
ス
レ
イ
で
の
献
堂
式
の
際
に
当
時
の
司
教
ユ
ベ
ー
ル
が

境
界
を
設
定
し
そ
の
後
教
区
を
ロ
ン
ス
レ
イ
に
譲
渡
し
た
場
面
を
「
見
た
」
と
証
言
し
、
そ
れ
か
ら
ア
ン
ジ
ェ
か
ら
メ
ー
ヌ
川
対
岸
に
赴
い
て

三
つ
の
境
界
線
を
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
が
指
し
示
し
た
が
、
こ
こ
で
も
、
証
人
た
ち
に
は
「
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
準
備
が
あ
っ
た
」
と
の
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

記
が
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
「
神
の
裁
き
」
の
娩
曲
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
一
二
世
紀
半
ば
の
サ
ン
・
セ
ル
ジ
ュ
の
事
例
で
は
、

修
道
院
の
封
臣
・
従
者
（
詠
§
S
の
ひ
と
り
が
巡
回
を
行
っ
た
時
点
で
訴
訟
相
手
が
訴
え
を
取
り
下
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
、
修
道
院
と
の

強
固
な
紐
帯
を
持
つ
者
が
証
人
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
神
判
・
法
廷
決
闘
の
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
以
上
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
例
が
厳
密
に
は
境
界
実
検
と
は
呼
ば
れ
え
ず
、
前
節
で
見
た
証
人
の
利
用
の
特
殊
な
形
態
と
し
て
、
係
争
地
に
か
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か
わ
る
　
種
儀
礼
的
な
証
明
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
儀
礼
的
性
格
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
、
使
わ
れ
て
い
る
用
語
が
手
が
か
り
と
な
る
。
ま
ず
、
「
巡
回
」
を
指
す
鷺
、
§
N
ミ
越
（
あ
る
い
は
㌧
§
導
§
包
の
語
は
、
元
来
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

寄
進
な
ど
所
有
権
の
移
転
の
さ
い
に
所
領
の
境
界
を
画
定
す
る
作
業
を
指
し
た
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
二
つ
の
証
書
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
、
土
地
譲
渡
に
伴
う
境
界
画
定
に
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
先
の
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
の
発
言
に
あ
っ
た
「
保
護
す
る
（
偽
ミ
§
苞
」

と
い
う
用
語
は
、
J
・
E
・
ニ
ア
マ
イ
ヤ
ー
編
の
『
中
世
ラ
テ
ン
語
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
「
土
地
を
ア
ジ
ー
ル
化
す
る
」
「
租
税
を
徴
収
す
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
い
っ
た
派
生
的
な
含
意
を
も
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
証
明
手
続
き
は
、
一
方
の
訴
訟
人
が
か
つ
て
の
境
界
画
定
を
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
儀
式
的
に
巡
圓
を
行

う
こ
と
で
、
そ
の
土
地
を
一
時
的
に
ア
ジ
ー
ル
化
・
所
領
化
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
が
立
つ
。
そ
し
て
、
最
終
的

に
は
「
神
の
裁
き
」
の
判
定
が
そ
の
示
威
的
な
主
張
の
是
非
を
問
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
第
三
章
で

言
及
し
た
呪
認
、
祭
壇
へ
の
奉
献
、
十
字
架
の
署
名
と
い
っ
た
霊
的
性
格
の
防
衛
策
の
数
々
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
、
取
引
の
内
容
を
聖
化
し
た

り
、
受
領
し
た
土
地
や
物
件
を
ア
ジ
ー
ル
化
し
た
り
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
っ
さ
ら
に
一
〇
！
＝
二
世
紀
に
は
、
係
争
地
や
法
廷
に
聖
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

物
を
持
ち
込
む
の
が
修
道
士
た
ち
の
常
套
手
段
だ
っ
た
。
つ
ま
り
「
巡
回
」
の
儀
式
は
、
こ
う
し
た
係
争
地
に
対
す
る
特
別
な
意
識
に
対
応
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
証
明
方
法
だ
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
①
c
。
。
。
・
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
バ
ル
テ
ル
ミ
…
が
年
代
を
訂
正

　
恥
蝕
ミ
毒
貸
竃
き
⇒
o
．

　
し
て
い
る
。
U
．
じ
d
錠
ひ
勉
Φ
ヨ
ざ
ト
口
篭
ミ
§
㍉
§
誘
導
員
ミ
亀
ミ
ー
ミ
俺
鴨
黛
N
§
漏
や

　
轟
①
⇒
．
り
一
．

②
ド
b
u
8
σ
q
Φ
詳
愚
．
聾
も
．
b
。
一
α
’

③
象
ミ
。
ミ
帖
§
3
8
』
。
。
9
ユ
…
グ
は
お
そ
ら
く
こ
の
直
前
に
、
サ
ン
・
メ
ク
サ

　
ン
と
ジ
ャ
ズ
ヌ
イ
ユ
の
諸
教
会
を
争
っ
て
い
た
が
、
ア
ン
グ
レ
ー
ム
司
教
の
仲
介

　
で
和
解
し
て
い
た
。
奪
ミ
o
o
』
。
。
心
．

④
忠
馬
ミ
浄
§
二
魯
。
．
①
．

⑤
さ
ご
§
§
・
－
ぎ
§
ミ
＄
5
。
．
8
．

⑥
吃
語
ミ
・
§
§
㌧
目
ρ
b
。
O
．
他
に
た
と
え
ば
、
象
賊
ミ
出
さ
詳
p
ρ
δ
倉
④
悼
館

　
さ
註
ぎ
ミ
貯
・
§
一
薮
ミ
8
巳
．
①
9
お
H
巷
冨
巳
貫
き
■
G
。
ω
．

⑦
象
ミ
出
黛
寒
；
ρ
。
。
b
。
α
「

⑧
肉
§
§
蘂
p
。
」
ω
ρ

⑨
象
ミ
、
浄
、
簑
［
■
圏
H
』
。
高
。
。
し
り
一
象
帖
ミ
。
§
§
も
。
」
曾
■
ま
た
こ
れ
と
類
似
す

　
る
も
の
と
し
て
、
取
引
の
当
事
者
が
後
の
係
争
で
裁
判
官
と
な
る
約
束
を
し
た
り
、

　
実
際
に
そ
の
役
割
を
引
き
受
け
た
り
す
る
事
例
も
あ
る
。
い
ミ
ミ
鼠
袋
ミ
誤
唇
9
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ω
笛
o
Q
甲
α
ゆ
ρ
①
①
メ
肉
O
嵩
q
ミ
葦
辺
。
’
ω
o
Q
b
」
甲
O
Q
O
Q
O
Q
．

⑩
ト
ミ
帖
§
，
恥
§
辱
腎
§
§
ミ
§
§
闘
も
℃
窪
島
×
』
ρ
ω
O
．

⑪
象
ミ
出
S
賞
p
。
．
認
伊

⑫
寄
N
ミ
ミ
鼠
8
』
峯
他
に
、
＝
世
紀
末
以
降
の
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
の
よ
う

　
に
、
近
隣
の
有
力
城
主
層
か
ら
の
優
先
オ
マ
ー
ジ
ュ
が
似
た
よ
う
な
意
味
を
も
つ

　
た
修
道
院
も
あ
る
（
以
下
は
一
二
世
紀
末
ま
で
の
事
例
）
。
客
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収
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⑬
　
し
か
も
こ
の
証
明
手
続
き
は
、
判
決
を
下
し
た
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
の
よ
う
に
俗
人

　
も
積
極
的
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
か
ら
、
ひ
と
り
教
会
だ
け
の
も
の
と
も
い
え

　
な
い
だ
ろ
う
。

（858）60
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第
五
章
　
証
人
尋
問
の
は
じ
ま
り

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
証
明
と
社
会
の
結
び
つ
き
は
、
証
人
尋
問
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
変
容
を
被
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て

見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
最
後
の
課
題
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
史
料
の
な
か
で
証
人
尋
問
の
最
初
は
、
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
の
一
Ω
一
三
年
の
証
書
に
記
さ
れ
た
、
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
ギ
ヨ
ー
ム
六

　
　
　
　
　
　
　
　
①

世
に
よ
る
事
例
で
あ
る
。
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
の
修
道
士
た
ち
が
メ
ル
と
い
う
所
領
の
領
主
裁
判
権
を
め
ぐ
っ
て
公
の
「
裁
判
官
と
プ
レ
ヴ
ォ
」

を
訴
え
た
裁
判
で
、
公
は
「
か
つ
て
の
慣
習
を
知
る
有
力
者
（
古
老
）
を
集
め
、
修
道
士
た
ち
の
訴
え
が
本
当
か
ど
う
か
」
尋
問
し
た
の
で
あ

る
。
結
局
、
七
〇
年
以
上
昔
に
父
親
が
裁
判
官
を
務
め
、
自
分
も
そ
の
役
を
引
き
継
い
だ
と
い
う
男
が
、
裁
判
収
入
の
取
り
分
や
裁
判
権
の
分

割
な
ど
に
つ
い
て
修
道
士
の
主
張
を
裏
づ
け
る
証
言
を
し
た
と
い
う
。
こ
の
事
例
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
審
問
が
一
一
世
紀
前
半
の
ア
キ

テ
ー
ヌ
公
に
よ
っ
て
ま
だ
存
続
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
こ
れ
は
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
で
は
孤
立
事
例
に
と
ど
ま
る
。
一
二
世
紀
初
頭
か
ら
証
人
尋
問
が
継
続
的
に
あ
ら
わ
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
、
ロ
ワ
ー
ル
河
を
挟
ん
で
北
に
位
置
す
る
ア
ン
ジ
ュ
ー
詩
話
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
お
け
る
最
初
期
の
証
人
尋
問
の
詳
細
を
伝
え

る
の
は
、
伯
フ
ル
ク
五
世
と
封
臣
ア
ン
ド
フ
ロ
ワ
の
係
争
に
つ
い
て
の
以
下
の
記
録
で
あ
る
。

　
余
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
フ
ル
ク
は
、
余
と
ギ
ー
の
息
子
ア
ン
ド
フ
ロ
ワ
の
問
に
、
ラ
・
ジ
ャ
イ
エ
ッ
ト
と
マ
イ
ヤ
ン
ヌ
の
耕
地
に
あ
る
彼
の
封
土
を
め
ぐ
り

大
い
な
る
係
争
が
あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
に
知
ら
し
め
る
。
ア
ン
ド
フ
ロ
ワ
は
、
自
分
は
こ
の
封
土
に
属
す
る
す
べ
て
、
す
な
わ
ち
流
血
（
事
件
の
裁
判

権
）
、
窃
盗
（
同
上
）
、
法
廷
決
闘
（
開
催
の
権
利
）
に
加
え
て
、
余
に
負
っ
て
い
る
軍
役
と
騎
士
役
と
援
助
税
を
除
く
残
り
す
べ
て
を
保
有
し
て
い
る
と

主
張
し
た
。
余
は
そ
の
疑
い
分
す
べ
て
に
異
を
唱
え
た
。
ア
ン
ド
フ
ロ
ワ
は
こ
れ
を
聞
く
と
、
そ
の
土
地
に
い
る
余
の
臣
下
た
ち
と
ア
ン
ジ
ュ
」
の
良
き

人
々
の
述
べ
る
真
実
に
裁
決
を
任
せ
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
そ
し
て
名
前
が
挙
が
っ
た
者
の
中
か
ら
七
十
七
人
が
選
ば
れ
た
。
余
は
こ
れ
を
聞
き
、
こ
の
者

6ユ （859）



q

た
ち
を
余
の
前
に
呼
ぶ
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
し
て
全
員
に
接
見
し
て
そ
の
中
か
ら
一
二
人
を
選
び
、
聖
遺
物
に
か
け
て
友
愛
に
よ
っ
て
も
（
博
き

犠
ミ
ミ
S
憎
し
み
に
よ
っ
て
も
（
辱
ミ
。
ミ
。
）
真
実
を
隠
さ
な
い
こ
と
を
誓
約
さ
せ
た
。
す
る
と
彼
ら
は
声
を
ひ
と
つ
に
し
て
、
ア
ン
ド
フ
ロ
ワ
の
父
祖
は

件
の
封
土
を
そ
の
す
べ
て
の
配
属
物
と
と
も
に
保
有
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ア
ン
ド
フ
ロ
ワ
と
そ
の
相
続
入
に
帰
属
す
る
は
ず
で
あ
る
と
証
言
し
た
。
余
は

こ
れ
を
聞
い
て
、
愚
臣
と
の
そ
れ
以
上
の
諄
い
を
望
ま
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
係
争
物
件
の
す
べ
て
の
平
穏
を
保
証
し
、
余
の
息
子
の
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
と
エ

リ
に
も
同
意
を
与
え
さ
せ
、
余
の
印
章
を
こ
の
証
書
に
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
権
利
が
有
効
で
今
後
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
き
よ
う
取
り
は
か
ら

　
③

つ
た
。

62　（860）

　
ま
ず
証
人
の
選
抜
に
つ
い
て
い
え
ば
、
最
初
に
ア
ン
ド
フ
ロ
ワ
が
お
そ
ら
く
は
選
ん
だ
地
元
住
民
を
さ
ら
に
フ
ル
ク
が
ふ
る
い
に
か
け
て
い

る
か
ら
、
こ
れ
は
厳
密
に
は
ノ
ル
マ
ン
式
と
も
ロ
ー
マ
法
・
カ
ノ
ン
法
式
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
フ
ル
ク
は
訴
訟
当
事
者
で
は
あ
る
が
、

同
時
に
法
廷
の
主
宰
者
と
し
て
二
回
目
の
選
抜
と
尋
問
に
お
い
て
審
理
の
主
導
権
を
発
揮
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
な
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
伯
が
証
人
た
ち
に
「
友
愛
」
と
「
憎
し
み
」
を
証
言
か
ら
除
去
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
れ
ま
で
の

証
明
方
法
と
の
決
定
的
な
断
絶
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
の
堂
々
と
友
愛
や
忠
誠
を
口
に
し
た
証
人
が
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
裁
判
官

フ
ル
ク
の
二
回
目
の
選
抜
は
義
務
的
な
証
言
の
前
提
と
し
て
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
一
＝
充
年
の
サ
ン
・
ト
バ
ン
の
証
書
も
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
プ
ラ
ン
タ
ジ
ュ
ネ
が
実
施
し
た
証
人
尋
問
の
プ

ロ
セ
ス
に
つ
い
て
重
要
な
記
述
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
裁
判
は
サ
ン
・
ト
バ
ン
が
ト
レ
ヴ
分
院
近
傍
の
森
林
の
な
か
に
で
き

た
伐
採
地
の
所
有
権
を
め
ぐ
っ
て
、
伯
の
プ
レ
ヴ
ォ
と
森
林
番
を
訴
え
た
こ
と
に
よ
り
は
じ
ま
っ
た
。
当
時
こ
の
森
林
は
修
道
院
と
ア
ン
ジ

ュ
i
偵
が
分
割
所
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
修
道
士
の
主
張
で
は
、
修
道
院
側
の
樹
木
が
伐
採
さ
れ
た
跡
地
は
当
然
修
道
院
の
所
有
に
な
る

は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
修
道
士
が
新
し
い
更
地
で
領
民
に
耕
作
を
開
始
さ
せ
る
と
、
プ
レ
ヴ
ォ
ら
が
や
っ
て
き
て
、
領
民
と
牡
牛
、
牝

牛
を
捕
縛
し
て
、
そ
の
身
柄
を
金
銭
で
買
い
戻
さ
せ
る
と
い
う
暴
挙
に
出
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
修
道
士
の
訴
え
を
受
け
た
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
は
、
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こ
の
森
林
に
少
年
期
か
ら
居
住
し
、
過
去
の
事
実
に
明
る
い
「
森
林
番
と
教
会
管
理
人
」
を
召
喚
し
て
、
証
人
尋
問
を
開
始
し
た
。
そ
し
て
証

人
た
ち
に
次
の
よ
う
な
命
令
を
発
し
た
と
い
う
。
「
こ
の
件
に
つ
い
て
嘘
を
つ
く
こ
と
な
く
、
ま
た
伯
の
権
利
を
修
道
士
た
ち
に
譲
り
渡
す
こ

と
な
く
、
修
道
士
た
ち
の
権
利
を
伯
に
帰
す
る
こ
と
も
な
く
、
と
も
か
く
、
先
任
者
た
ち
の
時
代
か
ら
こ
の
森
に
存
在
す
る
古
き
慣
習
に
つ
い

て
真
実
を
忠
実
に
証
言
せ
よ
」
。
結
局
、
こ
の
証
人
た
ち
は
修
道
院
の
主
張
を
肯
定
す
る
証
言
を
す
る
。
伯
は
そ
れ
を
受
け
て
、
み
ず
か
ら
の

従
者
に
森
林
と
更
地
の
間
の
、
証
人
の
指
示
す
る
場
所
に
標
識
を
設
置
す
る
よ
う
命
じ
、
修
道
士
た
ち
に
係
争
地
の
領
有
と
伯
の
森
林
の
用
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

権
を
認
め
る
判
決
を
下
し
た
と
い
う
。

　
こ
こ
に
は
、
裁
判
宮
で
あ
る
伯
に
よ
る
証
入
の
召
喚
、
証
人
へ
の
命
令
と
義
務
的
な
証
言
、
そ
し
て
境
界
実
検
と
い
っ
た
要
素
が
あ
ら
わ
れ

て
お
り
、
証
人
尋
問
が
こ
れ
ま
で
の
証
明
方
法
と
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
点
が
理
解
さ
れ
る
。
伯
が
証
人
へ
の
命
令
の
な
か
で
、
ま
ず
み
ず

か
ら
の
権
利
の
保
護
に
言
及
し
、
こ
れ
を
証
言
の
前
提
条
件
と
し
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
審
問
同
様
、
大
権
の
保
護
と
い

う
名
目
が
こ
こ
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
証
人
尋
問
を
そ
れ
以
前
の
証
人
に
よ
る
証
明
と
比
べ
た
と
き
、
さ
ら
に
三
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　
そ
の
第
一
は
、
証
人
尋
問
の
も
と
で
は
、
こ
れ
ま
で
密
接
に
結
び
つ
い
て
き
た
証
言
と
「
神
の
裁
き
」
と
が
相
互
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
我
々
の
史
料
中
の
証
人
尋
問
の
事
例
に
は
「
神
の
裁
き
」
は
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
神
の
裁
き
」
の
試
練
が

証
人
の
自
発
性
を
前
提
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ま
や
証
言
が
強
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
か
つ
て
の
結
び
つ
き
は
消
え
去
る

ほ
か
な
い
。
「
証
言
の
強
湖
と
法
廷
決
闘
の
消
滅
は
網
入
に
関
連
し
て
い
る
」
と
の
ブ
ー
レ
ー
ー
ソ
テ
ル
の
一
三
世
紀
の
変
化
に
つ
い
て
の
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
、
ま
さ
し
く
こ
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
は
、
訴
訟
人
と
証
人
の
連
帯
を
断
ち
切
る
こ
と
は
、
諸
侯
の
上
級
裁
判
権
の
確
立
に
と
っ
て
も
不
可
欠
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
の
証
人
の
利
用
は
、
証
人
を
呼
び
出
す
か
ど
う
か
、
ど
う
証
言
さ
せ
る
か
、
ど
こ
ま
で
証
言
に
責
任
を
も
た
せ
る
か
な
ど
、
す

べ
て
訴
訟
当
事
者
の
側
に
主
導
権
が
あ
っ
た
。
あ
き
ら
か
に
上
か
ら
の
裁
判
権
の
強
制
に
は
不
都
合
な
障
害
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
三
者
の
住
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民
の
記
憶
を
あ
ら
た
な
証
言
形
態
と
し
て
（
記
憶
を
「
発
見
」
と
称
し
て
「
固
定
化
」
し
つ
つ
）
設
定
す
れ
ば
、
審
理
の
主
導
権
を
裁
判
宮
の
側
に

移
動
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
点
は
、
そ
の
諸
侯
の
立
場
に
か
か
わ
る
。
た
と
え
上
級
裁
判
官
を
称
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
法
廷
の
ル
ー
ル
が
温
存
さ
れ
る
か

ぎ
り
そ
こ
に
は
大
き
な
困
難
が
と
も
な
う
。
な
ぜ
な
ら
、
判
決
を
最
終
的
に
確
定
さ
せ
る
た
め
に
は
神
判
や
法
廷
決
闘
の
危
険
を
冒
さ
な
く
て

は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
証
人
尋
問
の
採
用
は
こ
の
難
点
を
払
拭
し
て
く
れ
る
。
裁
判
官
は
建
前
上
、
第
三
者
の
証
言
を
根
拠
と
し

て
判
決
を
下
す
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
強
要
し
て
も
、
か
つ
て
の
判
決
に
つ
き
ま
と
っ
た
危
険
を
遠
ざ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
な
ぜ
証
人
尋
問
が
～
二
世
紀
以
降
の
諸
侯
法
廷
に
よ
っ
て
積
極
的
に
活
用
さ
れ
は
じ
め
た
か
の
理
由
は
、
法
廷
と
社
会
と
の

そ
れ
以
前
の
関
係
と
の
比
較
と
い
う
視
点
に
立
つ
と
き
に
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
そ
れ
ま
で
の
領
主
社
会
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
ろ
う
人
的
結
合
に
襖
を
打
ち
込
ま
ず
に
は
お
か
な
い
こ
の
よ
う
な
証
明
方
法
が
最
初
か

ら
す
ん
な
り
受
容
さ
れ
え
た
と
は
到
底
お
も
わ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
史
料
を
再
検
討
す
る
と
、
あ
る
ひ
と
つ
の
事
実
が
目
に
と
ま
る
。

そ
れ
は
初
期
の
証
人
尋
問
の
大
部
分
が
、
こ
こ
ま
で
に
見
た
事
例
を
含
め
、
諸
侯
（
伯
の
ほ
か
司
教
も
含
む
）
の
所
領
役
人
（
あ
る
い
は
響
町
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

修
道
院
の
間
の
訴
訟
に
対
し
て
適
用
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
お
そ
ら
く
当
時
の
所
領
役
人
の
存
在
形
態
と
無
関
係
で
は
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
彼
ら
は
そ
の
職
位
を
諸
侯
か
ら
の
請
負
い
に
拠
っ

て
い
た
た
め
、
行
政
官
僚
と
い
う
に
は
程
遠
く
、
む
し
ろ
多
く
が
小
領
主
化
の
傾
向
を
つ
ね
に
秘
め
て
い
た
。
近
隣
の
修
道
院
と
の
ト
ラ
ブ
ル

が
絶
え
な
か
っ
た
の
は
、
彼
ら
が
管
轄
す
る
所
領
を
私
有
地
の
ご
と
く
見
な
し
て
そ
の
拡
大
に
勤
し
ん
で
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う

し
た
者
た
ち
に
対
し
て
証
人
尋
問
を
用
い
る
こ
と
は
諸
侯
に
と
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
そ
れ
は
、
所
領
役

人
を
ほ
か
の
領
主
と
同
列
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
伯
権
の
管
理
者
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
伯
の
大
権

の
保
全
と
い
う
名
目
が
、
彼
ら
の
証
明
に
お
け
る
主
導
権
を
制
限
す
る
の
に
役
立
つ
。
先
の
一
＝
一
九
年
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
の
証
人
尋
問
で
も
、

伯
の
プ
レ
ヴ
ォ
は
み
ず
か
ら
証
人
を
立
て
る
余
地
は
な
く
、
別
の
役
人
に
よ
る
証
言
を
甘
受
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
て
み
れ
ば
、
伯

64　（862）



神判・法廷決闘から証人尋問へ（轟木）

役
人
あ
る
い
は
弱
小
の
封
臣
は
証
人
尋
問
の
最
初
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
恰
好
の
相
手
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
一
二
世
紀
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
、

そ
し
て
の
ち
の
国
王
は
こ
う
し
た
突
破
口
か
ら
強
権
的
な
裁
判
権
の
端
緒
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

確
実
な
こ
と
は
今
後
の
検
討
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
の
ち
に
は
、
尋
問
官
を
係
争
地
へ
派
遣
し
、
聴
き
取
り
の
結
果
を
法
廷
に
報
告
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
進
ん
だ
や
り
か
た
も
あ
ら
わ
れ

る
。
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
の
大
領
主
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
ド
・
リ
ュ
ジ
ニ
ャ
ン
が
一
二
〇
〇
年
に
命
じ
た
証
人
尋
問
で
は
、
尋
問
官
に
指
名
さ
れ
た
騎
士
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ち
が
住
民
か
ら
証
言
を
集
め
、
そ
れ
を
「
魂
を
賭
け
て
」
宣
誓
し
た
う
え
で
法
廷
に
持
ち
帰
る
と
い
う
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
手
続

き
の
も
と
で
は
、
証
人
た
ち
は
つ
い
に
法
廷
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
、
裁
判
官
の
主
導
権
は
よ
り
確
固
た
る
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
証
人
尋

問
の
勝
利
は
そ
こ
ま
で
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
象
ミ
・
さ
隠
§
ひ
8
「
縮
．

②
沁
§
§
§
き
・
お
る
ρ
。
。
刈
」
。
。
蒔
」
。
。
O
b
禽
添
。
。
ρ
献
ω
①
一
象
軌
ミ
。
ぎ
§
b
ρ

　
一
ρ
一
〇
c
。
讐
り
認
b
ω
も
。

③
旨
O
ぎ
母
。
戸
ト
ぎ
督
餌
譜
N
嵐
8
昏
置
鎗
」
き
§
ミ
誉
§
、
器
ミ
Q
鳶
胴
ミ
9
県

、
9
℃
貯
脳
力
、
糞
一
8
G
。
も
や
ω
刈
鼻
ゐ
胡
も
δ
8
ω
冒
。
。
無
冒
9
［
蒔
く
Φ
ω
B
9
爵
．

④
同
じ
文
言
は
、
＝
笹
紀
末
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
が
実
施
し
た
証
人

　
尋
問
の
な
か
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
野
O
Φ
冨
げ
。
既
Φ
（
匿
．
γ
沁
ミ
～
ヘ
ミ
憂
ミ
醇
譜

　
聖
蔑
§
鴨
臥
曼
ミ
気
証
譜
き
§
§
貸
N
認
丸
躇
鯉
甲
ρ
γ
一
り
一
ρ
き
．
ω
ρ
⊆
臼
ω
り

　
ト
⊃
O
o
9

お
　
わ
　
り
　
に

⑤
象
ミ
出
導
賞
8
9
。
。
ω
卜
。
■

⑥
ブ
ー
レ
薩
ソ
テ
ル
は
一
二
六
一
年
の
聖
ル
イ
の
法
廷
決
闘
禁
止
令
と
＝
二
世
紀

　
末
の
『
ボ
ヴ
ェ
ジ
慣
習
法
輪
、
す
な
わ
ち
法
文
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
鼠
‘

　
じ
d
o
緯
①
？
ω
磐
量
b
ワ
。
搾
．
も
’
ω
O
N
戸
ω
．

⑦
わ
れ
わ
れ
の
史
料
で
は
、
沁
§
§
§
⇒
ρ
①
ρ
。
。
『
翼
。
。
♪
蕊
伊
象
』
ミ
鼠
さ
帖
麟

　
昌
。
■
○
。
ω
ト
っ
導
。
。
N
二
士
帖
ミ
・
§
§
糞
ロ
ρ
⑩
一
・

⑧
じ
σ
．
び
8
号
詳
G
ミ
ミ
ミ
越
動
ミ
急
ミ
題
譜
導
ま
e
蝿
譜
蓑
穿
賞
蕊
り
ρ
暑
’

　
一
G
。
刈
山
ω
P
8
．
り
．

　
し
た
が
っ
て
本
稿
の
考
察
か
ら
は
、
「
神
の
裁
き
」
か
ら
「
人
の
裁
き
」
へ
の
変
化
に
は
、
訴
訟
人
を
取
り
巻
く
人
的
関
係
が
社
会
的
前
提

と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
を
切
り
崩
そ
う
と
す
る
諸
侯
・
国
王
の
権
力
の
は
た
ら
き
が
徐
々
に
作
用
し
は
じ
め
る
と
い
う
司
法
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外
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
と
も
な
っ
た
と
の
結
論
が
導
か
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
訴
訟
人
を
取
り
巻
く
朋
友
関
係
や
忠
誠
関
係
が
法
廷
の
証
明
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
た
と
の
本
稿
の
主
張
は
、
そ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
立
場
の
者
た
ち
が
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
紛
争
の
調
停
や
事
事
に
活
躍
し
た
と
す
る
紛
争
研
究
の
主
張
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
証
言

に
付
き
ま
と
う
危
険
を
避
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
に
は
む
し
ろ
仲
裁
に
力
を
貸
す
充
分
な
理
由
が
あ
っ
た
と
す
ら
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
和
解
に
せ
よ
、
証
明
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
う
い
っ
た
人
的
紐
帯
の
余
地
が
当
時
の
裁
判
で
は
大
き
く
前
提
さ
れ

て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
本
章
の
考
察
は
基
本
的
に
ほ
ぼ
す
べ
て
修
道
院
の
関
係
し
た
裁
判
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
世
俗
領
主
同
士
の
裁

判
、
あ
る
い
は
領
主
裁
判
に
つ
い
て
は
事
情
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
た
と
え
ば
世
俗
法
廷
で
は
、
一
三
世
紀
後
半
ま
で

と
く
に
法
廷
決
闘
は
依
然
退
潮
傾
向
に
は
な
か
っ
た
。
本
稿
の
立
場
か
ら
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
ひ
と
つ
に
は
職
業
的
な
代
闘
士
が
登
場
し
て
、

患
誠
・
友
愛
の
代
わ
り
を
金
銭
が
果
た
し
た
こ
と
、
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
世
俗
貴
族
た
ち
が
証
人
尋
問
を
課
そ
う
と
す
る
王
権
に
対
し
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
②

れ
を
自
分
た
ち
の
特
権
的
な
証
明
方
法
と
し
て
死
守
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
一
三
世
紀
カ
ペ
ー
王
権
の
も
と
で
の
証
人
尋
問
の
発
展
に
つ
い
て
簡
単
に
展
望
し
て
お
こ
う
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
の

も
と
で
そ
れ
は
圏
王
法
廷
に
し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
、
裁
判
の
な
か
で
の
利
用
の
割
合
と
頻
度
が
上
昇
し
て
ゆ
く
こ
と
が
す
で
に
あ
き
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
（
二
七
九
1
＝
九
〇
年
の
一
三
％
（
四
回
）
、
＝
九
一
－
一
二
〇
三
年
目
｝
七
％
（
七
回
）
、
一
二
〇
四
一
＝
二
四
年
の
二
九
％
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

九
回
）
、
＝
二
五
…
一
二
二
三
年
の
二
四
％
（
　
六
圓
）
）
。
ま
た
同
憂
に
よ
る
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
家
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領
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か
の
地
で
の
父
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④

産
確
保
の
た
め
に
広
汎
に
審
問
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用
さ
れ
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次
い
で
聖
ル
イ
は
、
法
廷
決
闘
の
禁
止
と
証
人
尋
問
の
導
入
を
定
め
た
単
管
を
布
告
す
る
よ

り
ま
え
の
＝
一
四
七
年
置
王
領
各
地
に
尋
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調
査
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窪
盤
⑪
巨
色
を
派
遣
し
、
バ
イ
イ
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ネ
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地
方
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⑤

査
を
大
々
的
に
実
施
し
て
、
以
前
か
ら
の
流
れ
に
悼
差
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
証
人
尋
問
あ
る
い
は
審
問
は
、
＝
二
世
紀
の
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

国
統
治
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
手
段
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
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ス
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る
紛
争
解
決
一
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前
掲
書
、
二
三
一
五
六
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。

②
聖
ル
イ
時
代
に
ま
さ
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の
こ
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が
耳
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集
め
る
一
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じ
た
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鈴
木

　
道
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な
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そ
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と
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自
分
の
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と
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彼
の
臣
民
と
考
え
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に
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者
た
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）

神判・法廷決闘から証人尋問へ（轟木）
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niai　financial　resources．　The　Colombo　Plan　had　implications　in　terms　of　the

changes　in　the　power　balances　among　the　sterling　area　members．　However，　the

colonial　resources　were　not　suracient　to　support　sterlmg．　Britain　required　the

American　assistance．　The　US　admmistration　had　been　sceptical　of　the　British　im－

perial　economic　system；　however　the　Americans　could　not　reject　the　Attlee　gov－

er㎜ent’s　proposals　of　the　Colombo　Plan　biuntly．　Conside血g　the　intensthcation　of

the　cold　war　rivairy，　the　Truman　aciministration　had　no　choice　but　to　acknowledge

the　importance　of　the　sterling　system　for　the　Western　economy　and　had　to　discuss

the　pyoblem　of　the　sterling　baiances　and　the　world　doliar　shortage．　The　formation

of　the　Colombo　Plan　aRd　the　Anglo－American　discussions　there　refiected　the　tirans－

formation　of　the　sterling　system血to　an‘in｝perialism　of　decolonization’under　the

emerging　post－war　world　structures．

De　1’ordalie　et　le　duel　a　1’enquete：　les　preuves　judiciaires　et　la　soci6t6

　　　　　　　　　　　dans　1’ouest　de　la　France　aux　Xle　et　XIIe　sibcles

par

ToDoRol〈1　Kotaro

　　Il　est　adms　que　le　XIIIe　sibcle　voit　le　d6velopement　des　moyens　nouveaux　de

preuve　judiciaire　comme　t6rnoins　et　actes　et，　d’　autre　part，　le　recul　des　moyens

traditionnels，　c’est－a－d辻e　rordaHe　et　Ie　duel．　Cet　article　vise　b　montrer，　d’abord，

que　on　assistait　b　la　diversit6　des　preuves　dans　les　deux　siecles　pr6c6dents，　et

puis，　que　ll　y　avait　des　liens　6troits　entre　les　preuves　judiciaires　et　la　soci6t6．

　　Voitb　une　chose　6tonnante　qui　merite　un　examen　attentif：　g　arrivait　parfols　que

l’on　produisait　un　t6moin　ou　une　charte，　et　puis　allait　proc6der，　ou　faire　proc6der

par　le　t6moin　ou　un　repr6santant，　a　1’ordalie　ou　au　duel　pour　se　justdiey．　Cette

且田son　des曲en宅es　sortes　de　preuve，　comment　eta辻一eRe　possible？　Les　moines

s’effoygaient　de　se　procurer　des　t6moins　fideles　qui　se　risquassent　non　seulement

2　t6rnoigner　en　justice　mais　aussi　prendre　en　charge　1’ordalie　ou　le　duel，　lorsqu’ils

creaient　des　reiations　d’amiti6　ou　des　rapports　f60dals　avec　des　seigneurs　lalcs．　La

d6pendence　des　serfs　R　leur　6gard　servait　au　meme　but．　Les　chevaliers　ou　les

serfs飼eles　se　posaient　en　t6moins　aux　cot6s　de　leurs　am1s　ou正eurs　ma宝tres，

d6posant　ce　que　iks　“ont　vu　ou　entendu”，　et　en　cas　6ch6ant，　allaient　jusqu’）　prop－

oser　ou　assumer　le　“judicium　Dei”　pour　prouver　leur　t6moignage　et，　att　rr｝eme
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temps，　leur　fid61ite　et　amiti6．

　　Ce　qui　est由歪d圭亡au　XIIIe　siさcle，　ce　n’est　pas歪’ttsage　des　temoins　et　des　char亡es

en　jus£ice，　mais　1’adoption　et　1’accoissement　graduel　de　1’enquete，　une　proc6dure

qul　ne　per　met　plus　le　t6moingnage　volonSaire，　mals　par　contre　impose　la

deposition　forc6e．　Ce　constat　est　important　parce　qu’il　agit　d’enfoncer　un　coin　dans

le　systdme　traditionel　de　la　soci6t6　seigrieuriale　en　d6nouant　les　tiens　entre　les

amis　et　entre　le　martre　et　le　setf．　Dbs　le　d6but　du　XIIe　siecle，　les　comtes　ange－

vins　commencent　h　employer　cette　m6thode　dans　des　proces　concernant　leurs　ofi－

ciers　domanials　et　leurs　petits　vassals，　objets　patfaits　que　on　met　d　1’epreuve　du

nouveau　pouvorr　p1rmcler．

　　　　The　Formation　of　the　Shrine－temple　for　a　Tutelary　Deity　and　its

　｝lierarchical　Relationship　during　the　First　Portion　of　the　Early－modern

Period：　The　Example　of　Yagawadera　in　the　Koka　Distrtct　of　Omi　Province

by

FUJITA　Kazutoshl

　　Yagawa　Dainy（珈at　Mo均hi　v遣age血K：oka　district血the　proVince　of　Omi　is

thought　to　have　been　the　local　deity　of　the　ll〈eharasoma　no　sho，　an　estate　in　the

area，　du虚g　the　medieval　period．　Yagawadera，　which　was　the　s㎞e－temp茎e，　con－

ducted　rites　that　were　charac£eristic　of　the　Shnto－and－Buddhism　symbiosis，　1〈nown

as　shinbutsu　shugo．　After　the　esta£e　system　had　been　dismantiement　at　the　end　of

War血g－States　period，　Yagawadera　was　confronted　with　the　need　to　build　a　new

foundation　for　a　reorganized　economic　structure　suitable　for　a　medieval　shrine，　and

by　controlling　the　rites　at　local　temples　of　the　v皿agers　associa£ed　with　the　shr血e，

i£　was　able　to　construct　a　new　order　in　the　retigious　power　structure　of　the　re－

gion．　ln　order　for　the　iocal　priest　of　Yagawadera　to　lead　these　rites　for　the　vi1－

lagers　associated　with　the　shrine，　it　was　necessary　for　－m　to　attain　the　status　of

alE≠窒堰@（S．　acarya），　which　is　required　to　perform　esoterie　Buddhist　rituals．　There－

fore，　an　ecclesiastical　relagonship　with　Sojibo，　a　cloister　of　Enryakuji，　which　car－

ried　on　the　Ano　tradition　of　Tendal　esoteric　Buddlzism，　was　established，　and　Yaga－

wadera　became　a　branch　temple，　subordinate　to　Sojibo．　When　the　bakufu　reorga－

nized　the　temple　system，　Sojibo　tried　to　use　the　ecclesiastical　relationship　to　make

both　Yagawadera　and　the　local　temples　direct　subordinates，　branch　temples　of
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