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論 説  

船
長
（
ヨ
a
g
i
s
t
e
r
n
a
ま
s
）
を
め
ぐ
る
関
係
は
、
支
配
人
（
i
n
s
t
i
t
O
r
）
を
め
ぐ
る
関
係
と
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
支
 
 

配
人
の
場
合
と
同
じ
く
、
船
長
が
第
三
者
と
締
結
し
た
行
為
に
つ
い
て
彼
を
任
命
（
p
r
a
2
p
O
S
i
t
i
O
）
し
た
船
主
（
2
詑
r
C
i
t
O
r
ロ
a
ま
s
）
は
、
 
 

船
長
訴
権
（
a
c
t
i
O
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
a
）
に
よ
っ
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
船
長
が
船
主
と
権
力
関
係
に
あ
る
か
ど
う
か
 
 

は
問
わ
れ
な
い
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
船
長
を
め
ぐ
る
関
係
に
お
い
て
は
、
支
配
人
の
場
合
は
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
的
な
関
係
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
家
子
や
 
 

奴
隷
の
よ
う
な
「
権
力
服
従
者
」
が
家
長
や
主
人
（
い
わ
ゆ
る
「
権
力
保
持
者
」
）
の
邑
u
n
t
a
s
（
意
思
）
に
よ
っ
て
船
主
に
な
っ
た
場
合
、
 
 

か
か
る
船
主
の
家
長
・
主
人
は
全
額
訴
権
（
a
c
t
i
O
i
n
s
O
－
i
d
u
邑
に
よ
っ
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
、
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
は
次
頁
図
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
船
主
自
身
が
「
権
力
服
従
者
」
で
あ
り
（
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
）
、
船
主
（
A
）
－
船
長
 
 

′
 
（
B
）
1
第
三
者
（
C
）
と
い
う
三
者
関
係
に
A
の
「
権
力
保
持
者
」
A
が
登
場
す
る
。
従
来
こ
の
ケ
ー
ス
は
船
長
訴
権
の
拡
張
と
と
ら
え
 
 

（
1
）
 
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
時
、
A
一
F
望
d
i
に
よ
っ
て
、
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
（
事
業
経
営
組
織
）
 
の
法
的
構
造
・
類
型
と
い
う
側
面
か
ら
e
莞
r
C
i
t
O
r
 
 

（
2
）
 
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
の
役
割
を
み
て
い
こ
う
と
す
る
一
連
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
。
以
下
本
稿
で
は
、
F
監
i
の
研
究
を
紹
介
し
っ
つ
、
若
干
の
 
 

考
察
を
加
え
る
。
 
 

従
来
の
研
究
は
、
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
に
関
す
る
以
下
の
三
法
文
を
中
心
と
し
て
進
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
オ
 
 

を
う
け
て
い
る
か
ど
う
か
、
が
争
点
と
な
っ
た
。
 
 
 

Ⅰ
 
序
 
 

H
 
従
来
の
研
究
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exercitorinpotestateについて（口石）  

A′（Aの家長・主人）    F v。1。ntaS  
（exercitorinpotestate）  A

↓
B
 
 
 

praepositio   

（船長）  C（第三者）   

さ
ら
に
、
こ
れ
に
関
連
し
て
次
の
二
法
文
が
あ
る
。
 
 

D
J
A
J
」
．
N
O
 
（
同
上
）
 
 
 

L
i
c
e
t
a
u
t
e
m
d
a
t
u
r
a
c
t
i
O
i
n
e
u
m
）
C
u
i
亡
S
i
n
p
O
－
e
s
－
a
－
e
2
S
－
q
u
i
n
a
完
m
e
諾
r
C
e
t
こ
a
m
e
n
i
t
a
 
 

d
2
m
u
m
d
a
t
u
↑
㌦
㌢
⊇
－
u
n
t
a
t
2
2
i
u
s
e
諾
r
C
e
a
－
・
i
d
2
0
a
u
－
e
m
e
只
∵
く
○
－
u
n
t
a
－
e
i
n
s
O
－
i
d
u
m
－
e
n
e
n
t
u
r
q
∈
 
 

h
a
b
e
n
t
 
i
n
 
p
O
t
2
S
t
a
t
2
e
諾
r
C
i
t
O
r
2
m
）
q
u
i
a
 
a
d
 
s
u
m
m
a
m
 
r
e
m
 
p
u
b
－
i
c
a
m
 
n
a
ま
u
m
 
e
諾
r
C
i
t
i
O
 
 

p
e
r
t
i
n
2
t
・
a
t
i
n
s
t
i
t
O
r
u
m
n
O
n
i
d
e
m
u
s
u
s
e
s
t
‥
e
a
p
r
O
p
－
e
r
i
ロ
ー
r
i
b
u
t
u
m
d
u
m
－
a
髭
t
召
C
a
n
t
u
r
去
u
i
 
 

［
訳
］
 
も
し
、
船
主
（
q
u
i
n
a
詔
m
e
諾
r
C
亡
e
r
i
t
）
が
他
人
の
権
力
中
に
あ
り
、
彼
［
そ
の
他
人
］
の
意
思
 
 

（
召
－
u
n
t
a
s
）
 
に
よ
っ
て
船
主
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
［
船
主
］
の
船
長
と
行
為
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
船
主
 
 

が
自
分
の
権
力
中
に
い
る
と
こ
ろ
の
者
を
相
手
方
と
す
る
訴
権
が
与
え
ら
れ
る
。
 
 

L
2
n
e
－
は
、
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
、
す
な
わ
ち
船
主
が
権
力
服
従
者
の
場
合
に
関
す
る
告
示
が
文
言
通
 
 

（
3
）
 
 

り
に
し
め
さ
れ
て
い
る
法
文
と
し
て
、
D
∴
忘
．
「
－
∴
忘
を
あ
げ
る
。
 
 

D
」
料
」
．
－
∴
忘
（
U
－
p
i
a
n
u
s
告
示
註
解
に
つ
い
て
の
第
二
八
巻
）
 
 
 

S
i
i
s
去
u
i
ロ
a
完
m
e
諾
r
C
u
e
r
i
二
n
a
－
i
e
n
a
p
O
t
e
S
t
a
t
e
e
r
i
t
e
i
u
s
q
u
e
く
○
－
u
n
t
a
t
e
ロ
a
完
m
e
諾
r
C
u
e
r
i
t
－
 
 

q
u
O
d
c
u
m
m
a
g
i
s
t
r
0
2
i
u
s
駕
S
t
u
m
e
r
i
t
〉
i
n
e
u
m
こ
n
c
亡
i
u
s
p
O
t
e
S
t
a
t
e
i
s
e
r
i
t
q
u
i
ロ
a
完
m
e
諾
r
C
u
e
r
i
t
｝
 
 

i
u
d
i
c
i
u
m
 
d
a
t
亡
r
．
 
 

1
 
根
拠
法
文
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論 説  

c
O
n
t
r
a
詑
r
u
n
t
C
u
m
e
O
去
u
i
i
n
m
e
r
c
e
p
e
c
u
－
i
a
r
i
s
c
i
e
ロ
ー
2
d
O
m
i
ロ
O
n
e
g
O
－
i
a
t
u
r
・
S
e
d
s
i
s
c
i
e
n
t
e
d
u
m
t
a
髭
t
壱
O
n
e
t
i
a
m
召
－
e
n
t
e
 
 

c
u
m
m
a
g
i
s
t
r
O
C
O
ロ
t
r
a
C
－
u
m
s
i
－
壱
－
r
u
m
q
u
a
s
i
i
n
召
－
2
ロ
ー
e
m
d
a
m
亡
S
a
C
－
i
O
n
e
m
i
n
s
O
－
i
d
u
m
a
n
完
↑
O
e
莞
m
p
－
O
t
r
i
b
u
t
O
r
i
a
e
 
 

d
a
b
i
m
u
s
ご
n
r
e
i
g
i
t
亡
r
d
u
b
i
a
m
2
－
I
u
s
2
S
－
完
r
b
i
s
2
d
i
c
－
i
s
e
r
各
e
e
－
n
e
q
u
e
s
c
i
2
n
t
i
a
m
s
O
－
a
m
e
t
n
u
d
a
m
p
a
t
r
i
s
d
O
m
i
ロ
i
完
i
n
 
 

ロ
a
ま
b
u
s
O
ロ
e
r
a
r
e
n
e
q
u
e
i
ロ
p
e
C
u
－
i
a
↑
i
b
u
s
m
e
r
c
i
b
u
s
召
－
u
n
－
a
－
2
m
e
已
2
n
d
e
r
e
a
d
s
O
－
i
d
i
O
b
－
i
g
a
t
i
O
n
e
m
・
2
t
i
t
a
ま
d
e
t
u
r
2
t
 
 

P
O
m
p
O
n
i
u
s
s
i
g
n
i
f
i
c
a
r
e
〉
乱
s
i
t
i
n
a
－
i
e
n
a
p
O
t
e
S
t
a
t
e
｝
S
i
q
u
i
d
2
m
く
○
－
u
ロ
t
a
t
e
g
e
r
a
二
n
s
O
－
i
d
u
m
e
u
m
O
b
－
i
g
a
r
i
を
m
i
ロ
亡
S
こ
ロ
 
 

p
e
c
u
－
i
u
m
．
 
 

［
訳
］
 
し
か
し
、
船
主
が
自
分
の
権
力
中
に
い
る
と
こ
ろ
の
者
を
相
手
方
と
す
る
訴
権
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
彼
［
船
 
 

主
が
自
分
の
権
力
中
に
い
る
と
こ
ろ
の
者
］
の
意
思
（
召
－
u
ロ
t
a
S
）
に
よ
っ
て
船
主
と
な
る
場
合
に
の
み
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
 
 

も
権
力
中
に
船
主
を
持
つ
者
は
、
意
思
に
よ
る
場
合
に
は
全
額
で
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
（
e
舛
邑
u
n
t
a
t
e
i
n
s
。
－
i
d
u
m
t
e
n
e
n
t
u
r
）
。
な
ぜ
 
 

な
ら
海
商
は
重
大
な
公
の
利
益
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
支
配
人
（
i
n
s
t
i
t
O
r
）
に
つ
い
て
の
慣
行
は
同
じ
で
は
な
い
。
し
た
 
 

が
っ
て
、
主
人
が
知
っ
て
い
て
（
s
c
i
e
n
t
e
）
特
有
財
産
の
一
部
で
あ
る
財
（
m
e
r
舛
p
e
C
u
－
i
a
r
i
s
）
で
事
業
を
す
る
者
と
契
約
し
た
者
は
、
 
 

分
配
に
召
喚
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
（
i
n
t
r
i
b
u
t
u
m
召
C
a
n
t
u
r
）
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
主
人
は
知
っ
て
い
た
の
み
で
、
意
思
ま
で
も
 
 

あ
っ
て
船
長
と
契
約
し
た
の
で
は
な
い
場
合
に
は
、
意
思
に
よ
る
場
合
の
ご
と
く
に
全
額
で
の
訴
権
を
与
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
分
配
訴
権
 
 

を
範
と
す
る
訴
権
（
a
c
t
i
O
e
諾
m
p
－
O
t
r
i
b
u
t
O
r
i
a
e
）
を
与
え
る
の
か
。
疑
い
の
あ
る
場
合
に
は
告
示
の
文
言
に
従
う
方
が
よ
い
。
海
商
の
 
 

場
合
に
父
ま
た
闇
主
人
の
単
な
る
そ
し
て
裸
の
知
を
負
担
と
し
て
課
す
こ
と
よ
り
も
、
特
有
財
産
の
一
部
で
あ
る
財
［
で
事
業
を
す
る
］
場
 
 

合
に
お
い
て
意
思
を
全
額
債
務
に
拡
張
す
る
こ
と
よ
り
も
。
そ
し
て
、
p
O
m
p
O
n
i
u
s
が
示
す
の
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 

す
な
わ
ち
、
他
人
の
権
力
中
に
あ
り
、
［
そ
の
他
人
の
］
意
思
に
よ
っ
て
行
為
を
締
結
す
る
な
ら
ば
、
彼
［
そ
の
他
人
］
は
全
額
に
お
い
て
 
 

義
務
づ
け
ら
れ
る
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
特
有
財
産
の
範
囲
で
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
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exercitorinpotestateについて（口石）  

D
・
－
P
］
：
ナ
∴
忘
で
は
、
他
人
の
権
力
中
に
あ
る
者
が
そ
の
他
人
の
召
－
u
ロ
t
a
S
に
よ
っ
て
船
主
と
な
る
と
き
、
か
か
る
者
（
＝
船
主
を
自
 
 

分
の
権
力
中
に
持
つ
者
）
を
相
手
方
と
す
る
訴
権
が
与
え
ら
れ
る
、
と
の
原
則
が
述
べ
ら
れ
、
続
く
D
J
P
－
」
．
N
O
で
は
、
そ
の
際
彼
の
 
 

責
任
は
i
n
 
s
O
－
i
d
u
ヨ
（
全
額
）
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
者
が
召
－
u
n
t
a
s
で
は
な
く
単
に
s
c
i
e
n
t
i
a
の
と
き
に
は
、
 
 

i
n
s
t
i
t
O
r
の
場
合
と
の
対
比
で
、
分
配
訴
権
を
範
と
す
る
訴
権
（
a
c
t
i
O
e
諾
m
p
－
O
t
r
i
b
u
t
O
r
i
a
e
）
に
よ
っ
て
、
召
－
u
ロ
t
a
S
で
な
い
と
き
に
 
 

は
特
有
財
産
訴
権
（
a
c
t
i
。
d
e
p
e
邑
i
。
）
に
よ
っ
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
D
」
声
－
．
P
p
r
．
に
よ
れ
ば
、
奴
隷
が
船
主
の
場
合
 
 

に
、
主
人
の
邑
u
n
t
a
s
（
意
思
）
・
よ
C
i
e
n
t
i
a
（
知
）
」
g
ロ
O
r
a
n
t
i
a
（
不
知
）
に
よ
り
、
全
額
訴
権
（
a
c
t
i
O
i
ロ
S
O
－
i
d
u
m
）
－
準
分
配
訴
 
 

権
（
a
c
t
i
O
q
u
a
S
i
t
r
i
b
u
t
O
r
i
a
）
－
特
有
財
産
訴
権
（
a
c
t
i
O
d
e
p
e
c
u
－
i
O
）
 
で
主
人
は
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
。
 
 

上
述
の
根
拠
法
文
に
は
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
オ
の
部
分
が
含
ま
れ
て
お
り
、
船
主
A
の
権
力
保
持
者
＝
〃
の
邑
u
n
t
a
s
を
要
件
と
す
る
 
 

〃
の
全
額
責
任
、
と
い
う
原
則
は
古
典
期
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
す
る
論
者
の
代
表
は
、
D
e
M
a
r
t
i
n
O
で
あ
る
。
 
 

［
訳
］
 
も
し
奴
隷
が
主
人
の
意
思
（
邑
u
n
t
a
s
）
に
よ
ら
ず
船
主
と
な
れ
ば
、
彼
［
主
人
］
が
知
っ
て
い
れ
ば
（
s
c
i
e
n
t
e
）
準
分
配
訴
 
 

権
（
a
c
t
i
。
q
u
a
S
i
t
r
i
b
u
t
。
r
i
a
）
が
、
不
知
で
あ
れ
ば
（
i
g
n
O
r
a
ロ
t
e
）
特
有
財
産
訴
権
（
a
c
t
i
O
d
e
p
e
c
u
－
i
O
）
が
与
え
ら
れ
よ
う
。
 
 

D
．
－
料
」
．
P
p
r
．
（
P
a
u
－
u
s
概
略
録
第
六
巻
）
 
 
 

S
i
s
e
r
言
S
ロ
O
n
召
－
亡
ロ
t
a
t
e
d
O
m
i
n
i
n
a
詔
m
e
諾
r
C
u
2
r
i
－
宣
s
c
i
2
n
－
2
e
O
去
u
a
S
i
－
r
i
b
u
t
O
r
i
a
）
S
＝
g
n
O
r
a
n
t
e
－
d
e
p
e
c
u
－
i
O
a
C
t
i
O
 
 

d
a
b
i
t
u
r
．
 
 

2
 
 
従
来
の
e
莞
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
論
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論 説  

（
4
）
 
 
D
e
M
a
r
t
i
n
O
は
、
一
九
四
一
年
論
文
に
お
い
て
、
B
e
s
e
－
e
r
に
な
ら
い
、
D
」
中
一
」
∴
忘
の
e
i
u
s
q
u
e
召
】
u
n
t
a
t
2
n
a
詔
m
e
詑
r
C
u
e
r
i
t
 
 

（
5
）
 
の
語
を
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
オ
と
し
て
削
除
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
B
e
s
e
－
e
r
が
、
こ
の
原
則
を
p
O
S
t
C
－
a
s
s
i
c
と
し
な
が
 
 

ら
も
、
古
典
法
学
者
は
s
c
i
e
n
t
i
a
と
邑
u
n
t
a
s
と
の
区
別
を
し
な
か
っ
た
ゆ
え
に
〃
の
責
任
は
分
配
訴
権
（
a
c
t
i
O
t
r
i
b
亡
t
O
r
i
a
）
に
よ
っ
 
 

（
6
）
（
7
）
 
て
問
わ
れ
た
と
し
た
の
に
対
し
て
、
D
e
M
a
r
t
i
n
O
は
、
古
典
法
に
お
い
て
は
〃
の
責
任
は
特
有
財
産
訴
権
で
問
わ
れ
た
と
主
張
す
る
。
す
 
 

な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
〃
は
A
の
権
力
保
持
者
と
し
て
特
有
財
産
（
p
e
c
u
－
i
u
m
）
の
範
囲
で
責
任
を
負
う
の
が
原
則
で
あ
り
、
〃
の
全
額
責
 
 

任
と
い
う
上
述
の
原
則
は
そ
れ
に
対
す
る
違
反
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
違
反
を
正
当
化
す
る
た
め
に
D
．
サ
ド
］
「
】
・
N
O
で
し
め
さ
れ
る
理
 
 

由
付
、
す
な
わ
ち
海
商
は
公
益
に
関
わ
る
ゆ
え
に
〃
の
全
額
責
任
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
部
分
（
I
d
e
O
 
a
u
t
e
m
 
e
H
邑
亡
n
t
a
t
e
 
i
ロ
 
 

s
O
－
i
d
u
m
t
e
ロ
e
n
t
u
r
q
u
i
F
a
b
e
ロ
t
 
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
e
莞
r
C
i
t
O
r
e
m
ム
u
i
a
a
d
s
u
m
m
a
m
r
e
m
p
u
b
－
i
c
a
m
n
a
ま
u
m
e
諾
r
C
i
t
i
O
p
e
r
t
i
n
e
t
）
 
 

も
古
典
期
の
テ
キ
ス
ト
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
、
と
D
e
M
a
r
t
i
n
O
は
考
え
る
。
 
 

（
8
）
 
 
D
e
M
a
r
t
i
n
O
へ
の
批
判
は
、
ま
ず
P
u
g
－
i
e
s
e
に
．
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
p
亡
覧
e
s
e
は
、
D
e
M
a
r
t
i
ロ
○
の
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
オ
説
を
否
 
 

（
9
）
 
定
し
、
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
D
∴
E
．
：
∴
忘
は
、
D
e
M
a
r
t
i
n
O
が
言
う
よ
う
に
〃
の
責
任
を
特
有
財
産
に
限
定
す
る
た
め
の
特
別
の
 
 

告
示
を
し
め
す
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
な
ぜ
こ
れ
が
海
商
に
つ
い
て
の
み
発
布
さ
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
法
務
官
が
陸
上
で
の
そ
 
 

れ
よ
り
海
商
の
方
を
優
遇
し
ょ
う
と
し
た
の
は
不
思
議
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
船
長
の
締
結
し
た
行
為
の
結
果
が
最
終
的
に
は
〃
に
及
ぶ
こ
 
 

と
の
正
当
化
は
、
A
が
真
の
船
主
と
み
な
さ
れ
る
べ
し
と
の
原
則
（
し
た
が
っ
て
、
〃
の
奴
隷
や
家
子
は
〃
の
単
な
る
執
行
人
に
す
ぎ
な
 
 

（
1
0
）
 
い
）
 
の
中
に
み
い
だ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

（
〓
）
 
 
と
れ
に
対
し
D
e
M
a
r
t
i
n
O
は
P
u
g
－
i
e
s
e
へ
の
反
批
判
を
お
こ
な
っ
た
が
、
唯
一
限
定
さ
れ
た
ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
、
権
力
服
従
者
た
 
 

る
船
主
が
、
彼
の
権
力
保
持
者
の
召
－
u
n
t
a
s
に
よ
っ
て
、
船
主
と
い
う
自
分
の
職
務
の
範
囲
内
で
 
（
n
e
－
－
〉
a
m
b
i
t
O
d
e
〓
e
s
u
e
f
u
n
2
i
O
n
i
d
i
 
 

（
1
2
）
 
 

e
琶
C
i
t
O
r
）
行
為
を
締
結
し
た
場
合
に
の
み
、
上
述
の
原
則
の
古
典
性
を
認
め
㌃
に
至
っ
た
 

（
1
3
）
 
 
 

し
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exercitorinpotestateについて（口石）  

以
上
の
よ
う
に
、
従
来
の
議
論
は
上
述
の
三
法
文
を
も
と
に
展
開
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
〃
の
邑
u
n
t
a
s
に
よ
る
〃
の
全
額
責
任
 
 

（
1
6
）
 
と
い
う
原
則
の
古
典
性
が
問
わ
れ
た
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
古
典
性
は
承
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
〃
の
全
額
 
 

責
任
の
根
拠
と
し
て
の
〃
の
邑
u
n
t
a
s
の
具
体
的
内
容
や
意
味
、
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
船
主
が
e
琶
C
i
t
O
r
i
ロ
p
O
t
e
S
t
a
t
e
で
あ
る
こ
と
、
 
 

お
よ
び
、
船
主
（
A
）
－
船
長
（
B
）
－
第
三
者
（
C
）
の
三
者
関
係
に
A
の
権
力
保
持
者
A
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
 
 

の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
の
議
論
は
十
分
に
答
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

′  

（
1
4
）
 
種
の
〓
疋
の
職
務
範
囲
に
特
定
さ
れ
た
権
力
保
持
者
の
召
－
u
ロ
t
a
S
に
つ
い
て
は
典
拠
が
な
い
、
と
批
判
し
た
。
 
 
 

さ
ら
に
C
h
i
u
s
i
は
、
分
配
訴
権
研
究
の
立
場
か
ら
、
針
の
邑
邑
a
s
が
あ
れ
ば
〃
は
全
額
責
任
を
負
う
と
の
上
述
の
原
則
の
古
典
性
を
 
 

認
め
た
上
で
議
論
を
進
め
た
。
す
な
わ
ち
、
分
配
訴
権
の
二
つ
の
要
件
、
m
e
r
舛
p
e
C
u
－
i
a
r
i
s
と
s
c
i
e
n
t
i
a
p
a
t
r
i
s
乱
d
O
m
i
ロ
i
を
検
討
す
 
 

（
1
5
）
 
る
中
で
、
〃
の
邑
u
n
t
a
s
が
な
い
と
き
〃
の
責
任
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
ま
ず
 
 

i
n
s
t
i
－
。
r
の
場
合
に
は
、
た
と
え
〃
の
邑
u
n
t
a
s
が
あ
っ
て
も
〃
の
責
任
は
分
配
訴
権
に
よ
る
。
そ
の
理
由
は
m
e
r
舛
p
e
C
u
－
i
a
r
i
s
が
扱
わ
 
 

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
海
商
、
す
な
わ
ち
e
諾
r
C
i
t
i
O
 
n
a
象
は
も
と
も
と
m
e
r
舛
 
p
e
C
u
－
i
a
r
i
s
に
入
ら
な
い
。
し
か
し
、
 
 

U
富
a
n
u
s
は
、
m
e
r
舛
も
e
C
已
i
a
r
i
s
に
入
ら
な
い
部
分
に
も
分
配
訴
権
を
拡
張
す
る
必
要
か
ら
、
準
訴
権
の
形
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
 
 
 

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
A
が
召
－
u
n
t
a
s
で
は
な
く
S
C
i
e
n
t
i
a
の
場
合
に
は
準
分
配
訴
権
が
適
用
さ
れ
る
。
 
 

3
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論 説  

A
．
F
望
d
i
（
以
下
F
と
略
）
は
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
ロ
p
O
t
e
S
t
a
t
e
に
つ
い
て
の
一
九
九
八
年
論
文
に
先
行
し
て
、
以
下
の
二
論
文
を
発
表
し
た
。
 
 

（
1
7
）
 
 
ま
ず
一
九
九
五
年
論
文
で
は
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
「
船
主
」
を
し
め
す
用
語
の
変
遷
が
検
証
さ
れ
る
。
F
に
よ
れ
ば
、
e
諾
r
C
i
t
O
r
 
 

n
a
≦
．
S
は
も
と
も
と
は
「
船
主
」
で
は
な
く
、
船
主
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
権
力
に
服
従
す
る
船
長
を
し
め
す
用
語
で
あ
り
、
古
典
期
に
 
 

な
っ
て
船
主
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
が
、
古
典
後
の
時
代
に
は
、
ロ
a
ま
c
亡
－
a
r
i
u
s
〉
n
a
u
C
－
e
r
u
s
が
e
莞
r
C
i
t
O
r
n
a
ま
s
に
か
わ
っ
て
船
主
を
 
 

し
め
す
用
語
と
な
っ
た
。
 
 

（
1
8
）
 
 
 

次
の
一
九
九
六
年
論
文
で
は
、
法
史
料
の
分
析
か
ら
、
古
代
ロ
ー
マ
に
は
様
々
な
タ
イ
プ
の
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
（
＝
b
u
s
i
n
e
s
s
 
O
r
g
a
n
i
2
a
・
 
 

′  

（
1
9
）
 
 

t
i
O
n
）
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
、
そ
の
法
的
構
造
を
検
討
す
る
。
F
が
取
り
上
げ
る
の
は
以
下
の
三
タ
イ
プ
で
あ
る
。
 
 
 

（
Ⅰ
）
O
n
e
－
e
完
－
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
‥
自
権
者
た
る
船
主
・
事
業
主
（
e
莞
r
C
i
t
O
r
＼
ロ
e
g
O
t
i
a
t
O
r
 
S
u
i
 
i
u
r
i
s
）
が
、
船
長
・
支
配
人
を
任
命
 
 

（
p
r
a
e
p
O
S
i
t
i
O
）
す
る
場
合
［
図
1
］
 
 
 

（
‥
1
1
）
t
w
O
】
e
完
】
㌢
t
e
r
p
r
i
s
e
‥
家
子
・
奴
隷
の
よ
う
な
権
力
服
従
者
た
る
船
主
・
事
業
主
（
e
諾
r
C
i
t
O
r
＼
ロ
e
g
O
t
i
a
t
O
r
i
ロ
p
O
t
e
S
t
a
t
e
＝
 
 
 

A
）
が
自
分
の
特
有
財
産
（
p
e
c
u
－
i
u
m
）
 
で
事
業
す
る
場
合
。
A
の
上
に
は
権
力
保
持
者
た
る
家
長
・
主
人
＝
A
が
お
り
、
A
の
下
に
は
A
 
 

が
任
命
し
た
船
長
・
支
配
人
が
い
る
。
［
図
2
］
 
 
 

（
…
m
）
t
h
r
e
e
－
e
詔
－
e
ロ
t
e
r
p
r
i
s
e
‥
家
子
の
s
e
r
∃
S
p
e
C
u
－
i
a
r
i
s
、
奴
隷
の
s
e
r
∃
S
≦
．
C
a
r
i
u
s
が
船
主
・
事
業
主
と
し
て
活
動
す
る
場
合
。
 
 

彼
ら
の
上
に
は
家
子
・
奴
隷
が
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
家
長
・
主
人
が
い
る
。
［
図
3
］
 
 
 

こ
 

1
 
F
望
d
i
の
三
論
文
 
 

F
望
d
i
の
研
究
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図1：onelevelenterprise   
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論 説  

（
2
0
）
 
 

す
な
わ
ち
、
前
者
は
、
任
命
の
範
囲
で
主
人
の
財
産
（
m
e
r
舛
d
O
m
i
ロ
i
c
a
）
を
も
っ
て
活
動
す
る
単
な
る
m
a
n
a
g
e
r
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
 
 

後
者
は
、
自
分
の
p
e
c
u
－
i
u
m
で
事
業
を
す
る
独
立
の
事
業
主
で
あ
っ
て
、
q
u
a
s
i
〇
W
n
e
r
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
家
長
・
主
人
＝
〃
の
 
 

認
識
の
程
度
に
よ
っ
て
〃
の
責
任
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
〃
が
邑
u
n
t
a
s
－
S
C
i
e
n
t
i
a
J
g
n
O
r
a
邑
a
で
あ
る
場
合
に
、
〃
の
責
任
は
全
 
 

額
訴
権
－
分
配
訴
権
ま
た
は
準
分
配
訴
権
－
特
有
財
産
訴
権
ま
た
は
利
益
転
用
物
訴
権
（
a
c
t
i
O
 
i
n
r
e
m
完
r
S
O
）
 
に
よ
っ
て
各
々
問
わ
れ
 
 

（
2
1
）
 
 

る
。
 
 

（
2
2
）
 
一
九
九
八
年
論
文
で
は
、
e
琶
C
i
t
O
r
i
ロ
p
O
t
e
S
t
a
t
e
と
彼
の
家
長
・
主
人
＝
〟
と
の
関
係
、
〃
に
対
し
て
船
長
が
締
結
し
た
行
為
の
相
手
 
 

方
た
る
第
三
者
は
ど
の
よ
う
な
訴
権
を
持
つ
の
か
、
さ
ら
に
、
ロ
e
g
O
t
i
a
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
の
場
合
に
も
同
様
の
関
係
が
生
じ
る
の
か
、
と
 
 

い
う
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
F
も
ま
た
、
前
述
の
三
法
文
か
ら
出
発
す
る
。
 
 
 

ま
ず
、
D
．
－
や
ー
∵
「
］
忘
に
つ
い
て
、
F
は
一
九
九
五
年
論
文
の
成
果
を
も
七
に
e
詑
r
C
i
t
O
r
i
ロ
p
O
t
e
S
t
a
t
e
に
関
す
る
告
示
の
オ
リ
ジ
ナ
 
 

（
2
3
）
 
ル
テ
キ
ス
ト
を
再
構
成
す
る
。
そ
し
て
D
J
A
J
」
．
N
O
で
は
、
u
－
p
i
a
n
u
s
は
古
典
期
に
以
下
の
論
争
 
－
 
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
ロ
p
O
t
e
S
t
a
t
e
の
主
 
 

人
が
召
－
u
n
t
a
s
で
は
な
く
単
な
る
s
c
i
e
n
t
i
a
で
あ
る
場
合
（
d
u
m
t
a
欝
t
S
C
i
e
n
t
e
）
、
こ
の
主
人
は
召
－
u
n
t
a
s
の
場
合
と
同
じ
く
全
額
で
 
 

責
任
を
負
う
の
か
、
そ
れ
と
も
ロ
e
g
O
t
i
a
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
の
主
人
が
s
c
i
e
n
t
i
a
で
あ
る
場
合
の
分
配
訴
権
に
よ
る
責
任
を
範
と
す
る
の
 
 

（
2
 

4
）
 
 

（
2
5
）
 
 

P
p
r
と
の
対
比
を
行
な
う
 

か
か
る
法
文
の
検
討
を
も
と
に
F
は
、
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
の
場
合
、
〃
の
邑
u
n
t
a
s
が
あ
れ
ば
〃
は
全
額
訴
権
に
よ
っ
て
責
任
 
 

を
負
わ
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
の
召
－
u
n
t
a
s
は
、
p
r
a
e
p
O
S
i
t
i
O
の
よ
う
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る
と
い
う
意
思
を
意
味
す
る
の
で
は
な
 
 
 

2
 
F
望
d
i
の
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
ロ
p
O
t
e
S
t
a
t
e
論
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以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
F
は
、
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
の
場
合
を
船
長
・
支
配
人
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
別
の
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
t
y
p
e
 
 

に
属
す
る
も
の
と
し
て
扱
い
、
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
の
家
長
・
主
人
＝
〃
に
対
す
る
全
額
訴
権
を
船
長
訴
権
の
拡
張
で
は
な
い
、
と
主
 
 

張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
F
が
提
示
し
た
二
つ
の
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
t
y
p
e
自
体
の
分
析
に
関
し
て
は
不
十
分
な
点
が
残
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
 
 

に
主
人
の
側
が
m
e
r
舛
d
O
m
i
n
i
c
a
を
投
資
す
る
ケ
ー
ス
 
 

（
3
1
）
 
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
結
論
す
る
。
 
 

く
、
権
力
服
従
者
の
事
業
活
動
に
関
す
る
同
意
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
相
違
の
基
礎
に
は
、
一
九
九
六
年
論
文
で
あ
げ
た
e
n
t
e
r
．
 
 

（
2
6
）
 
p
r
i
s
e
t
y
p
e
（
i
）
、
（
‥
1
1
）
間
の
著
し
い
相
違
が
存
在
す
る
、
と
述
べ
る
。
そ
し
て
従
来
の
見
解
で
は
、
〃
に
対
す
る
全
額
訴
権
と
は
船
長
 
 

訴
権
の
こ
と
で
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
船
長
訴
権
の
適
用
範
囲
を
e
莞
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
に
も
拡
張
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
 
 

れ
る
が
、
F
は
こ
れ
を
批
判
し
、
〃
に
対
す
る
全
額
訴
権
の
基
礎
は
p
r
a
e
p
O
S
i
t
i
O
で
は
な
く
邑
u
n
t
a
s
で
あ
り
、
船
長
訴
権
と
の
相
違
 
 

（
2
7
）
 
を
過
小
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
〃
の
邑
u
n
t
a
s
に
よ
る
〟
の
全
額
責
任
は
n
e
g
O
t
i
a
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
に
は
み
ら
 
 

（
2
8
）
 
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
海
商
の
も
つ
公
益
性
に
よ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
〃
の
責
任
の
拡
張
と
い
う
経
済
的
要
請
が
働
く
の
に
対
し
て
、
 
 

′
（
2
9
）
 
n
e
g
O
t
i
a
t
O
r
i
ロ
p
O
t
e
S
t
a
t
e
の
場
合
碇
は
A
の
責
任
の
否
定
と
い
う
古
い
家
父
長
的
原
則
が
働
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
と
説
明
す
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
F
は
、
前
述
（
i
）
、
（
‥
n
）
 
の
タ
イ
プ
間
の
基
本
的
相
違
を
海
商
に
つ
い
て
強
調
し
た
。
す
な
わ
ち
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
ロ
p
O
t
e
S
・
 
 

（
3
0
）
 
t
a
t
2
は
自
分
の
p
e
c
u
－
i
u
m
で
事
業
す
る
の
で
あ
り
、
船
主
た
る
家
長
・
主
人
の
財
産
で
活
動
す
る
船
長
と
は
異
な
る
。
さ
ら
に
、
主
人
と
 
 

権
力
服
従
者
と
の
j
O
i
邑
完
n
t
u
r
e
S
と
も
言
え
る
i
m
p
r
e
s
a
m
i
s
t
a
（
混
合
的
な
事
業
）
 
－
 
た
と
え
ば
船
長
・
支
配
人
に
任
命
さ
れ
た
者
 
 

が
自
分
が
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
す
る
事
業
に
自
分
の
p
e
c
u
－
i
u
m
を
投
資
し
た
り
、
逆
に
、
e
莞
r
C
i
t
O
r
（
n
e
g
O
t
i
a
t
O
r
）
i
ロ
p
O
t
e
S
t
a
t
e
の
事
業
 
 

3
 
F
巴
d
i
へ
の
批
判
 
 

の
存
在
も
想
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
（
i
）
、
（
‥
1
1
）
 
の
相
互
関
係
も
考
察
の
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説
 
も
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
ロ
p
O
t
e
S
t
a
t
e
と
い
う
存
在
、
す
な
わ
ち
権
力
服
従
者
が
船
主
と
な
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
な
る
検
討
の
余
地
 
 

紛
 
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

け
 
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
の
役
割
 
 
 

F
の
一
連
の
論
文
に
お
い
て
ま
ず
問
題
な
の
は
、
彼
が
法
史
料
、
す
な
わ
ち
D
i
g
e
s
t
a
を
中
心
と
し
た
い
わ
ゆ
る
法
律
的
文
献
史
料
を
考
 
 

察
の
対
象
に
す
る
に
と
ど
ま
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
F
も
一
九
九
五
年
論
文
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
 
 

も
そ
も
「
船
主
」
を
意
味
す
る
用
語
の
歴
史
的
変
遷
と
い
う
問
題
が
存
在
し
、
し
た
が
っ
て
e
諾
r
C
i
t
。
r
i
ロ
p
。
t
e
S
t
a
t
e
に
あ
た
る
事
例
を
、
 
 

法
史
料
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
資
料
（
非
法
律
的
文
献
史
料
や
碑
文
等
）
か
ら
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
抽
出
す
る
の
か
、
と
い
う
前
提
的
 
 

（
3
2
）
 
な
問
題
が
残
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
e
莞
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
が
海
商
業
全
体
の
人
的
構
造
の
中
で
果
た
す
役
割
や
位
置
付
は
ど
の
よ
う
に
 
 

（
3
3
）
 
考
え
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
F
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
 
 

拗
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
t
y
p
e
に
つ
い
て
 
－
F
望
d
i
と
J
u
g
－
a
r
／
分
析
の
た
め
の
二
つ
の
方
向
 
 
 

F
は
、
従
来
の
研
究
で
は
、
e
莞
r
C
i
t
O
r
＼
n
e
g
O
t
i
a
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
と
m
a
g
i
s
t
e
r
ロ
a
ま
s
＼
i
邑
i
t
。
r
と
の
間
の
基
本
的
相
違
が
常
に
明
 
 

（
3
4
）
 
確
に
示
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
す
る
。
 
 

（
3
5
）
 
 
し
か
し
、
・
た
と
え
ば
l
u
g
－
a
r
は
す
で
に
一
八
九
四
年
の
著
書
で
、
商
業
活
動
に
お
い
て
奴
隷
を
使
用
す
る
二
つ
の
方
法
と
し
て
、
①
 
 

e
s
c
－
a
完
S
p
r
甘
O
S
紛
（
任
命
さ
れ
た
奴
隷
）
②
e
s
c
－
a
完
S
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
亡
r
S
（
奴
隷
事
業
家
）
を
提
示
し
た
。
 
 

①
は
、
奴
隷
を
支
配
人
や
船
長
に
任
命
し
、
主
人
に
代
わ
っ
て
事
業
を
さ
せ
る
場
合
で
、
主
人
は
a
s
s
。
C
i
佃
e
n
ロ
。
m
C
。
u
e
C
t
i
f
（
合
名
 
 

会
社
社
員
［
の
よ
う
な
無
限
責
任
社
員
］
）
と
し
て
、
奴
隷
が
締
結
し
た
行
為
に
つ
い
て
p
r
a
e
p
。
S
菅
。
（
任
命
）
の
範
囲
で
責
任
を
負
う
。
 
 
 

②
は
、
奴
隷
に
p
e
c
u
－
i
u
m
（
特
有
財
産
）
を
与
え
、
そ
れ
を
も
っ
て
主
人
と
は
独
立
し
て
事
業
を
営
ま
せ
る
場
合
で
、
こ
こ
で
は
主
人
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（
3
6
）
 
は
い
わ
ば
c
O
m
m
a
n
d
i
t
a
i
r
2
｛
有
限
責
任
社
員
）
の
役
割
を
演
じ
る
。
そ
し
て
l
u
g
－
a
r
は
」
主
人
と
p
e
c
u
－
i
u
m
を
持
つ
奴
隷
と
の
間
に
 
 

（
3
7
）
 
は
、
s
。
C
i
諾
（
「
組
合
」
）
が
、
法
律
上
で
は
な
く
潜
在
的
な
状
態
で
存
在
す
る
と
説
明
す
る
。
こ
の
s
O
C
i
諾
は
、
奴
隷
・
主
人
双
方
に
利
 
 

益
を
与
え
色
す
な
わ
ち
、
主
人
が
奴
隷
に
資
本
の
管
理
を
任
せ
る
事
に
よ
っ
て
、
奴
隷
に
は
あ
る
程
度
ま
で
独
立
性
と
人
格
が
、
最
終
的
 
 

に
は
解
放
に
よ
る
自
由
の
見
通
し
が
与
え
ら
れ
る
。
他
方
、
主
人
は
商
業
活
動
に
従
事
せ
ず
に
、
ま
た
そ
れ
に
付
随
す
る
不
名
誉
を
被
る
こ
 
 

（
謂
）
 
と
な
く
、
財
産
を
利
殖
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
s
O
C
i
聖
払
は
保
護
者
と
被
解
放
者
と
の
間
に
も
存
在
す
る
。
 
 

（
3
9
）
 
 
こ
の
よ
う
に
l
u
g
－
a
r
の
あ
げ
る
①
、
②
の
相
違
は
、
奴
隷
が
p
e
c
u
－
i
u
m
を
も
っ
て
事
業
す
る
の
か
否
か
と
い
う
点
で
、
前
述
の
F
の
 
 

二
つ
の
2
ロ
t
2
r
p
r
i
s
2
t
y
p
e
（
i
）
、
（
‥
1
1
）
と
共
通
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
は
、
次
の
二
つ
の
方
向
が
示
さ
れ
る
も
の
と
考
 
 

え
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
p
e
c
u
－
i
u
m
を
媒
介
と
し
な
い
関
係
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
p
r
a
e
p
O
S
i
t
i
O
が
家
長
・
主
人
と
家
子
・
奴
隷
と
を
結
 
 

び
付
け
る
。
第
二
は
p
2
C
u
－
i
u
m
を
媒
介
と
す
る
関
係
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
p
e
c
u
－
i
u
m
と
い
う
形
で
家
長
・
主
人
と
家
子
・
奴
隷
が
財
を
 
 

シ
ェ
ア
す
る
関
係
（
J
u
g
－
a
r
は
s
O
C
i
聖
和
と
呼
ぶ
）
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
の
基
本
的
廉
理
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
 
 

今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。
 
 
 

F
に
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
し
か
し
、
p
r
a
e
p
O
S
i
t
i
O
に
つ
い
て
は
、
代
理
論
の
産
物
で
あ
る
代
理
権
（
く
○
－
－
m
a
c
h
t
）
 
 

（
4
0
）
 
概
念
と
結
び
付
け
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
従
来
の
議
論
に
対
し
、
代
理
と
は
切
り
離
さ
れ
た
新
た
な
視
点
で
の
議
論
が
必
要
で
あ
る
。
他
方
で
、
 
 

D
i
 
P
O
r
t
O
は
、
複
数
の
人
間
．
に
よ
る
事
業
経
営
（
p
－
u
r
i
u
m
 
e
諾
r
C
i
t
i
O
n
e
g
O
t
i
a
t
i
O
n
i
s
）
の
形
態
を
研
究
す
る
に
際
し
て
、
p
e
c
u
－
i
u
m
 
 

（
4
1
）
 
を
基
礎
と
す
る
事
業
主
の
有
限
責
任
の
類
型
を
提
示
し
、
ロ
ー
マ
に
も
近
代
の
会
社
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
た
と
主
張
し
た
。
 
 

（
4
2
）
 
 

D
i
 
P
O
r
t
O
の
こ
の
説
明
に
対
し
て
は
批
判
も
あ
る
が
」
p
e
c
u
－
i
u
m
を
媒
介
と
す
る
関
係
・
財
の
シ
ェ
ア
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
多
く
 
 

（
4
3
）
 
の
示
唆
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
F
の
2
莞
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
論
に
は
ま
だ
未
解
決
の
問
題
点
が
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
今
後
 
 

の
見
通
し
を
つ
け
る
べ
く
、
法
史
料
に
お
け
る
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
ロ
p
O
t
e
S
t
a
t
e
事
例
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
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（
4
4
）
 
 
 

法
史
料
に
お
い
て
e
詑
r
C
i
t
O
r
 
i
n
 
p
O
t
e
S
t
a
t
e
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
は
、
別
表
に
示
し
た
一
八
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
 
 

e
眉
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
の
家
長
・
主
人
＝
〃
の
邑
u
n
t
a
s
に
よ
っ
て
〃
が
全
額
責
任
を
負
う
の
は
七
例
（
事
例
番
号
1
、
2
、
6
、
8
、
 
 

（
4
5
）
 
1
0
、
巧
 
1
7
）
 
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
船
長
訴
権
の
み
な
ら
ず
、
船
主
の
引
受
契
約
や
、
船
主
に
対
す
る
事
実
訴
権
が
扱
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も
 
 

含
ま
れ
る
。
以
下
そ
れ
ら
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
 
 

回
 
船
長
訴
権
の
場
合
 
 
 

6
は
、
前
述
の
よ
う
に
e
莞
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
の
問
題
を
論
ず
る
際
の
根
拠
法
文
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
（
Ⅱ
章
参
照
）
8
は
、
Ⅲ
 
 

〃
 
 

章
で
見
た
よ
う
に
F
が
t
F
r
e
e
－
e
乱
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
と
よ
ぶ
タ
イ
プ
の
典
型
で
、
〃
が
奴
隷
・
家
子
で
さ
ら
に
そ
の
上
に
A
と
し
て
主
人
・
家
 
 

′  

′
（
4
6
）
〃
 
長
が
登
場
す
る
。
こ
こ
で
は
、
〃
の
み
な
ら
ず
A
の
邑
u
ロ
t
a
S
に
つ
い
て
、
〃
、
〃
の
責
任
が
問
題
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
A
が
 
 

′
 
 

〃
 
 

邑
u
n
t
a
s
の
と
き
に
は
A
は
全
額
責
任
を
負
う
。
A
が
邑
u
ロ
t
a
S
で
な
く
て
〃
が
邑
u
n
t
a
s
で
あ
れ
ば
、
〃
（
家
子
の
場
合
）
は
全
額
 
 
 

責
任
を
負
う
が
、
〃
は
少
な
く
と
も
特
有
財
産
訴
権
に
よ
る
責
任
を
負
う
。
1
0
、
1
5
で
は
船
主
A
は
共
有
奴
隷
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
A
が
 
 

（
4
7
）
 
複
数
存
在
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
〃
の
う
ち
一
人
の
邑
u
n
t
a
s
が
あ
れ
ば
、
〟
の
各
々
に
対
し
て
全
額
訴
権
を
提
起
で
き
る
。
 
 

′
 
 

以
上
旧
例
の
う
ち
e
琶
C
i
－
O
r
i
n
p
O
－
e
s
－
a
－
2
の
典
型
と
も
言
う
べ
き
ケ
ー
ス
は
6
の
み
で
あ
り
、
8
で
は
キ
1
0
、
1
5
で
は
複
数
の
〃
 
 

（
4
8
）
 
 

と
い
う
別
の
要
素
が
含
ま
れ
る
。
 
 

㈲
 
引
受
契
約
の
場
合
 
 
 

以
下
二
例
は
船
主
、
旅
館
の
主
人
、
厩
の
主
人
が
そ
の
営
業
の
執
行
に
際
し
て
預
か
っ
た
物
品
に
つ
き
、
安
全
た
る
べ
き
こ
と
を
引
き
受
 
 

け
る
無
方
式
の
合
意
r
e
c
e
p
t
u
m
n
a
u
t
a
r
u
m
〉
C
a
亡
p
O
n
u
m
e
t
S
t
a
b
u
－
a
r
i
O
r
u
m
（
船
主
、
旅
館
の
主
人
、
厩
の
主
人
の
引
受
契
約
）
 
に
関
 
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
1
7
は
家
長
の
召
－
u
n
t
a
s
に
よ
り
家
子
が
船
主
に
な
る
と
き
、
家
子
が
安
全
を
引
き
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
家
長
は
全
 
 

Ⅳ
 
e
莞
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
事
例
の
分
析
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前
述
F
の
研
究
は
何
の
み
を
対
象
と
す
る
。
し
か
し
㈲
何
で
も
〃
の
邑
u
n
t
a
s
に
よ
る
針
の
全
額
責
任
と
い
う
問
題
が
あ
ら
わ
れ
る
。
 
 

こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
 
 
 

F
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
e
莞
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
と
は
、
b
u
s
i
n
e
s
s
m
a
n
a
g
e
r
で
あ
る
船
長
と
違
っ
て
、
自
分
の
p
e
c
u
－
i
u
m
で
事
 
 

業
す
る
独
立
の
事
業
主
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
家
長
・
主
人
は
直
接
の
当
事
者
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
乳
a
t
e
が
 
 

自
ら
船
長
を
任
命
し
、
そ
の
船
長
が
締
結
し
た
行
為
に
つ
い
て
船
主
と
し
て
責
任
を
負
う
。
さ
ら
に
、
船
主
と
し
て
自
ら
締
結
し
た
引
受
契
 
 

約
か
ら
、
ま
た
船
員
等
使
用
人
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
船
主
と
し
て
責
任
を
負
う
。
一
方
、
船
長
の
行
為
の
相
手
方
・
引
受
契
約
の
相
手
 
 

′
 
方
・
船
員
の
不
法
行
為
の
被
害
者
は
、
e
諾
r
C
i
t
O
r
 
i
n
 
p
O
t
e
S
t
a
t
e
（
A
）
の
家
長
・
主
人
（
A
）
の
責
任
を
附
加
的
性
質
の
訴
権
（
a
c
t
i
O
 
 

a
d
i
2
C
t
i
c
a
2
q
u
a
－
i
t
a
t
i
s
）
で
問
う
ナ
」
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
A
－
A
間
に
p
e
c
u
－
i
u
m
が
介
在
す
る
の
み
で
あ
れ
ば
、
〃
の
責
任
は
 
 

特
有
財
産
訴
権
（
A
の
s
c
i
e
n
t
i
a
と
m
e
r
舛
p
e
C
u
許
r
i
s
が
あ
れ
ば
準
分
配
訴
権
）
で
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
全
額
責
任
に
は
な
ら
な
い
。
 
 

〃
の
責
任
が
全
額
責
任
に
な
る
た
め
に
は
〃
の
邑
u
n
t
a
s
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
e
責
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
を
め
ぐ
る
 
 

′  

（
4
9
）
 
額
で
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
、
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
1
で
は
、
奴
隷
・
家
子
が
主
人
・
家
長
の
召
－
u
n
t
a
s
に
よ
り
船
主
あ
る
い
は
旅
館
や
厩
 
 

の
主
人
と
な
る
場
合
、
奴
隷
・
家
子
が
引
受
契
約
を
締
結
す
れ
ば
主
人
・
家
長
は
全
額
に
お
い
て
訴
求
さ
れ
、
召
－
u
ロ
t
a
S
な
し
の
場
合
に
は
 
 

（
5
0
）
 
主
人
・
家
長
は
特
有
財
産
訴
権
に
よ
っ
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
。
 
 

何
 
事
実
訴
権
の
場
合
 
 
 

船
主
、
旅
館
の
主
人
、
厩
の
主
人
は
、
そ
の
使
用
人
が
加
え
た
損
害
に
つ
い
て
、
船
主
、
旅
館
の
主
人
、
厩
の
主
人
に
対
す
る
事
実
訴
権
 
 

（
a
c
t
i
O
 
i
n
f
a
c
t
u
m
）
 
に
よ
っ
て
二
倍
額
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
。
2
は
こ
の
事
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
奴
隷
・
家
子
が
主
人
・
家
長
の
 
 

召
－
u
n
t
a
s
に
よ
り
船
主
あ
る
い
は
旅
館
や
厩
の
主
人
と
な
る
場
合
に
は
、
主
人
・
家
長
は
全
額
で
こ
の
訴
権
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

（
5
1
）
 
 
ヽ
」
 
O
 
 

L
V
 
 

70（4・305）1087   



論 説  

関
係
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
く
○
－
u
n
t
a
s
の
も
つ
意
味
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
F
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
召
－
亡
n
t
a
S
は
p
r
a
e
p
O
S
i
t
i
O
と
は
異
な
っ
て
単
な
る
同
意
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、
ロ
ー
マ
 
 

の
法
学
者
達
は
明
ら
か
に
A
－
〃
の
関
係
を
格
付
け
す
る
こ
と
に
専
念
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
主
観
的
な
関
係
の
タ
イ
プ
（
召
－
u
n
t
a
s
 
 

′ 

（
5
2
）
 
 

1
S
C
i
e
n
t
i
a
J
g
n
O
r
a
邑
a
－
こ
れ
が
A
の
責
任
を
決
定
す
る
）
む
区
別
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
邑
u
n
t
a
s
に
 
 

服
そ
れ
以
上
の
積
極
的
な
意
味
は
な
い
の
か
。
単
な
る
同
意
だ
け
で
、
〃
は
A
の
行
為
に
つ
い
て
あ
た
か
も
自
身
が
行
為
の
主
体
で
あ
る
か
 
 

の
よ
う
に
全
額
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
し
て
さ
ら
に
召
F
n
t
a
s
を
媒
介
と
す
る
こ
の
関
係
は
、
Ⅲ
－
3
で
み
た
p
e
c
u
－
i
亡
m
 
 

（
5
3
）
 
 

を
軸
と
す
る
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
t
y
p
e
の
二
つ
の
方
向
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
の
解
明
も
ま
た
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
 
 

註
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

D
i
e
E
n
t
w
i
k
ど
n
g
d
e
r
s
i
c
F
a
u
f
d
e
r
S
c
h
i
f
f
e
r
b
e
z
i
e
h
e
n
d
e
n
T
e
r
m
i
n
O
】
O
g
i
e
i
m
r
α
m
i
s
c
h
e
n
R
e
c
貫
T
R
召
－
．
琵
（
－
諾
芦
p
．
T
P
（
以
下
F
 
 
 

①
と
す
る
）
 
 
 

R
e
m
a
r
k
s
O
n
t
h
e
訂
g
－
s
t
r
u
c
t
u
r
e
O
f
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
i
n
R
O
m
a
n
－
a
w
〉
R
i
D
A
召
－
．
お
（
－
憲
芦
p
．
－
遥
1
N
u
．
（
以
下
F
②
と
す
る
）
 
 
 

L
a
r
e
s
p
O
n
S
a
b
i
－
i
t
抑
d
e
目
釘
完
n
t
e
p
O
t
e
S
t
抑
p
e
r
a
t
t
i
c
O
m
p
i
u
t
i
d
a
〓
、
e
莞
r
C
i
t
O
r
S
u
O
S
O
t
t
O
p
O
S
t
O
－
S
D
H
【
召
－
．
澄
（
－
憲
∞
）
も
．
【
遥
・
N
声
（
以
下
 
 
 

F
③
と
す
る
）
 
 
 

な
お
、
A
．
F
望
d
i
は
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
の
語
を
b
u
s
i
n
e
s
s
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
O
n
の
意
味
で
使
う
。
（
F
㊥
｝
p
．
－
∞
紆
）
 
 

（
3
）
 
〇
．
L
e
n
e
－
〉
D
a
s
E
d
i
c
t
u
m
P
e
r
p
e
t
u
u
m
－
L
e
i
p
z
i
g
－
荒
べ
〉
N
．
N
e
u
d
r
．
d
e
r
∽
．
A
u
f
－
．
－
W
i
e
s
b
a
d
e
n
－
讐
庭
S
．
N
∽
記
．
 
 

（
4
）
 
F
．
D
e
M
a
r
t
i
n
O
Y
 
S
t
u
d
i
 
s
u
〓
〉
宍
t
i
O
 
e
莞
r
C
i
t
O
r
i
a
－
R
i
≦
．
S
t
a
d
e
】
d
i
r
i
t
t
O
 
d
各
a
 
N
a
ま
g
a
z
i
O
n
e
㌧
ヨ
I
L
・
N
（
－
澄
－
）
〉
p
．
？
〕
－
［
＝
D
i
r
i
t
t
O
 
 
 

e
c
O
n
O
m
i
a
e
s
O
C
i
e
t
抑
n
e
－
m
O
n
d
O
r
O
m
a
n
O
J
D
i
r
i
t
t
O
p
r
i
く
a
t
O
〉
N
a
p
O
－
i
－
涙
顔
p
．
無
季
ム
ー
芦
 
 

（
5
）
 
F
．
D
e
M
a
r
t
i
ロ
○
〉
O
p
．
C
i
t
．
｝
p
．
N
干
N
∽
．
 
 

（
6
）
 
G
．
B
e
s
e
－
e
r
〉
R
O
m
a
n
i
s
t
i
s
c
h
e
S
t
u
d
i
e
n
〉
S
N
B
d
．
焉
（
－
器
ゴ
〉
S
．
設
・
誌
．
 
 
 

K
．
W
i
e
s
m
E
－
e
r
｝
R
E
．
－
S
u
p
p
－
e
m
e
n
t
b
a
n
d
舛
Ⅰ
Ⅰ
こ
当
○
｝
S
．
〕
3
一
 
 

A
．
F
望
d
i
に
は
以
下
の
三
論
文
が
あ
る
。
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（
7
）
 
F
．
D
e
M
a
r
t
i
n
O
－
O
p
．
C
i
t
．
も
．
N
干
N
N
．
 
 

（
8
）
 
G
・
P
u
g
詳
計
I
n
t
e
m
a
d
i
《
a
C
t
i
O
e
莞
r
C
i
t
O
r
i
a
》
Y
L
a
b
e
O
言
－
一
芸
誤
ゴ
ー
p
．
〕
○
∞
・
〕
芦
 
 

（
9
）
 
G
．
P
u
g
－
i
e
s
e
－
O
p
．
C
i
t
．
も
．
〕
N
T
〕
N
〕
．
 
 

（
1
0
）
 
G
・
P
u
g
－
i
2
S
2
）
O
p
．
C
i
t
．
〉
p
．
〕
会
・
〕
芦
 
D
e
M
a
r
t
i
n
O
は
、
こ
の
告
示
は
特
有
財
産
訴
権
に
つ
い
て
の
告
示
に
先
立
つ
も
の
で
あ
り
、
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
n
 
 

p
。
t
e
S
t
a
t
e
の
権
力
保
持
者
＝
〃
の
責
任
を
特
有
財
産
の
範
囲
で
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
古
典
期
後
の
法
学
校
は
、
特
有
財
産
訴
権
の
承
 
 
 

認
後
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
て
い
た
こ
の
告
示
の
条
項
を
も
と
に
し
て
、
〃
の
邑
u
n
t
a
s
に
よ
る
〃
の
全
額
責
任
と
い
う
異
な
る
理
論
を
打
ち
出
し
た
、
 
 
 

と
説
明
す
る
（
F
．
D
e
M
a
r
t
i
n
O
〉
O
p
．
C
F
〉
p
．
〕
干
芦
）
。
こ
れ
に
対
し
て
P
u
g
－
i
e
s
e
は
、
D
e
M
a
r
t
i
n
O
の
よ
う
に
考
え
る
と
特
別
条
項
（
D
J
A
J
」
．
 
 

－
竺
が
一
般
条
項
（
特
有
財
産
訴
権
）
に
先
行
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
に
特
別
条
項
の
一
般
条
項
へ
の
再
吸
収
が
な
ぜ
行
わ
れ
な
い
の
か
、
ま
 
 
 

た
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
な
ぜ
法
学
者
は
特
有
財
産
訴
権
で
は
な
く
て
船
長
訴
権
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
が
説
明
さ
れ
ず
、
さ
ら
 
 
 

に
最
大
の
障
害
と
し
て
〃
の
邑
u
n
t
a
s
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
特
有
財
産
訴
権
の
効
果
に
違
い
が
な
い
と
す
れ
ば
、
〃
の
邑
u
n
t
a
s
に
つ
い
て
の
言
及
 
 
 

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
す
べ
て
削
除
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
法
文
上
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
、
と
し
て
批
判
し
た
。
 
 

（
1
1
）
 
F
・
D
2
M
a
r
t
i
n
O
〉
A
n
c
O
r
a
S
u
u
、
《
a
C
t
i
O
e
莞
r
C
i
t
O
r
i
a
》
↑
a
b
e
O
▲
く
○
－
．
三
－
誤
∞
）
〉
p
．
N
苫
・
〕
芦
 
 

（
望
 
F
・
D
e
M
a
r
t
i
n
O
も
p
．
C
i
t
．
－
p
．
N
芦
 
さ
ら
に
F
．
D
e
M
a
r
t
i
n
O
－
e
諾
r
C
i
t
O
r
｝
N
N
D
－
＜
○
】
．
三
－
宗
芦
p
．
－
○
岩
⊥
○
芦
 
 

（
崇
 
S
・
E
・
W
u
n
n
2
r
〉
C
O
n
t
r
a
C
t
u
S
．
S
e
i
n
W
O
r
t
g
e
b
r
a
u
c
h
u
n
d
W
i
〓
e
n
s
g
e
h
a
－
〓
m
k
－
a
s
s
i
s
c
h
e
n
r
α
ヨ
i
s
c
h
e
n
R
e
c
h
t
云
望
n
－
慧
庭
S
．
－
N
：
〕
N
．
 
 

（
1
4
）
 
S
．
E
．
W
u
n
n
e
r
も
．
a
．
〇
．
〉
S
．
－
∽
N
．
 
 

（
ほ
）
 
T
↑
C
h
i
u
s
i
〉
C
O
n
t
r
i
b
u
t
O
a
〓
O
S
t
u
d
i
O
d
e
日
直
i
t
t
O
《
D
e
t
i
r
i
b
u
t
O
r
i
a
a
c
t
i
O
n
e
》
〉
R
O
m
a
－
遥
∽
も
一
∽
N
T
〕
N
N
．
 
 

（
1
6
）
 
K
一
W
i
e
s
m
已
－
e
r
も
ー
a
．
〇
．
〉
S
．
冥
岩
f
．
 
 

（
1
7
）
 
前
掲
註
（
2
）
F
①
 
 

（
1
8
）
 
前
掲
註
（
2
）
F
②
 
 

（
1
9
）
 
F
は
各
e
n
t
e
r
p
r
i
s
2
t
y
p
e
の
構
造
と
そ
れ
に
対
応
す
る
家
長
・
主
人
の
責
任
に
つ
い
て
l
覧
表
を
作
成
す
る
。
（
F
㊥
p
．
－
琵
⊥
芦
）
 
 

（
2
0
）
 
F
㊥
p
．
－
望
T
－
∞
∞
．
 
 

（
2
1
）
 
F
㊥
p
．
－
0
0
∞
⊥
∽
戸
 
 

（
2
2
）
 
前
掲
註
（
2
）
F
③
 
 

（
警
 
F
は
ま
ず
、
D
∴
忘
∵
「
－
∴
忘
に
つ
い
て
、
i
s
q
u
i
ロ
a
詔
m
e
莞
r
C
u
e
r
i
t
と
い
う
遠
回
し
な
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
奇
妙
で
あ
り
、
告
示
に
つ
 
 
 

い
て
一
般
に
認
め
ら
れ
る
ス
タ
イ
ル
と
ほ
と
ん
ど
調
和
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
原
因
を
F
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
前
述
の
一
九
九
五
年
 
 

論
文
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
e
莞
r
C
i
t
O
r
の
語
の
意
味
の
変
化
、
す
な
わ
ち
、
e
莞
r
C
i
t
O
r
は
そ
も
そ
も
任
命
さ
れ
る
側
の
人
間
を
示
し
て
い
た
が
、
や
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が
て
任
命
す
る
側
の
人
間
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
お
そ
ら
く
永
久
告
示
録
の
起
草
者
で
あ
ろ
う
S
2
r
き
s
E
i
a
n
u
s
は
、
2
諾
r
C
i
t
O
r
の
 
 

語
の
使
用
を
避
け
よ
う
と
し
て
上
述
の
遠
回
し
な
表
現
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ち
に
F
は
、
I
n
a
－
i
e
n
a
p
O
t
2
S
－
a
－
e
と
い
う
抽
象
的
な
表
現
は
後
代
 
 

の
一
般
化
の
発
展
の
結
果
で
あ
り
、
元
々
は
権
力
保
持
者
と
し
て
の
家
長
・
主
人
が
告
示
中
で
は
示
さ
れ
て
い
た
（
お
そ
ら
く
最
初
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
 
 

i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
d
O
m
i
n
i
で
後
か
ら
i
n
p
O
t
e
S
－
a
－
2
p
a
－
↑
i
s
d
O
m
i
n
i
＆
と
す
る
。
そ
し
て
、
告
示
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
を
次
の
よ
う
に
再
構
成
す
 
 

る
（
F
◎
p
．
－
∞
：
∞
莞
S
i
（
n
a
u
t
a
）
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
（
d
O
m
i
n
i
）
e
r
i
t
e
i
u
s
q
e
邑
u
n
t
a
t
e
n
a
完
m
e
諾
r
C
u
e
阜
q
u
O
d
c
u
m
（
e
莞
r
C
i
t
O
r
。
）
。
i
。
S
 
 

g
e
s
t
u
m
e
r
i
－
）
i
n
（
d
O
m
i
n
u
m
）
i
u
d
i
c
i
u
m
d
a
b
O
■
 
 

（
聖
 
F
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
争
を
し
め
す
の
が
S
e
d
～
d
a
b
i
m
u
s
の
部
分
で
あ
る
が
、
u
－
p
i
a
n
u
s
は
、
そ
の
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
A
t
 
i
n
s
t
i
t
O
r
u
m
 
n
。
n
 
 

i
d
e
m
u
s
u
s
e
s
t
以
下
で
、
支
配
人
に
関
わ
る
別
の
責
任
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
れ
は
、
支
配
人
を
任
命
す
る
者
が
い
わ
ゆ
る
権
力
服
従
者
で
あ
る
場
合
 
 

（
F
に
よ
れ
ば
n
e
g
O
t
i
a
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
．
み
よ
、
F
㊥
p
・
－
慧
こ
こ
豆
、
そ
の
主
人
が
s
c
i
2
n
－
i
a
で
あ
れ
ば
同
人
は
分
配
訴
権
に
よ
る
責
任
を
負
わ
さ
 
 

れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
で
、
こ
れ
を
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
n
p
O
t
e
S
t
a
－
e
の
ケ
ー
ス
と
対
比
さ
せ
、
さ
ら
に
前
述
の
S
e
d
以
下
の
部
分
を
論
理
的
に
す
る
た
め
に
、
 
 

F
は
S
e
d
の
前
に
以
下
の
一
文
を
補
充
す
る
。
（
U
n
d
e
s
u
n
t
q
u
i
p
u
t
a
n
t
e
t
i
a
m
d
O
m
i
n
u
m
d
u
m
t
a
髭
t
S
C
i
2
n
t
2
m
i
n
s
O
－
i
d
u
m
t
e
n
e
r
i
）
・
 
 
 

こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
じ
官
a
n
u
s
の
解
釈
は
、
〟
の
無
限
責
任
の
拡
張
を
回
避
す
る
も
の
で
あ
り
（
I
n
 
r
e
 
s
e
r
各
e
）
、
海
商
の
場
合
A
の
単
な
る
 
 

s
c
i
e
n
t
i
a
を
邑
u
n
t
a
s
と
み
な
し
た
り
、
海
商
以
外
の
ヨ
e
r
舛
p
e
C
u
－
i
a
r
i
s
で
の
商
取
引
の
場
合
、
〃
の
邑
u
n
t
a
s
を
海
商
の
場
合
の
邑
u
n
t
a
s
と
 
 
 

み
な
し
て
全
額
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
（
F
㊥
p
・
－
∞
？
－
∞
巴
 
 

（
空
 
D
」
：
」
．
N
O
の
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
、
u
－
p
i
a
n
u
s
は
P
O
m
p
O
n
i
u
s
を
引
き
な
が
ら
、
〃
が
邑
u
n
t
a
s
の
と
き
に
は
全
額
（
i
n
s
O
－
i
d
u
m
）
 
 

で
、
そ
う
で
な
い
と
き
（
s
i
m
i
n
u
s
）
は
特
有
財
産
の
範
囲
で
（
i
n
p
2
C
u
－
i
u
m
）
A
は
責
任
を
負
う
と
述
べ
る
。
F
は
、
そ
れ
ま
で
は
〟
の
邑
u
n
－
a
s
 
 

と
s
c
i
e
n
t
i
a
が
扱
わ
れ
て
き
た
の
に
、
こ
こ
で
〟
が
邑
u
ロ
t
a
S
で
な
い
場
合
（
n
O
n
 
邑
e
n
s
）
が
登
場
す
る
の
は
奇
異
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
D
・
 
 

－
：
．
言
r
と
の
対
比
か
ら
、
n
O
n
邑
2
n
S
に
は
i
g
n
O
r
a
n
－
I
a
の
み
な
ら
ず
s
c
i
2
n
－
i
a
も
含
ま
れ
、
u
官
a
n
u
s
は
こ
こ
で
特
有
財
産
訴
権
の
み
な
ら
ず
、
 
 
 

分
配
訴
権
も
想
定
し
て
い
る
と
考
え
る
。
（
F
㊥
p
．
－
∞
ご
 
 

（
2
6
）
 
F
㊥
p
．
－
∞
∞
⊥
∞
P
 
 

（
㌘
 
F
㊥
p
．
－
芸
⊥
芦
 
な
お
、
全
額
訴
権
を
船
長
訴
権
と
す
る
従
来
の
見
解
に
つ
い
て
は
p
・
－
芸
n
・
霊
を
み
よ
。
 
 

（
讐
 
F
㊥
p
．
－
芦
 
な
お
、
例
外
事
例
と
し
て
p
．
－
芝
⊥
誤
n
・
芦
 
 

（
2
9
）
 
F
㊥
p
一
－
∞
†
－
∞
P
c
f
r
．
p
．
－
誤
⊥
爪
声
－
諾
・
N
芦
 
 

（
3
0
）
 
F
㊥
p
．
－
遥
〉
N
≡
．
 
 

（
3
1
）
 
F
㊥
p
．
N
≡
・
N
O
N
．
 
 

（
望
 
T
h
e
s
a
u
r
u
s
L
i
ロ
g
u
a
e
L
a
t
i
n
a
e
に
よ
れ
ば
、
e
莞
r
C
i
－
O
r
n
a
ま
s
（
さ
ら
に
e
詑
r
C
e
O
n
a
完
m
）
の
事
例
は
法
史
料
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
現
在
の
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exercitorinpotestateについて（口石）   

と
こ
ろ
n
の
項
（
し
た
が
っ
て
n
a
ま
c
u
－
a
r
i
u
s
∵
n
a
u
C
－
e
r
u
s
等
の
部
分
）
は
未
刊
で
あ
る
。
ち
な
み
に
F
は
、
e
詑
r
C
i
t
O
r
の
語
自
体
、
w
a
c
k
e
や
 
 
 

A
u
b
e
r
t
が
指
摘
す
る
よ
う
に
事
業
を
営
む
者
す
べ
て
を
指
す
一
般
的
な
語
で
は
な
く
、
主
と
し
て
a
r
m
a
t
O
r
i
に
関
わ
る
、
と
す
る
。
｛
F
㊥
p
．
－
遥
 
 
 

⊥
∞
〇
．
さ
ら
に
p
．
－
遥
n
．
N
も
．
－
∞
O
 
n
．
〕
も
み
よ
。
c
f
r
．
F
㊤
S
．
〕
A
n
m
．
－
巴
 
 

（
翌
 
ロ
ー
マ
に
お
い
て
海
商
業
に
従
事
す
る
人
々
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
以
下
の
よ
う
な
階
層
化
が
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
か
ら
下
へ
 
 
 

向
か
っ
て
、
船
の
所
有
者
（
d
O
m
i
n
u
s
 
n
a
ま
s
）
1
船
主
（
し
ば
し
ば
e
諾
r
C
i
t
O
r
 
n
a
象
と
よ
ば
れ
る
）
－
船
長
（
m
a
g
i
t
e
r
 
ロ
a
ま
s
）
－
舵
手
 
 
 

（
g
u
b
e
r
n
a
t
O
r
）
－
船
員
（
n
a
u
t
a
）
で
あ
る
。
（
F
㊤
p
．
T
N
．
c
f
r
．
L
．
C
a
s
s
O
n
－
S
h
i
p
s
a
n
d
S
e
a
m
a
n
s
h
i
p
i
n
t
h
e
A
n
c
i
e
ロ
t
W
O
ユ
d
㌔
r
i
n
c
e
t
O
n
 
 

－
笥
－
〉
p
一
∽
－
干
〕
N
こ
 
 
 

船
の
所
有
者
は
必
ず
し
も
船
主
と
同
一
で
は
な
い
。
D
J
P
【
∵
「
］
㌫
に
よ
れ
ば
、
船
主
を
示
す
e
莞
r
C
i
t
O
r
n
a
ま
s
の
語
は
、
自
身
が
船
を
所
有
し
て
 
 
 

海
商
を
営
む
場
合
（
s
i
詔
i
s
d
O
m
i
n
u
s
n
a
ま
s
s
i
t
）
も
他
人
が
所
有
す
る
船
を
借
り
て
海
商
を
営
む
場
合
（
s
i
完
a
 
d
O
m
i
n
O
 
n
a
計
m
 
p
e
r
 
a
完
r
．
 
 
 

S
i
O
n
e
m
C
O
n
d
u
已
t
完
－
a
d
t
e
m
p
u
s
完
〓
n
p
e
r
p
e
t
u
u
m
）
も
区
別
な
く
示
す
（
J
．
R
O
u
g
m
－
R
e
c
h
e
r
c
h
e
s
s
u
ニ
百
g
a
n
i
s
a
t
i
O
n
d
u
c
O
m
m
e
r
C
e
 
 
 

m
a
r
i
t
i
m
e
e
n
M
監
i
t
e
r
r
a
n
紆
s
O
u
S
－
－
e
m
p
i
r
e
r
O
m
a
i
n
㌔
a
r
i
s
－
芸
の
も
．
N
設
・
N
芦
 
さ
ら
に
L
．
C
a
s
s
O
n
も
p
．
C
i
t
．
〉
p
．
∽
－
∽
n
．
芦
F
㊤
p
．
－
f
．
と
n
．
 
 

－
）
。
ま
た
、
m
a
g
i
t
2
r
n
a
鼓
は
船
の
所
有
者
や
船
主
の
c
。
m
m
e
r
C
i
a
－
a
駕
n
t
で
あ
っ
て
、
船
員
を
指
拝
し
て
実
際
に
船
を
動
か
す
の
は
g
u
b
e
r
n
a
t
O
r
 
 
 

で
あ
る
（
J
・
R
。
u
g
押
O
p
・
C
i
t
・
）
p
・
N
N
♪
N
〕
↓
．
な
お
、
g
u
b
e
r
ロ
a
t
O
r
の
役
割
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
L
．
C
a
s
s
O
n
も
p
．
C
i
t
．
ち
〕
－
∞
n
．
∞
○
を
み
よ
）
。
 
 
 

し
か
し
F
の
e
諾
r
C
i
t
O
r
2
S
＼
n
2
g
O
t
i
a
t
O
r
e
S
i
n
p
O
t
e
S
t
a
t
e
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
上
層
階
層
の
商
業
へ
の
i
n
t
e
n
s
i
言
な
参
加
を
仮
面
 
 
 

で
隠
す
手
段
で
あ
る
、
と
い
う
一
般
的
記
述
に
と
ど
ま
る
（
F
㊥
p
．
N
O
干
N
芦
）
。
 
 

（
3
4
）
 
F
㊥
p
．
－
諾
n
．
芦
c
f
r
．
p
．
N
声
 
 

（
聖
 
L
J
u
g
－
a
r
も
r
O
i
t
r
O
m
a
i
n
2
d
u
邑
e
d
e
s
e
s
c
－
a
完
S
e
t
d
e
s
a
f
f
r
a
n
c
h
i
s
d
a
n
s
－
¶
C
O
m
m
e
r
C
e
㌔
a
r
i
s
－
∞
芦
 
 

（
3
6
）
 
L
J
u
g
－
a
r
－
O
p
．
C
i
t
一
も
．
－
T
－
∽
〉
p
．
∞
－
．
 
 

（
3
7
）
 
L
J
u
g
－
a
r
〉
O
p
．
C
i
t
．
も
．
－
↓
．
 
 

（
3
8
）
 
L
J
u
g
－
a
r
も
p
．
C
i
t
こ
p
．
芦
 
 

（
鍋
）
＋
も
っ
と
も
l
u
g
－
a
r
に
よ
れ
ば
、
①
の
e
s
c
－
a
完
S
 
p
r
晋
O
S
紛
の
場
合
に
も
、
ほ
と
ん
ど
常
に
p
e
c
u
－
i
u
m
を
も
つ
と
い
う
。
そ
の
際
、
彼
ら
の
 
 

p
e
c
u
－
i
u
m
は
取
引
の
相
手
方
た
る
第
三
者
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
保
障
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
e
s
c
－
a
完
S
p
r
甘
O
S
訝
が
そ
の
権
限
の
範
囲
を
越
え
て
行
 
 

為
し
た
と
き
、
も
し
p
e
c
u
－
i
u
m
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
第
三
者
に
は
主
人
を
訴
え
る
手
段
が
全
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
一
方
で
J
u
g
－
a
r
 
 
 

は
、
抽
象
化
す
る
た
め
に
は
①
②
を
対
略
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
、
と
す
る
（
L
J
u
g
－
a
r
〉
O
p
．
C
i
t
．
も
．
－
N
㌔
巳
。
 
 

（
4
0
）
 
こ
の
点
に
つ
い
て
拙
稿
「
i
n
s
t
i
t
O
r
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
国
家
学
会
雑
誌
一
〇
八
巻
五
・
六
号
、
二
二
一
1
二
二
二
貢
、
さ
ら
に
二
三
八
貢
註
四
 
 
 

四
。
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論 説  

（
聖
 
A
．
D
i
P
O
r
t
O
J
m
p
r
e
s
a
c
O
】
－
e
t
i
召
e
S
C
h
i
a
召
－
m
a
n
a
g
e
r
∴
n
r
ひ
m
a
a
n
t
i
a
（
l
H
s
e
c
・
a
・
C
」
－
s
e
c
・
d
・
C
・
）
Y
M
i
－
a
n
O
－
慧
芯
・
 
 
 

A
．
D
i
P
O
r
t
O
（
以
下
D
P
と
略
）
は
、
ロ
ー
マ
で
は
複
数
の
人
間
に
よ
る
事
業
経
営
（
p
】
u
r
i
u
m
e
莞
r
C
i
t
i
O
n
e
g
O
t
i
a
t
i
O
n
i
s
）
は
、
唯
一
s
O
C
i
e
t
a
s
 
 
 

（
組
合
）
と
い
う
法
的
形
態
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
共
有
奴
隷
（
s
e
r
喜
S
C
O
m
m
u
n
i
s
）
に
よ
る
事
業
経
営
と
い
う
形
で
も
可
能
で
あ
り
、
 
 
 

む
し
ろ
こ
の
方
が
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
に
は
事
業
主
が
無
限
責
任
を
負
う
場
合
と
有
限
責
任
を
負
う
場
合
と
い
う
二
つ
の
形
が
あ
っ
た
が
、
 
 

前
者
は
、
共
有
奴
隷
を
支
配
人
や
船
長
に
任
命
し
て
m
a
n
a
g
e
r
の
役
割
を
さ
せ
る
も
の
で
、
そ
の
典
型
は
t
a
b
2
r
n
a
を
経
営
す
る
複
数
の
者
が
不
等
分
 
 

持
分
か
ら
な
る
共
有
奴
隷
を
支
配
人
に
任
命
し
た
ケ
ー
ス
（
D
J
A
．
∽
」
〕
．
N
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
奴
隷
の
所
有
者
は
対
外
的
に
は
各
々
が
全
額
で
責
任
 
 
 

を
負
う
。
し
か
し
対
内
的
に
は
各
自
の
持
分
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

者
に
対
す
る
共
有
奴
隷
の
債
務
は
控
除
さ
れ
る
。
）
 
 

D
P
に
よ
れ
ば
、
M
が
基
本
的
な
構
造
で
あ
り
、
凹
は
そ
れ
が
d
u
e
p
i
a
n
i
に
重
複
さ
れ
た
も
の
、
M
は
m
e
r
舛
の
並
存
に
お
け
る
複
雑
化
、
そ
し
 
 
 

て
川
は
以
上
三
つ
と
は
異
な
り
、
個
々
別
々
の
事
業
が
共
有
奴
隷
に
よ
っ
て
連
結
（
c
。
－
－
e
g
a
m
e
n
t
。
）
さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
態
で
あ
る
。
な
お
、
 
 
 

F
望
d
i
の
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
t
y
p
e
は
D
P
の
類
型
を
参
考
に
し
て
い
る
。
（
F
㊥
p
．
－
∞
？
－
芦
）
 
 

（
撃
 
た
と
え
ば
1
．
A
n
d
r
e
a
u
は
、
近
年
、
商
業
・
金
融
業
界
に
お
い
て
奴
隷
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
を
強
調
し
た
研
究
者
と
し
て
、
A
・
B
守
g
e
（
そ
 
 
 

d
O
m
i
邑
に
ま
で
至
る
が
、
．
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
S
．
〇
の
特
有
財
産
P
が
対
外
的
な
責
任
の
最
大
範
囲
に
な
る
。
 
 

川
一
つ
の
特
有
財
産
を
持
つ
一
人
の
奴
隷
が
、
複
数
の
異
な
る
事
業
を
別
々
の
m
e
r
雲
e
C
u
－
i
a
r
i
s
（
＝
特
有
財
産
の
内
部
に
あ
っ
て
広
い
意
味
の
商
業
 
 
 

活
動
に
使
う
部
分
。
図
中
で
は
M
と
表
示
）
で
行
な
う
場
合
［
図
6
］
M
l
、
M
2
各
々
に
債
権
者
が
い
る
場
合
、
M
l
の
債
権
者
は
M
2
に
つ
い
て
 
 

後
者
に
つ
い
て
D
P
は
、
次
の
類
型
を
提
示
す
る
。
（
A
．
D
i
P
O
r
t
O
も
p
．
C
i
t
．
も
．
N
－
干
N
－
↓
．
さ
ら
に
p
・
N
∽
「
N
琴
）
 
 

s
t
r
u
t
t
u
r
a
a
d
u
n
p
i
a
n
O
［
図
4
］
A
、
B
は
奴
隷
S
お
よ
び
特
有
財
産
P
の
共
有
者
で
あ
る
。
S
は
特
有
財
産
の
。
r
g
a
n
。
と
し
て
事
業
を
行
な
う
。
 
 

S
の
事
業
に
つ
い
て
A
、
B
が
と
も
に
知
で
あ
れ
ば
、
A
、
B
に
対
し
て
分
配
訴
権
が
提
起
さ
れ
る
。
A
が
知
、
B
が
不
知
の
場
合
に
は
、
A
に
対
し
 
 

て
は
分
配
訴
権
が
提
起
さ
れ
る
が
、
B
に
対
す
る
S
の
債
務
は
控
除
さ
れ
る
。
B
に
対
し
て
は
特
有
財
産
訴
権
が
提
起
さ
れ
、
B
の
み
な
ら
ず
A
に
対
 
 

す
る
S
の
債
務
も
控
除
で
き
る
。
 
 

s
t
r
u
t
t
u
r
a
a
d
u
e
p
i
a
n
i
［
図
5
］
A
、
B
は
、
奴
隷
（
s
e
r
さ
S
O
r
d
i
ロ
a
r
i
u
s
＝
S
．
〇
）
と
そ
の
奴
隷
の
奴
隷
で
あ
る
昇
a
r
i
u
s
（
S
■
エ
が
各
々
自
分
 
 

の
特
有
財
産
P
、
P
l
で
行
な
う
事
業
の
経
営
層
で
あ
る
。
P
l
は
P
の
一
部
で
あ
る
が
法
的
に
は
区
別
さ
れ
る
。
A
、
B
、
s
・
〇
の
知
・
不
知
に
 
 

よ
っ
て
様
々
な
責
任
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
A
、
B
、
s
b
の
邑
u
n
t
a
s
が
あ
る
場
合
に
は
A
、
B
の
個
人
財
産
（
r
e
s
 
 

分
配
に
召
喚
さ
れ
る
（
言
C
a
t
i
O
i
n
t
r
i
b
u
t
u
m
）
 
こ
と
は
な
い
。
 
 

共
有
奴
隷
が
、
p
e
c
u
－
i
a
s
e
p
a
r
a
t
a
の
O
r
g
a
n
O
と
し
て
機
能
す
る
場
合
［
図
7
］
s
。
C
i
u
s
（
共
有
者
）
1
は
P
l
を
、
2
は
P
2
を
持
つ
。
s
O
C
i
u
s
 
 

l
が
P
2
に
つ
い
て
訴
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
（
な
お
、
特
有
財
産
P
が
共
有
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
s
O
C
i
u
s
l
、
2
は
全
額
で
訴
求
さ
れ
、
両
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論 説  

れ
を
a
r
c
h
a
i
s
m
の
サ
イ
ン
と
み
な
す
）
と
D
P
（
そ
の
制
度
の
m
O
d
e
r
n
i
t
y
を
主
張
）
を
あ
げ
る
が
、
D
P
の
主
張
に
は
次
の
点
で
疑
問
を
提
示
す
る
。
 
 
 

川
共
有
奴
隷
に
つ
い
て
碑
文
や
文
献
史
料
で
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
A
．
B
守
g
e
の
指
摘
の
よ
う
に
共
有
奴
隷
は
m
a
n
a
g
2
r
で
は
 
 

な
く
て
w
O
r
k
e
r
で
あ
る
。
拗
特
有
財
産
は
確
か
に
主
人
の
p
a
t
r
i
m
O
n
y
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
が
、
D
P
が
繰
り
返
す
よ
う
に
奴
隷
が
行
な
う
事
業
 
 

の
資
本
を
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、
奴
隷
の
た
め
の
q
u
a
s
i
竜
t
r
i
m
O
n
y
を
構
成
す
る
。
㈲
D
P
が
主
張
し
た
特
有
財
産
に
基
づ
く
主
人
の
有
限
責
任
 
 

は
近
代
的
な
意
味
で
の
ー
i
m
i
t
e
d
c
O
m
p
a
n
y
（
有
限
責
任
会
社
）
を
設
定
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
D
P
の
描
く
古
代
の
事
業
は
、
 
 

資
産
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
役
割
・
利
益
の
間
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
資
産
の
所
有
者
は
利
益
の
重
要
な
部
分
を
取
る
が
 
 
 

マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
は
参
加
し
な
い
。
彼
の
責
任
が
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
彼
を
事
業
家
に
は
し
な
い
。
特
有
財
産
と
は
一
種
の
ー
O
n
g
・
t
2
r
m
 
 

c
r
e
d
i
t
で
あ
り
、
主
人
は
s
－
e
e
p
i
n
g
p
a
r
t
ロ
e
r
と
な
る
。
同
様
に
、
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
す
る
奴
隷
は
真
の
事
業
家
に
な
る
手
段
を
持
た
な
い
。
か
か
る
状
 
 

況
は
事
業
家
あ
る
い
は
自
由
な
事
業
精
神
の
概
念
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
、
そ
こ
で
は
責
任
は
有
限
で
あ
る
が
、
独
立
の
事
業
家
も
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
 
 

も
存
在
し
な
い
。
（
J
．
A
n
d
r
e
a
u
－
B
a
n
k
i
n
g
a
ロ
d
b
u
s
i
n
e
s
s
i
n
t
h
e
r
O
m
a
n
W
O
ユ
d
〉
C
a
m
b
r
i
d
g
e
－
涙
声
p
・
霊
⊥
〇
・
C
f
r
・
L
〉
i
m
p
r
e
s
a
f
i
n
a
ロ
Z
i
a
r
i
a
 
 

r
O
m
a
ロ
a
〉
L
a
b
e
O
言
－
．
畠
（
－
悪
声
p
．
N
笥
・
N
声
）
 
 

一
男
、
A
．
B
吉
e
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
D
P
の
主
張
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
ロ
ー
マ
の
経
済
生
活
の
中
で
頻
繁
に
共
有
奴
隷
が
出
て
く
る
は
 
 

ず
だ
が
、
文
献
史
料
や
碑
文
で
は
全
く
別
の
像
が
示
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
キ
ケ
ロ
の
推
薦
状
が
示
す
商
取
引
や
共
同
経
営
の
構
造
を
見
る
と
、
そ
こ
で
 
 

は
共
有
奴
隷
や
特
有
財
産
へ
の
言
及
は
な
く
、
往
々
に
し
て
d
O
m
i
n
u
s
か
ら
出
発
す
る
固
有
の
s
O
Z
i
a
－
e
S
t
u
f
e
n
－
e
i
t
e
r
（
社
会
的
階
梯
）
 
が
取
り
上
 
 

げ
ら
れ
る
。
か
か
る
社
会
的
従
属
関
係
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
d
O
m
i
n
u
s
に
経
済
的
な
利
得
が
生
じ
 

d
O
m
i
n
u
s
を
現
代
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
ト
ッ
プ
と
同
様
に
近
代
の
経
営
学
的
観
点
に
し
た
が
っ
て
構
築
さ
れ
た
事
業
経
営
の
下
に
置
く
よ
う
な
や
り
方
 
 

で
は
見
出
せ
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
D
P
の
よ
う
に
共
有
奴
隷
の
ド
グ
マ
的
抽
象
化
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
u
官
a
n
u
s
の
法
文
に
あ
げ
ら
れ
 
 

た
い
わ
ゆ
る
R
O
－
－
e
n
t
r
茸
e
r
（
役
割
の
担
い
手
）
の
社
会
的
地
位
と
経
済
的
機
能
を
熟
考
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
ろ
う
。
（
A
・
B
賢
g
e
〉
R
c
・
a
A
・
D
i
P
O
r
t
O
｝
 
 

H
m
p
r
e
s
a
c
O
－
－
e
t
i
毒
e
S
C
h
i
a
召
｛
m
a
n
a
g
e
ニ
n
r
O
m
a
a
n
t
i
a
〉
S
N
B
d
．
－
罠
二
－
器
∞
）
－
S
．
∞
芸
よ
芦
 
特
に
S
・
∞
諾
以
下
）
 
 

（
聖
 
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
p
e
邑
i
u
m
を
軸
と
し
て
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
t
y
p
e
の
二
つ
の
方
向
を
考
え
る
場
合
、
そ
も
そ
も
p
e
c
u
－
i
u
m
と
は
何
か
、
と
い
 
 

う
前
提
的
な
問
題
が
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
あ
る
。
（
た
と
え
ば
A
・
K
i
r
c
F
e
n
b
a
u
m
）
S
O
n
S
㍍
－
a
完
S
a
n
d
 
 

F
r
e
e
d
m
e
n
i
n
R
O
m
a
n
C
O
m
m
e
r
C
e
J
e
r
u
s
a
－
e
m
－
藁
ご
芝
－
n
↑
p
．
怠
・
芦
 
さ
ら
に
、
分
配
訴
権
の
要
件
で
あ
る
m
e
r
舛
p
e
C
u
－
i
a
r
i
s
の
概
念
史
研
 
 

究
の
中
で
p
e
c
亡
－
i
u
m
を
め
ぐ
る
諸
議
論
に
ふ
れ
る
も
の
と
し
て
、
T
↑
C
h
i
u
s
i
も
p
．
C
F
ち
N
∞
∞
ム
ー
巴
前
出
の
B
守
g
2
に
よ
れ
ば
、
一
九
世
紀
の
パ
 
 
 

ン
デ
ク
テ
ン
法
学
で
は
、
B
e
k
k
e
r
の
よ
う
に
、
近
代
の
制
度
で
あ
る
株
式
会
社
の
ド
グ
マ
的
意
味
付
の
た
め
ロ
ー
マ
の
p
e
c
u
－
i
u
m
を
利
用
し
よ
う
と
 
 
 

し
た
。
さ
ら
に
、
近
時
、
D
P
の
よ
う
に
近
代
の
株
式
会
社
の
経
済
的
な
現
象
形
態
を
ロ
ー
マ
法
源
中
に
投
影
さ
せ
よ
う
と
い
う
企
て
が
試
み
ら
れ
た
が
、
 
 

そ
の
出
発
点
は
p
e
c
u
－
i
u
m
に
基
づ
く
主
人
の
責
任
制
限
で
あ
り
、
そ
の
構
造
が
持
株
会
社
・
会
社
・
組
合
と
も
類
似
性
を
持
つ
点
に
あ
る
、
と
い
う
。
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（
A
・
B
昏
g
2
－
a
・
a
・
〇
・
㍍
・
∞
写
 
さ
ら
に
、
R
ぎ
i
s
c
h
e
s
P
r
i
邑
r
2
C
ぎ
R
2
C
h
－
s
d
e
n
k
2
ロ
u
n
d
g
2
S
e
＝
s
c
h
a
f
－
I
c
h
e
宕
r
a
n
k
u
r
u
n
g
古
n
e
E
i
n
f
賢
u
n
g
｝
 
 
 

D
a
r
m
s
t
a
d
t
－
慧
卓
S
．
－
笥
．
）
 
 
 

従
来
の
p
e
c
u
－
i
u
m
論
を
整
理
し
て
、
近
代
的
な
概
念
を
排
除
し
、
古
代
ロ
ー
マ
の
社
会
と
経
済
に
お
け
る
p
e
c
u
－
i
u
m
像
を
（
法
史
料
以
外
の
資
料
 
 
 

か
ら
も
）
抽
出
・
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。
し
か
し
、
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
＝
b
u
s
i
n
e
s
s
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
O
n
に
は
異
な
る
 
 

法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
間
が
結
集
し
て
お
り
、
そ
こ
で
各
メ
ン
バ
ー
を
結
び
付
け
る
も
の
は
何
か
を
考
え
る
際
、
p
e
c
u
－
i
u
m
は
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
 
 
 

な
い
一
つ
の
重
要
な
要
素
と
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
J
・
A
n
d
r
e
a
u
は
、
商
工
業
に
お
け
る
奴
隷
関
与
の
形
態
と
し
て
以
下
の
三
つ
を
あ
げ
る
。
仙
直
接
主
 
 

人
に
サ
ー
ビ
ス
‥
a
c
t
。
r
）
詠
p
e
n
s
a
t
。
r
も
r
C
a
r
i
u
s
拗
i
n
s
t
i
t
O
r
；
u
s
i
n
e
s
s
m
a
n
a
g
e
r
㈱
p
e
邑
i
u
m
（
J
．
A
ロ
d
r
e
a
u
も
p
．
C
i
t
．
｝
p
．
芳
一
）
 
 

（
4
4
）
 
本
稿
で
は
、
2
諾
r
C
i
t
O
r
 
n
a
爵
2
諾
r
C
e
r
2
ロ
a
完
m
の
事
例
を
ぎ
c
a
b
u
r
a
r
i
u
m
 
I
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
－
i
a
 
R
O
m
a
n
a
e
と
T
h
e
s
a
u
r
u
s
 
L
i
n
g
u
a
e
 
 

L
a
t
i
n
a
2
か
ら
収
集
し
（
ぎ
c
a
b
u
r
a
r
i
u
m
I
u
r
i
s
p
r
u
d
2
n
t
i
a
R
O
m
a
n
a
2
）
B
d
・
N
」
琵
㍍
・
悪
心
｝
芸
N
↓
h
e
s
a
u
r
u
s
l
i
ロ
g
u
a
e
L
a
t
i
n
a
e
－
邑
．
く
｝
N
ち
 
 

ー
〕
∞
？
－
∽
芦
－
∽
謡
）
、
そ
の
う
ち
船
主
が
権
力
服
従
者
と
判
断
さ
れ
る
場
合
を
別
表
に
示
し
た
。
 
 
 

i
n
s
t
i
t
。
r
の
事
例
と
比
較
す
る
と
、
そ
も
そ
も
i
n
s
t
i
t
。
r
の
場
合
に
は
任
命
者
自
身
の
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
問
題
と
な
っ
た
り
、
任
命
者
が
家
子
奴
隷
 
 

で
あ
っ
て
彼
の
権
力
保
持
者
た
る
家
長
・
主
人
の
責
任
が
問
わ
れ
る
、
と
い
う
ケ
ー
ス
は
見
当
た
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
船
長
を
め
ぐ
る
関
係
で
は
船
主
 
 
 

の
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
問
題
が
前
面
に
出
て
く
る
。
別
表
の
一
八
例
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
船
主
が
奴
隷
（
事
例
番
号
3
、
1
1
、
ほ
、
1
3
、
1
4
、
1
6
）
、
 
 

共
有
奴
隷
（
1
0
、
u
）
、
家
子
（
1
7
）
、
奴
隷
・
家
子
（
1
、
2
、
9
）
、
女
性
（
1
8
）
、
i
n
a
－
i
e
ロ
a
p
O
t
e
S
t
a
t
e
の
語
で
し
め
さ
れ
る
ケ
ー
ス
（
5
、
6
）
、
 
 

様
々
な
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
列
挙
さ
れ
る
ケ
ー
ス
（
4
、
7
）
、
さ
ら
に
8
で
は
ま
c
a
r
i
u
s
や
s
e
r
言
S
p
e
C
u
－
i
a
r
i
s
が
船
主
と
な
る
。
 
 

（
彗
 
〃
の
邑
u
n
－
a
s
は
あ
る
が
、
〃
の
責
任
が
全
額
責
任
と
明
示
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
は
三
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
1
1
、
1
2
は
奴
隷
船
主
の
死
亡
・
譲
渡
 
 

の
場
合
の
〃
の
責
任
を
扱
う
。
残
る
5
に
つ
い
て
は
、
次
の
法
文
6
と
の
関
連
で
〃
の
責
任
が
全
額
責
任
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
（
前
述
Ⅲ
■
l
）
 
 
 

さ
ら
に
、
〟
の
邑
u
n
－
a
s
が
な
い
場
合
に
の
み
言
及
す
る
事
例
は
H
、
1
6
の
二
例
で
あ
る
。
1
4
で
は
A
が
s
c
i
e
n
t
i
a
－
i
g
n
O
r
a
ロ
t
i
a
の
と
き
の
〃
の
責
 
 

任
が
取
り
上
げ
ら
れ
（
前
述
Ⅱ
－
1
）
、
1
6
で
は
、
奴
隷
船
主
の
下
で
の
紛
失
に
つ
い
て
と
い
う
、
い
わ
ば
不
法
行
為
の
領
域
に
属
す
る
問
題
が
扱
わ
れ
 
 
 

る
。
 
 

（
4
6
）
 
D
」
芦
－
・
N
N
（
U
－
p
i
a
ロ
u
S
）
‥
S
i
－
a
m
e
n
s
e
r
∃
S
p
2
邑
i
a
r
i
s
邑
e
n
－
e
f
i
－
i
O
f
a
m
i
－
i
a
s
i
n
c
u
i
亡
S
p
e
C
u
－
i
O
e
r
a
t
こ
邑
s
e
r
≦
）
く
訂
a
r
i
u
s
e
i
u
s
 
 

。
a
扁
m
眉
e
r
C
u
i
t
－
p
a
t
e
r
d
O
m
i
n
u
s
完
｝
q
u
i
召
－
u
n
t
a
t
e
m
n
O
n
a
C
C
O
m
O
d
a
喜
ゝ
u
m
t
a
監
t
d
e
p
e
c
u
－
i
O
t
e
n
e
b
i
t
u
r
－
S
e
d
f
i
－
i
u
s
i
p
s
e
i
n
s
O
－
i
d
u
m
．
 
 

p
－
a
n
e
s
i
召
－
u
n
t
a
t
2
d
O
m
i
n
i
扁
－
p
a
t
r
i
s
2
諾
r
C
e
a
阜
i
n
s
O
－
i
d
u
m
－
2
n
2
b
u
n
－
u
r
e
－
p
r
a
2
－
e
r
2
a
e
－
f
I
－
i
u
s
）
S
i
e
t
i
p
s
e
召
－
u
n
t
a
t
e
m
a
c
c
O
m
m
？
 
 

d
a
星
こ
n
s
O
－
i
d
u
m
e
r
i
t
O
b
－
i
g
a
t
u
s
∴
訳
］
し
か
し
家
子
の
特
有
財
産
に
属
す
る
s
e
r
言
S
p
e
C
u
－
i
a
r
i
s
が
家
子
の
意
思
（
召
】
亡
n
t
a
S
）
に
よ
っ
て
、
あ
 
 

る
い
は
ま
c
a
r
i
u
s
が
［
主
人
た
る
］
奴
隷
の
意
思
に
よ
っ
て
船
主
と
な
る
場
合
に
は
、
意
思
を
示
さ
な
か
っ
た
父
・
主
人
は
少
な
く
と
も
特
有
財
産
の
範
 
 

囲
で
責
任
を
負
う
が
、
家
子
自
身
は
全
額
で
責
任
を
負
う
。
も
ち
ろ
ん
、
主
人
・
父
の
意
思
に
よ
っ
て
船
主
と
な
る
場
合
に
は
［
主
人
・
父
が
］
全
額
で
衰
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任
を
負
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
家
子
は
自
身
が
意
思
を
示
し
て
い
れ
ば
全
額
で
義
務
づ
け
ら
れ
よ
う
。
 
 

（
竺
 
D
」
≡
．
罠
（
U
質
a
ロ
u
S
）
‥
S
e
d
s
i
s
e
r
く
u
S
p
－
u
r
i
u
m
n
a
完
m
e
諾
r
C
e
a
t
召
－
u
n
t
a
t
e
e
O
r
u
m
〉
己
e
m
p
－
a
c
亡
i
t
q
u
。
d
i
n
p
－
u
r
i
b
u
s
e
諾
r
C
i
t
O
r
i
b
u
s
・
 
 

p
－
a
n
e
s
i
u
n
i
u
s
2
舛
O
m
n
I
b
u
s
召
－
u
n
－
a
－
e
e
詑
r
C
u
i
－
－
i
n
s
O
－
i
d
u
m
≡
2
－
2
n
e
b
i
－
u
r
〉
2
t
i
d
2
0
p
u
t
0
2
t
i
n
s
u
p
2
r
i
O
r
2
C
a
S
u
i
n
s
O
－
i
d
u
m
O
m
n
2
S
 
 

t
e
n
e
r
i
∴
訳
］
し
か
し
複
数
の
者
た
ち
が
所
有
す
る
奴
隷
が
彼
ら
の
意
思
（
邑
u
ロ
t
a
S
）
に
よ
っ
て
船
主
と
な
る
場
合
に
は
、
複
数
の
船
主
た
ち
の
場
合
 
 

と
同
様
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
全
員
の
中
の
一
人
の
意
思
で
船
主
と
な
れ
ば
、
か
か
る
者
が
全
額
に
お
い
て
責
任
を
負
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
 
 
 

れ
ゆ
え
に
私
は
上
述
の
事
例
で
は
全
員
が
全
額
に
お
い
て
着
任
を
負
う
と
考
え
る
。
 
 

D
∴
忘
」
一
2
（
P
a
u
－
u
s
）
‥
S
i
c
O
m
m
u
n
i
s
s
e
r
喜
S
召
－
u
n
t
a
t
e
d
O
m
i
n
O
r
u
m
e
莞
r
C
e
a
t
n
a
詔
m
）
i
ロ
S
i
n
g
u
－
O
S
d
a
r
i
d
e
b
e
b
i
t
i
n
s
O
－
i
d
u
m
a
c
t
i
〇
・
 
 
 

［
訳
］
共
有
奴
隷
が
主
人
た
ち
の
意
思
（
邑
u
n
t
a
s
）
に
よ
っ
て
船
主
と
な
る
場
合
に
は
、
主
人
た
ち
の
各
々
を
相
手
方
と
し
て
全
額
訴
権
が
与
え
ら
れ
 
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
讐
 
F
自
身
、
船
主
が
共
有
奴
隷
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
t
w
O
－
e
乱
e
ロ
t
e
r
p
r
i
s
e
の
一
部
で
あ
る
が
別
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
 
 

複
数
の
〃
の
全
額
責
任
に
は
連
帯
性
と
無
限
責
任
と
い
う
二
重
の
意
味
が
あ
り
、
か
か
る
責
任
の
ド
グ
マ
的
基
礎
は
複
数
船
主
間
の
関
係
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
 
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
複
数
の
〃
の
連
帯
責
任
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
喜
一
u
ロ
t
a
S
で
あ
っ
て
、
単
な
る
s
O
C
i
e
t
a
s
や
共
有
で
は
な
い
。
他
方
で
A
問
の
 
 

求
償
は
s
O
C
i
e
t
a
s
に
基
づ
く
（
F
㊥
p
．
－
讐
⊥
芦
さ
ら
に
p
．
－
芦
）
。
ま
た
、
船
主
が
ま
c
a
r
i
u
s
や
s
e
r
く
u
S
p
e
C
u
－
i
a
r
i
s
の
場
合
に
は
、
船
主
A
は
二
人
 
 
 

の
主
人
－
直
接
の
主
人
（
b
e
n
e
f
i
c
i
a
－
O
W
n
e
r
す
な
わ
ち
家
子
・
奴
隷
）
と
真
の
固
有
の
主
人
（
－
e
g
a
－
O
W
n
e
r
す
な
わ
ち
家
長
‥
王
人
）
 
－
を
持
 
 
 

つ
こ
と
に
な
る
（
F
㊥
p
．
－
蔓
。
F
は
そ
れ
以
上
議
論
し
な
い
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
連
帯
性
や
二
人
の
主
人
の
関
係
と
い
う
問
題
は
、
p
e
邑
i
u
m
を
 
 

軸
と
す
る
e
ロ
t
e
r
p
r
i
s
e
t
y
p
e
の
二
つ
の
方
向
（
Ⅲ
－
3
）
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 
 

（
空
 
P
S
．
N
．
2
‥
F
i
－
i
u
s
f
a
m
i
－
i
a
s
s
i
召
－
u
n
t
a
t
e
p
a
t
r
i
s
n
a
u
e
m
e
諾
r
C
e
a
t
も
a
t
r
e
m
i
ロ
S
O
－
i
d
亡
m
O
b
e
a
q
u
a
e
s
a
－
亡
a
r
e
C
e
p
2
r
i
t
。
b
－
i
g
a
t
∴
訳
］
 
 

家
子
が
父
の
意
思
（
喜
一
u
n
t
a
s
）
に
よ
っ
て
船
主
と
な
る
場
合
に
は
、
彼
［
家
子
］
が
安
全
で
あ
る
こ
と
を
引
受
け
た
も
の
の
た
め
に
父
を
全
額
で
義
務
 
 
 

づ
け
る
。
 
 

（
5
0
）
 
D
．
忘
一
〕
．
ご
じ
官
a
n
u
s
）
‥
S
i
f
i
－
i
u
s
f
a
m
i
－
i
a
s
a
u
t
s
e
r
∃
S
r
e
C
e
p
e
r
i
t
e
t
召
－
u
ロ
t
a
S
p
a
t
r
i
s
d
。
m
i
n
i
i
n
t
e
r
克
己
こ
n
s
O
－
i
d
u
m
e
r
i
t
c
O
n
完
ロ
i
e
ロ
・
 
 
 

d
u
s
．
i
t
e
m
s
i
s
e
r
ヨ
S
e
莞
r
C
i
t
O
r
i
s
s
u
b
r
i
p
u
i
t
完
－
d
a
m
n
u
m
d
e
d
i
－
も
○
舛
a
－
i
s
a
c
t
i
O
C
2
S
S
a
b
i
t
）
q
u
－
a
O
b
r
e
c
2
p
t
u
m
S
u
O
n
O
m
i
n
e
d
O
m
i
n
u
s
 
 
 

c
O
n
完
n
i
t
u
r
．
s
i
n
完
r
O
 
S
i
n
e
召
－
u
n
t
a
t
e
 
e
詑
r
C
e
a
阜
d
e
 
p
e
c
u
－
i
O
 
d
a
b
i
t
u
r
∴
訳
］
家
子
・
奴
隷
が
引
受
契
約
を
締
結
し
、
父
・
主
人
の
意
思
 
 
 

（
召
－
u
n
t
a
s
）
が
介
在
す
る
場
合
に
は
、
［
父
・
主
人
は
］
全
額
で
訴
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
船
主
・
宿
屋
の
主
人
・
厩
の
主
人
（
e
莞
r
C
i
t
O
r
）
 
 
 

の
奴
隷
が
盗
み
あ
る
い
は
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
加
害
訴
権
（
a
c
t
i
O
n
O
欝
－
i
s
）
は
生
じ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
主
人
は
引
受
契
約
の
た
め
に
自
分
の
名
 
 
 

で
訴
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
t
父
・
主
人
の
］
意
思
な
し
に
［
家
子
・
奴
隷
が
］
船
主
・
宿
屋
の
主
人
・
厩
の
主
人
に
な
っ
た
（
s
i
n
2
く
○
－
u
n
t
a
t
e
 
 
 

針
e
r
c
e
a
n
t
）
場
合
に
は
、
［
父
・
主
人
を
相
手
方
と
し
て
］
特
有
財
産
訴
権
が
与
え
ら
れ
よ
う
。
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exercitorinpotestateについて（口石）  

（
5
1
）
 
D
．
A
．
P
べ
．
の
（
U
－
p
i
a
n
u
s
）
 
 
 

H
a
e
c
i
u
d
i
c
i
a
q
u
a
m
ま
s
h
O
n
O
r
a
r
i
a
s
u
n
t
こ
a
m
e
n
p
e
r
p
e
t
u
a
s
u
n
t
‥
i
n
h
e
r
e
d
e
m
a
u
t
e
m
n
O
n
d
a
b
u
n
t
u
r
．
p
r
O
i
n
d
e
e
t
s
i
s
e
r
く
u
S
n
a
完
m
 
 
 

e
諾
r
C
u
i
t
e
t
m
O
r
t
u
u
S
e
S
t
）
n
e
p
e
C
u
－
i
O
n
O
n
d
a
b
i
t
u
r
a
c
t
i
O
i
n
d
O
m
i
ロ
u
m
n
e
C
i
n
t
r
a
a
n
n
u
m
．
s
e
d
c
u
m
召
－
u
ロ
t
a
t
e
p
a
t
r
i
s
完
－
d
O
m
i
n
i
 
 
 

S
e
r
＜
u
S
完
〓
i
－
i
u
s
e
莞
r
C
e
n
t
n
a
完
m
完
－
c
a
u
p
O
n
a
m
詔
－
s
t
a
b
u
－
u
m
〉
p
u
t
O
e
t
i
a
m
h
a
ロ
C
a
C
t
i
O
n
e
m
i
ロ
S
O
－
i
d
u
m
e
O
S
p
a
t
i
d
e
b
e
r
e
－
q
u
a
S
i
 
 
 

O
m
n
i
a
〉
q
u
a
e
i
b
i
c
O
n
t
i
n
g
u
阜
i
ロ
S
O
－
i
d
u
m
r
e
c
e
p
e
r
i
n
t
∴
訳
］
 
こ
れ
ら
の
訴
訟
は
名
誉
法
の
訴
訟
で
あ
る
が
永
久
の
訴
訟
で
あ
る
。
し
か
し
相
続
人
 
 
 

を
相
手
方
と
し
て
は
与
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
奴
隷
が
船
主
と
な
り
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
一
年
以
内
で
あ
っ
て
も
、
主
人
を
相
手
方
と
す
る
特
有
 
 
 

財
産
訴
権
は
与
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
父
・
主
人
の
意
思
（
召
－
u
n
t
a
s
）
に
よ
っ
て
奴
隷
・
息
子
が
船
主
と
な
る
あ
る
い
は
宿
屋
の
主
人
・
厩
 
 
 

の
主
人
と
な
る
場
合
に
は
、
彼
ら
［
父
・
主
人
］
も
ま
た
こ
の
訴
権
を
全
額
で
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
私
は
考
え
る
。
あ
た
か
も
彼
ら
が
そ
こ
 
 
 

で
発
生
す
る
す
べ
て
を
全
額
に
お
い
て
引
受
け
る
 
（
r
e
c
e
p
e
r
i
ロ
t
）
場
合
と
同
様
に
。
 
 

（
5
2
）
 
F
◎
p
．
－
諾
．
 
 

（
聖
 
本
稿
で
は
、
以
下
今
後
の
見
通
し
を
示
す
に
と
ど
め
る
。
ま
ず
前
提
的
作
業
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
川
e
記
r
C
i
t
。
r
 
i
n
 
p
。
t
e
S
t
a
t
e
以
外
に
 
 

召
－
u
n
t
a
s
を
媒
介
と
す
る
関
係
が
存
在
す
る
事
例
の
抽
出
と
分
析
。
奴
隷
と
主
人
、
家
子
と
家
長
等
、
当
事
者
の
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
異
な
る
場
合
の
 
 
 

み
な
ら
ず
、
同
等
の
場
合
に
も
そ
の
関
係
は
存
在
す
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
場
面
で
か
。
拙
く
○
－
u
n
t
a
s
と
は
何
か
、
そ
の
意
味
と
用
法
の
解
明
。
 
 
 

そ
の
た
め
に
は
し
か
し
、
近
代
法
に
至
る
ま
で
の
召
F
ロ
t
a
S
概
念
の
変
遷
を
た
ど
り
、
さ
ら
に
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
オ
研
究
批
判
か
ら
は
じ
ま
る
ロ
ー
 
 
 

マ
法
研
究
者
の
議
論
の
見
直
し
を
お
こ
な
っ
た
上
で
、
古
代
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
そ
の
意
味
と
用
法
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
こ
の
点
に
つ
い
て
、
 
 

木
庭
顕
「
ぎ
く
e
r
r
e
m
。
と
ょ
e
 
r
e
 
p
u
b
－
i
c
a
〉
二
5
）
」
国
家
学
会
雑
誌
一
〇
三
巻
七
・
八
号
、
四
三
八
貢
、
註
三
〇
九
）
そ
し
て
次
の
段
階
と
し
て
、
 
 

p
e
c
u
－
i
u
m
を
媒
介
と
し
な
い
関
係
で
あ
る
p
r
a
e
p
O
S
i
t
i
O
の
場
合
と
の
比
較
検
討
に
よ
り
、
召
－
u
n
t
a
s
を
媒
介
と
す
る
関
係
の
意
味
と
位
置
づ
け
は
明
 
 
 

ら
か
と
な
ろ
う
。
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番号   法文番号   船主の法的カテゴリ†   内容   A′のVOluntas   船主の権力保持者A′の責任   

D．4．9．3．3   奴隷、家子   receptum   VOluntas patris  Ⅴ．有は全額責任、  
（Ulpianus）  domini   無は特有財産訴権  

による責任   
2  D．4．9．7．6  奴隷、家子   不法行為   VOluntatepatris  

（UlpianuS）  Veidomini   

3  D．9．4．19．2   奴隷   不法行為  特有財産の範囲で  
（Paulus）  （nautaたる  加害訴権による責  

Vicariusが損害  任   
与える）  

4  D．14．1．1．16  男、女、家長、家子、奴  
（UlpianuS）  隷、未成年者   

5  Dユ4．1．1．19  in aliena potestate A－A′構造   eiusquevoluntate  Ⅴ．有は対A′訴権  
（Ulpianus）  による責任   

6  D．14．1．1．20  in aliena potestate A－A′構造   voluntateeius   Ⅴ．有は全額責任、  
（Ulpianus／  無は特有財産訴権、  
Pomponius）  SCientiaは準分配  

訴権による責任   
7  D．14．1．1．21  家子、家女、奴隷、女奴  

（Ulpianus）  隷   
8  D．14．1．1．22   VICarluS，   A－A′－A′′構  voluntatedominl  A′（＝奴隷・家  

（Ulf）ianus）   ServuSpeCuliaris   造   Velpatris   子）Ⅴ．有でA′′  

（＝主人・家長）Ⅴ．  
無は、A′′の特有  
財産訴権による貴  
任  
A′′Ⅴ、有は、A′′の  

全額責任   
D．14．1．1．23  （奴隷、家子）   A－Cで契約  
（Ulpianus／  

全額責任   

Iulianus）  
10  D．14．1．4．2   共有奴隷   A′複数の場合  VOluntateeorum，  A′の内1人がⅤ．  

（Ulpianus）  uniusexomnibus  
voluntate   員が全額責任   

D．14．1．4．3  奴隷   奴隷船主の死  
（UIpianus）  亡・譲渡の場合   

12  D、14．1．4．4   奴隷   奴隷船主の死亡  VOluntatedomini  特有財産訴権によ  
（Ulpianus）  の場合  る責任（1年の実  

用期間後でも）   

13  D、14．1．5．1  奴隷   A′－B（奴隷  ［A′→Bは可］   

（Paulus）  船主の船長）で  
契約  

14  D．14．1．6．pr．   奴隷   A－A′構造   non voluntate  Ⅴ．無の場合、  
（Paulus）  dominl   SCientiaは準分配  

訴権、ignorantia  
は特有財産訴権に  
よる責任   

15  D．14．1．6．1   共有奴隷   A′複数の場合  VOluntate   A′の各々が全額  
（Paulus）  dominorum   責任   

16  D．47．2．42．pr．  奴隷   不法行為   non voluntate  Ⅴ．無の場合、特有  
（Paulus）  domini   財産訴権による責  

任   
17  PS．2．6．1   家子   receptum   VOluntatepatris  全額責任   
18  C、4．25．4  女   船主のstatus  

（A．D．230）  

70（4・316）1098   


