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諸
威
に
お
け
る
最
古
，の
傅
承
文
書
は
、
第
十
一
世
紀
末
に
作
成
さ
れ
たoulath

5-g
s
b
6
k

即
ち
グ
ウ
レ
地
區
の
妈
會
.の
.法

律

寄

で

あ 

る
so

こ
の
頃Si

威
に
は
制
法
民
#
が
三
つ
あ
り
、
現
往
の
ド
-«
ン
ト
ハ
ィ
ム(

ト
1

エ
ム)

一
帶
の
北
部
地
區
にF

r
o
l
h
i
n
g
、

ベ 

ル
ゲ
ン
牝
方
の
西
部
地
區
にG

u
l
a
t
h
i
n
g
、

衆
部
の
內
險
地
方
及
び
ヴ
ィ
ク
地
.方
に
w
OI
s
i
v
l
B'
c/
q
が
バ
キ
一
回
叉
は
數
间
開
か
れ
て 

ゐ
た
g
o
.そ
し
て
夫
々
の
地
區
に
適
相
さ
れ
た
法
#
書
の
編
貘
は
、
ダ
ク
ラ
民
會
.の
そ
れ
.が
谠
初
で
あ
り
、
フ
ロ
ス
タ
民
會
法
雜
書
が 

こ
れ
に
次
い
で
ゐ
る
が(

第
十
二
世
紀)

、
上
ィ
フ
シ
ヴ
ァ
坭
會
の
も
の
は
そ
の
大
部
分
が
失
は
れ
て
.今
日
傳
は
つ
て
ゐ
な
い
⑶
。
本
稿 

は
、
グ
ウ
ラ
民
會
法
律
書
を
中
心
と
し
て
、
當
時
の
諾
威
農
業
の
一
班
、
特
.に
農
地
1«
:
襲
に
つ
い
て
窺
ふ
こ
と
を
目
的
と
す
る
(4
)
0 

.
と
こ
ろ
で
、
こ
の
グ
ウ
ラ
民
會
の
法
律
書
.に
あ
ら
は
れ
た
と
こ
ろ
を
以
て
，
第
十 

一
、
二
世
紀
頃
の
諾
威
農
業
肷
態
を
考
察
す
.る
楊 

合
(5
)
、
.豫
じ
め
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
點
亦
若
干
あ
る
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
こ
の
法
律
菁
は
、
.謂
妙
る
北
部
ゲ
ル
マ
ン
系
銃
の
も
の
.で
あ 

中
世
諾
威
の
農
地
世
篛
.

■ 

四
三1

.

2

■七
六九

；*
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成
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農
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叫
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七
七
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)

 

る
ゆ
。
と
の
北
部
デ
ル
..
マ
ァ
ネ
ン
に
、

■
ゲ
ル
.

マ
シ
人
全
體
に
共
通
す
る
諸
制
度
の
；极
源
を
求
め
る
こ
と
は
、
最
近
殊
に
獨
逸
の
諸
擧
背

の
好
ん
で
行
ふ
と
こ
ろ
の
や
う
で
あ
る
。
そ
の
是
否
は
い
ま
こ
こ
に
問
は
.な
い
と
.し
て
^

,
ゲ
ル
マ
.
.ン
.人
の
特
性
が
彼
等
の
故
地
に
長

. 

.

•<
本
源
的
形
態
の
ま
、
保
存
さ
れ
た
と
做
す
こ
と
は
、
一
虛
ご
れ
を
緣
認
す
る
こ
と
が
出
來
よ
ぅo

例
へ
ば
本
稿
の
場
合
諾
威
の
地
理 

的
位
镫
を
顧
み
た
だ
け
で
も
、
そ
れ
が
大
陸
.

(

歐
羅
巴)

と
可
成
り
隔
絕
さ
.れ
た
場
所
に
あ
る
爲
め
.に
"
民
族
移
動
や
そ
の
他
の
文
化 

接
觸
か
ち
の
.直
接
的
影
響
を
受
け
る
こ
と
比
較
的
少
か
つ
た
と
考
へ
ら
れ
ょ
ぅ
。
從
つ
て
中
世
諾
威
め
習
俗
' ^
至
諸
‘制
度
は
、
杏
ゲ
ル 

マ
ン
&

塒
質
を
少
く
と
も
或
る
程
度
廉
持
す
る
も
の
で
あ
-つ
た
と
い
へ
る
。
し
か
も
ョ
ォ
ン
セ
ン
敎
授
の
.い
は
れ
名
や
ぅ
に
、
，ツ
ロ
ス 

タ
民
會
法
雜
書
と
異
り
、
グ
ゥ
ラ
拢
會
- 0
そ
れ
が
.全
く
濃
村
關
係
の
も
の
の
み
を
取
扱
つ
て
ゐ
.る
こ
と
か
ら
し
て
(7
)
*
こ
の
後
漭
ょ
り
ゲ 

ル
マ
ン
の
農
制
の
特
性
を
把
え
る
こ
と
は
、
或
る
程
度
ま
.で
可
能
で
あ
ら
ぅ
。
徂
し
そ
れ
抓
靡
威
化
さ
れ
太
も
の
で
あ
る
こ
と
、
從
つ

て
古
ゲ
ル
.マ
ン
の
色
彩
尙
濃
し
と
し
て
も
純
粹
な
も
の
で
は
な
'い
、こ
と
は
、
常
に
顧
慮
せ
ね
ば
な
ら
^

挪
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ

.

.

.

.
 

*

れ
は
、
飽
く
ま
で
も
-)
或
る
程
度」

と
い
ふ
跟
宛
を
伴
ふ
。
の
み
な
ら
.ず
、
旣
に
中
'1
.
»
:初
期
に
お
け
る
諾
威
の
.對
外
貿
易
乃
至
海
述
業
の

' 

.

* 

-

繁
榮
、
或
は
第
九
，世
紀
か
ら
第
十
一
佌
紀
^

か
け
て
の
ヴ
ィ
キ
ン
グ
の
活
躍
等
か
ら
し
て
、
そ
の
本
國
に
は
異
文
比
と
の
間
接
的
接
觸

.
 

'
 

,

-
 

.

, 

.

に
ょ
る
影
響
が
あ
つ
た
こ
と
を
も
豫
想
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
V

こ
れ
•を
農
業
部
.面
に
お
い
て
見
る
時
は
、
農
業
そ
の
も
の
の
有
す
る

特
質
か
ら
.し
て
、
他
の
.經
濟
部
門
に
比
し
て
、
比
較
的
參
く
グ
ル
1
,
ン
の
純
释
ざ
を
中
世
に
至
る
ま
で
保
つ
た
と
推
宛
さ
れ
得
る
の
で

あ
る
。 

... 

」

■

.

.

.
 

,

次
に
グ
ウ
ラ
^

會
法
律
書
は
、
前
述
の
如
く
西
部
諾
威
>*ス
ン
メ 

X
ル
か
ら
ァ
ク
デ
ル
に
至
る
地
區
に
適
用
さ
れ
た
も
の
で
ぁ
る
が
、

こ
れ
を
以
て
諸
威
全
土
に
互
る
-1
業
-!
|

行
を
探
り
得
る
も
の
で
|)
:

る
か
.否
か
の
問
題
が
が
ら
ぅ
0,
私
は
こ
れ
を
肯
定
し
セ
大
愚
な
き
も 

の
と
考
ベ
て
ゐ
る
。
何
と
な
れ
ぱ
、
て
一
一
一
.七
四
年
に
國
王
マ
グ
ヌ
ス
四
世
は
諸
ラ
ン
ド
法
を
統
合
し
て
全
國
に
適
用
さ
れ
る
法
典
を
®

.

ん
だ
の
で
^

つ
た
が
、
そ
れ
は
大
郜
分
グ
ゥ
ラ
民
會
法
律
書
の
規
定
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
匆
論
マ
グ
ヌ
ス
法
典 

' 

_
 

- 

.
 

.

. 

■

と
グ
ゥ

ラ
段
會
法
律
書
と
の
作
成
华
代
に
は
、
約
ニ
1|
1
'紀
の
隔
り
が
あ
り
、
且
つ
こ
の
問
の
諾
威
は
可
成
り
變
化
し
た
。
例
へ
ば
■
督
敎

化
の
進
涉
は
こ
の
！1
に
特
に
著
し
い
も
の
が
あ
つ
た
。
從
つ
て
マ
ダ
ヌ
ス
法
典
に
採
用
：さ
れ
た
部
分
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も

同
.
一內
容
の
も
の
で
は
な
い
。
然
し
グ
ゥ
テ
民
.會
法
雜嘗
が
大
體
諾
威
全
體
の

農
業
慣
行
に
即
す
る
も
の
と
做
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、

マ

グ
ヌ
ス
法
典
の
主
內
容
を
癖
成
す
る
や
ぅ
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
ぅ
。
故
に
こ
の
.
.法
律
書
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
以
て
、
少
く
と

.も
マ
グ
：ヌ
ス
法
典
双
前
以
時
代
の
全
諾
威
の
農
業
狀
態
に
該
當
す
る
も
の
と
做
し
得
る
と
思
ふ
の
で
あ
^

0
徂
し
こ
の
こ
と
は
、
グ
ゥ

ラ
段
#

法
#

書
が
西
部
諾
威
に
特
殊
な
慣
行
を
含
ま
な
い
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。

ン

,
. 

■ 

■ 

■ 

.

.

. 

- 

-

そ
れ
ょ
り
も
問
題
に
な
る
の
は
V
，法
律
書
.が
或
る
時
代
の
實
狀
を
傳
へ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
點
で
あ
ら
ぅ
。
こ
れ
に
對
し
て
は

-

否
焚
的
■解
答
を
以
て
す
る
の
が
^

通
t

あ
る
，。.
過
去
の
狀
態
を
知
る
爲
め
に
、
そ
の
時
代
の
法
規
を
採
用
す
る
こ
と
は
可
成
り
多
く
行

.

.

. 

.

.

.

. 

. 

. 

*

は
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
が
と
も
す
れ
ば
誤
認
を
生
じ
易
い
方
法
で
あ
る
こ
と
は
周
知
に
屬
す
る
。
寧
ろ
法
規
は
®

狀
を
■
 

示
さ
ぬ
も
.の
と
極
端
に
い
ふ
こ
と
さ
へ
出
來
る
0

そ
れ
は
農
業
關
係
に
つ
い
て
も
、
.
亦
農
民
の
^
利
義
務
の
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
で 

あ
る
0

.グ
ゥ
.ラ
思
會
法
律
書
が
、
諾
威
農
妈
の
! ^
行
乃
至
權
利
に
つ
い
.て
古
老
の
記
憶
ゃ
ロ
傳
に
殘
る
も
の
を
集
錄
し
た
と
い
つ
て
'
 

も
、
‘
そ
れ
は
當
時
一
の
農
民
が
®

己
の
權
利
な
：り
と
.し
た
こ
と
の
總
て
を
.述
ベ
.て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
反
對
に
該
書
に
收
め
ら
れ
た
も 

' 

.
中
泄
蓮
の
農
地
世
製
ノ
:
- 

■

1

2
 

. 

.
a

七
七
ー〕

,

■
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四
三
四
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a
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七
5
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.V 

: 

.

, 

• 

\

の
は
、
紛
铆
を
生
じ
易
い
問
題
或
は
異
常
な
權
利
關
係
に
つ
い
.て
の
判
旨
の
.み
が
と
り
あ
.げ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
：
と
さ
へ
出
來
ょ 

ぅ
。
.換
言
す
れ
ば
、
常
時
の
誰
人
も
疑
問
と
し
な
.か
.つ
た
慣
行
、
し
か
も
後
代
.
.の
吾
々
に
と
つ
て
は
解
決
し
難
い
問
題
は
、
こ
れ
を
條 

文
の
中
か
.ら
求
め
得
ぬ
こ
と
が
多
^
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
，い
。
從
つ
て
こ
の
意
味
に
お
，い
て
、
第
十
一
、
ニ
世
紀
の
諸
威
に
お
け
る
農

‘業
狀
態
の
文
献
と
し
て
グ
ク
ラ
民
#
法
律
書
の
持
つ
意
義
は
、
甚
だ
小
さ
な
も
の
，と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
た
^
こ
れ
に
代
る
ベ
き
他

.

.

'

.

-

. 

.

•
 

.

. 

, 

■ 

.

.

の
原
資
料
の
な
い
と
い
ふ
こ
と
の
爲
め
に
、
本
稿
に
お
い
て
こ
の
法
律
書
を
利
用
す
.る
の
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
が
諾
減
農
民
問
の
權
利 

•を
誤
り
な
く
且
つ
殘
り
な
に
傅
へ
て
ゐ
る
も

.の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
、
こ
れ
を
取
扱
は
ね
ば
な
ら
な
い 

.の

.で
あ
る
。 

.ノ
，

I 

• 

• 

* 

. 

'

⑴ 

Gennanenredhfe. Bd. 6. Norwegisches'Recht.
d.
a
s Rechtsbuch des GUIathiags. Cbers. von Rudolf Meissner.

' 
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■
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:
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c
w
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i
m
a
r
.
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9
3
5
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s. 

V
I
.

 

.i

.

.

.

.

.

⑵

第

'±
ー
世
紀
後
半
に
、
ォ
ス
.
£
1ォ
を
中
心
と
す
る
'.ヴ
ィ
ク
地
方
は
分
離
し
て
5

を̂
&
5*
2
を
新
設
し
た
。

(3
)

ボ
ル
ガ
ァ
ル
民
#
法
律
書
も
亦
散
逸
1
て
し
ま
つ
-て
ゐ
る
由
.で
あ
る
。C J. Frost, D

as norwegische

.rBauernerbrecht J
e
p

 

193a s, 
2
3
0
: 

•

.

.

(4
)

.
グ
ゥ
ラ
民
會
法
律
書
の
樹
譯
書
は
前
記
註

c
r
〕

に
揭
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
昨
年
獨
逸
法
律
ァ
ヵ
デ
、、、
ィ
編
纂
の

「

ゲ
ル
マ
ァ
ネ
ン
諸
法

j

.

,

卜
'

.

:

.
-
.
•
. 

.
 
.
,

■
;
. 

•
 

■
 

'
 

-
 

.
 

■
 

■

:

1

書

の

第

四

卷

と

し

て

、

.

.フ

.ロ'-
ス
.タ

民

會

法

律

書

が'?
ィ

ネ

チ

ァ.氏

に

ょ
.つ
：て

樹

譯

刊

行

さ

れ

た

由

，で

あ

る

0

若

し

こ

れ

が

直

ち

に

入

手

し

得

..V 

■ら
れ
.る
.事
情
に
も
る
な
•ち
ば
.、
.と
れ
.と
グ
'ゥ
ラ
.民
會
法
律
書
，と
..の樹
比
に
-ょ
づ
て
、，北
部
諾
威
の
.農
;8
;朱と.西
部
の
そ
れ
-と
の
異
同
を
明
か
に
す
'

るこ上

4

出来よぅ

I
、又
兩
者
の
榻
慕
に
存

.す
る
開
き
が
1

:農
業
に
如
何
程
め
差
異
を
坐
ん
だ
が
を
資
料
か
ら
底
接
推
定
す
る
こ

.

.

.

.

-

'

.
 

.' 

. 

.

•
 

. 

•
. 

• 

•

、.

.

'

と
が
出
來
る
わ
け
で
あ
る
が
>
現
在:̂
れ
は
爲
し
得
な
い.と
こ
ろ
で
あ
る。

*

 

■

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

，.

 

.

.

.

 

.

(5
)

,前
述
.

の
；如
く
こ
の
法
律
書
は
第
十
一
世
紀
末
に
、
..
基
#

敎

僧

侶

の

手

に

，
よ

つ

て

編

'

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
る
る
が
，
然
し
そ
の

.
.

次
の
世
紀
に
至
つ
て
も
別
に
敗.編
さ
れ
た
の
で
は
な
か
つ
た
か
ら
、
：第
十
1

‘、
ニ
世
紀
頃
の
狀
態
を
こ
の
法
律
書
か
ら
求
め
る
と
し
て
も
大
過

V 

.

 

. 

.

 -

 

\ 

'

 /

 

•

は
な
い
と
考
へ
ら.れ
る
'0
,

,

.

( 6

)

,

前

記「

ゲ
ル
マ
ア
ネ
ン
諸
法

」

叢
書
に
收
め
ら
れ
た
北
部
ゲ
.ル
マン，
㈱
の
も
の
は
、

グ
ゥ
ラ
民
會
法
#
罾
、
フ
ロ

ス
タ
民
會
法

#
■
の
外 

'に

！
3±:
<
1
3
1
0
^
.
.

な
る
諮
威
從
士
法、
>:
1̂

1
6
3
^,
6
3
^0:
足
以
^

や
.Uplandslag 

の
瑞
典
法
、
.

Erichs ■
seeiand

'g-
h
es Recht, A

r
v
e
b
o
g

 
u
n
d
o
r
b
o

 d
a
m
a
l

の
丁
株
法
、
G
s.
g
i
sな
る
ア
ィ
ス
ラ
ン
ド法
が
あ
り 
> 
.同
叢
書
續
犏
と
し
て
、
今

後

J
&
s
c
h
e
s

 Geaetz 
■が
フ
ォ
ン
*

■ 

- 

 ̂

. 

I
.

シ
土
ウ
.工
リ
ン
敎
授
に
よ
ウ
て
獨
譯
さ
れ
石
豫
定
に
な
つ
て
ゐ
る

0

.
 

' 

- 

.

. 

.

.
(7
.Oscar Albert Johnsen, Norwegische wirtscha.ftsgeschidIte.Qena. 1939V s
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培
*

•
 

•

■

.

■
.

.

■ 

.1 

18

)

ザrost, 
M
r 

M
. O...S..43.

:
,
く 

.

 

土

.

■

グ
ゥ
ラ
段
會
法
#
書
は
ー
ー
編
三
ニ
〇
條
ょ
り
成
る
。
ぞ
の
中
に
本
稿
に
お
い
て
採
り
あ
げ
る
農
地
相
續
に
關
す
る
部
分
は
、
德
四 

纖

「

相
續
櫳」

と
第
八
編「

ォ
ォ
.デ
ル
取
戾」

と
で
あ
る
が
⑴
、
以
下
に
お
い
て
は
、
そ
れ
•も
逐
條
解
釋
を
加
へ
る
^
と
は
せ
ず
、
必

I

 

. 

.

要
な
限
り
の
條
文
を
問
題
と
す
る
.に
と
C
め
る
。
■
.

. 

.

中
世
餓
威
の
•農

他

世

製

..
_
 

. 

.

V

四

看

.

'
、
一
.七
七
三)



'.
.
中
世
諾
减
の
農
地
世
襲
：

. 

四

三

六

2

七
七
四)

■ン 

■—

 

- 

; 

X 

-
I

.

先
づ
第 

| 

ー
.五
條
；の
胃
頭
に 

„
N
u
n

 

ist 

e
i
n

 

M
a
n
n

 .
g
e
s
t
o
r
b
e
n
.

. D
e
r

 

E
r
b
e

 

soli 

s
i
c
h

 

a
u
f

 d
e
n

 

H
o
c
h
s
i
t
z

 

s
e
t
z
e
n.。

と
い
ふ 

'■
(

2
)

0
こ

.

の
相
續
人
が
被
相
續
人
の
死
亡
に
ょ

.

つ
て
繼
承
す
るH

o
c
h
s
i
t
z

と
は
、
フ
；a

ス
>

敎
授
に
ょ
れ
ば「

家
*
農
地
，家
族
の
指
導」

の 

意
味
で
あ
つ
て
(3
)

、
そ
れ
だ
け
.で
は
何
等
問
題
は
な
い
と
も
考
へ
ら
れ
よ
.う
。
然
し
そ
の
他
方
に
お
い
て
、
相
續
人
が
一
人
で
あ
り
、
觅 

子
で
あ
る
こ
と
、
.
彼
が
謂
ゆ
る
家
屬
の
指
導
權
を
把
持
す
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
し
て
、
色
々
な
疑
問
が
生
ず
る
。
相
續
人
が
.一
人
し
か

な

い

!1
#

は

'ょ

.い

が

、

數

人

あ

.つ

た

場

合

は

如

何

ず

る

の

で

あ

.ら

う

か

。

又

、

家

屬

に

對

す

る

指

導

權

が

摩

げ

て

相

續

人

に

歸

せ

ら

れ

て

• 

: 

: 

.■.

.
 

. 

>
' 

■

ゐ
る
こ
と
は
、
當

時

の

經

濟

關

係

が

可

成

り

單

純

な

も

の

で

あ

つ

た

こ
と
を
.豫
想

.

せ
し
め
る
が

、

果

し

て

さ
う
で

あ

つ

た
ら
う
か

。

そ

■ 

- 

.

.

 

.

.

.

 

.

れ

と

北

ハ

に

、

ゲ

ル

マ

，ン

法

が

共

同

相

續

を

原

則

と

し

、
，同

順

位

の

相

續

人

が

數

人

あ

る

場

合

は

遗

產

は

彼

等

の

共

同

所

得

す

る

と

こ

ろ

. 

.

.

.

.

.

.

 

'

と

な

る

ど

い

ふ

通

說

は

、

.

.こ

の

時

代

の

諾

贩

に

適

用

せ

ら

れ

る

.
の

で

あ

る

か

.否

か

と

い

ふ

と

と

も

問

題

に

な

る

。

.

 

.

 

.

こ
れ
等

の

疑

問

に

答

へ

る

爲

め

に

、

先

づ

ダ

ゥ

ラ

民

會

法

律

書

の

相

續

順

位

規

定

を

參

照
し
ょ
う
。
第

1

0

三

條

に

ょ
れ
ば「

與
子 

が
父
.を
相
續
し
、
_與
子
が
夭
逝
し
た
る
時
は
.父
が
與
子
を
相
續
す
る」

こ
と
を
以

て

第

1

順

位

と

し

.、

男
子
な
き

場

合

は

「

女
子
、
及
 

，び
與
子
：の
與
子(

男

孫

)

又
は
祖
父
が
各

半
ば
を
相

續

す
る
、
低

し

男

は

土

地

を

、

女
は
動
產
を
相
續
す
る」

(

第

二

順

位

、

又

第

三

順

位

と

し

て

「

兄

弟

の

順

次

に

.

^
り

、

及

び

父

の

兄

弟

姉

妹

が

相

次

い

で

相

續

す

る

ヒ

'

と

定

め

ら

れ

て

ゐ

る

(4
)

。

以

下

近

親

に

對

し

て

第

i 

-■ 

.

六

順

位

ま

で

の

規

定

あ

り

、

贺

に

.

.庶

子

、

遠

親

等

の

相

續

順

位

を

定

か

で

ゐ

る

が

そ

れ

等

は

措

く

0

'
と
こ
ろ
で
同
順
位
の
相
續
人
に
あ
ひ
て
は
、
年
畏
荠
が
優
先
し
、
女
性
ば
男
性
に

.此
し
て
劣
位
に
あ
る
。
女
子
は
、
.與
子
な
き
場
合 

に
始
め
て
、
相
辍
人
と
し
てss

孫
と
同
位
を
得
る
.に
過
ぎ
な
：

S。

し
か
，も
第
；)

頌
位
の
-規
定
に
見
る
紅
.ぐ
う
.
.
.
.
-
^

子
は
穷
係
t
含
場
合
K
'
.

.

.

.0

.み
’農
地
.：-̂
';
^

續
--
1
>得

名

の

で
.あ
•
つ

.

て
、
..與

性
相

績

人

あ
：

>
9

時

は

動

產

を

得

る

，の

：

み
O

.

Vこ

.れ

は

.錢

資

を

意

味

す

る

も

，の

.で

あ

.

.ら

.ラ

o
..或
 

•■
1

1

第
兰
順
位
に
お
い
„'1
:
:、

被

相

續

人

の

姉

妹

は

農

地

卬

續

の

權

利

'を

持

つ

0

:
然

し

女

子

に

し

，て

_も

父

の

姉

妹

に

し

て

.も

、

ぞ

：の

相

續

せ
 

る

農
地
は
、
該
農
地
繼
承
期
待
者
と
丄
て
の
男
性
親
族
.に
よ
つ
て
取
戾
さ
れ
得
る
こ
.と
に
な
.つ
"て
ゐ
る(

第
一
一
七
四
條

〕

(5
)
。
そ
の
場
合 

農
地
評
憤
額
の
五
分
の
，

1

に
該
當
す
る
額
が
、
金
-
銀
*
不
自
li
i
人
。.家
畜
を
以
て
支
#

は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
つ
で
農
地
は 

:|
11
-び
切
性
相
續
人
の
手
中
に
_移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
.で
あ
つ
た
0 

. 

'

，相
續
に
お
け
る
.年
長
紫
の
優
先(

但
し
捃
孫
の
場
合
を
除
く)

.、は
、
グ
ゥ
ラ
.民
會
法
.律
書
が
長
子
相
續
を
採
る
こ
と
を
推

定

せ

し
め 

る
？
相
續
は
第
ー
ー
五
條
よ
り
す
れ
ぱ
被
相
續
人
.の
死
亡
の
後
に
行
は
れ
る
の
で
あ
る
が
,'
1

必
ず
し
も
そ
れ
に
は
限
ら
な
い
。
何
と
な 

れ
ば
笫1

〇
三
條
第
一
頌
に
、
被
相
續
人
の
牛
；#
中
.に
相
續
開
始
さ
れ
る
場
合
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
るo

#

子
が
相
續 

に
よ
つ
て
繼
承
す
る
の
.は
、
家
父
，の

K

G

&
'̂N
で
^

る
■ 

°
そ
れ
は
.上
述

.

の
如
く
家
屬
：に
對
す
る
指
導
權
で
あ
る
が
、
法
制
史
に
い
ふ
家 

長
權
に
等
し
い
，も
：の
で
あ
ら
う
0

そ
し
て
こ
の
家
長
權
.の
作
用
と
し
て
、.
法
制
史
の
敎
へ
る
と
こ
ろ
に
よ
ひ
、
..相
續
人
即
ち
新
た
な
る 

家
長
ほ
、
外
部
に
對
し
て
比
家
族
を
代
表
し
且
つ
家
族
の
犯
罪
に
つ
い
て
實
任
を
負
ふ
.と
共
に
、
對
內
的
に
は
、
家
內
に
存
す
る
財
產 

は
す
べ
て
'そ
の
管
理
し
收
益
し
得
る
と
こ
ろ
.で
あ
つ
た
と
做
し
得
よ
ぅ
。
即
ち
一
.
家
內
の
財
產
は
家
長
權
の
下
に
銃
一
.さ
れ
た
家
產
を
.
 

媾
成
す
る
0
:そ

，し

て

常

時
.の
諸
烕
農
拔
は
3

こ
の
家
產
を
經
濟
的
基
礎
と
し
家
長
權
を
中
樞
•と
す
る
家
乃
至
家
族
共
同
體
を
營
ん
で
ゐ 

た
.と
考
へ
ら
れ
：る
0
.し
て
見
れ
ぼ
、
同
順
位
の
相
續
人
：が
多
數
存
す
る
場
合
で
も
、.
彼
等
は
家
産
を
分
割
し
て
分
家
す
る
こ
と
な
く
、

. 

■
■ 

.

.

. 

. 

.

'

■
圓
 

- 

圓
 

' 

.

依
然
父
の
家
に
，留
り
、
'新
た
な
る
家
長
の
.指
#

に
服
し
つ
k
家
產
を
合
有
し
て
ゐ
た
こ
と
に
'な
る
。
.即
ち
彼
等
の
地
位
は
す
ベ
て
平
等 

屮
他
諾
威
.
.の
農
地
世
襲
. 

,

.
四
三
七"

.

(

一
七
七
*:)



中
歡
諧
成
の
農
猫
璣
. 

\ :

. 

.

四
三
A

•
.(

一
 

<
七
六)

で
あ
り
、
謂
ゆ
る
兄
弟
共
同
體
、
.或
は
中
世
西
南
獨
逸
に
お
け
る
農
民
家
族
共
同
體
と
類
似
す
る
も
の
を
_

成
し
て
.ゐ
た
。
た
で
家
產 

3
管
现
權
•

听
有
權
が
、
謂
は
^

'3 .
3
1
1
3
.
5*
^
1:p

a
r
e
s

と
し
て
の
長
！R

に
®

し
た
に
過
ぎ
な
い
。
彼
が
繼
承
す
る
家
父
の
K
o
&
s
i
t
z

 

.も
、
共
同
相
續
人
^

對
し
て
別
に
經
濟
的
優
越
を
意
味
す
る
も
の
で
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
ぅ
。
.從
つ
て
そ
.の
包
括
繼
承
に
對
し
て
も
何 

等
#

ひ
の
k

ず
る
こ
と
玟
く
、
そ
れ
だ
せ
に
當
時
：の
諸
威
農
民
相
互
間
の
經
濟
關
係
は
軍
純
な
も
の
で
あ
つ
た
と
做
し
得
ょ
ぅ
。g

 

か
く
如
き
解
釋
は
、
.ゲ
ル
マ
ン
の
兄
弟
共
同
體
に
關
し
.て
ギ
ィ
ル
ヶ
、
ブ
ル
シ
ナ
.ァ
、
ホ
ィ
ス
ラ
.ァ
諸
敎
授
の
等
し
く
採
ら
れ
る
と
こ

ち
に
從
つ
た
も
0.

で
あ
吝
が
(7
)

、
然
し
こ
の
通
說
を
エ
ァ
ゾ
ス
ト
.

•

マ
ィ.
ヤ
ァ
敎
授
は
全
部
承
服
さ
れ
な
：い
。
即
ち
同
敎
授
は
、
兄
弟
が

" 

. 

• 

• 

• 

• 

•
-
-
' 

.

:»
!
•ハ
同
體
を
構
成
せ
る
こ
と
、
.
彼
'等
が
家
產
に
對
し
てM

i
t
r
e
c
h
t

を
有
：せ
る
こ
と
は
容
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
長
與
の
地
位
をp

r
r

m
u
s

 inter p
a
r
e
s

と
の
み
見
ず
に
、
辕
初
か
ら
長
子
權
な
る
特
別
な
優
先
權
を
持
つ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
長
與
は
次
與
以
下
に
塾
し

.:■
: 

. 
: 

... 

.
 
'-'

■■

. 

.

.'

-

.

へ
' 

.

て
、
種
族
法
.

k

ハ
^

E
t
h
e
l
i
n
g
,

 

A
d
l
i
g
e
,
.

 

n
o
b
i
l
e
s
,

 

s
e
n
o
r

 

'た
る
^.
の
'で
あ
つ
て
、
こ
のA

d
e
l
b
a
u
e
r

に
ゲ
ル
マ
ン
の.

u
r
a
d
e
l

を
.

求
む
ベ
.き
で
あ
る
と
い
は
れ
る
。
い
ま
同
敎
授
の
主
張
を
要
約
す
れ
ば
、
' 
兄
弟
典
同
體
は
相
續
分
割
に
ょ
つ
て
解
體
さ
れ
る
が
、
そ
の 

際
畏
與
は
右
に

%

ふ
.長
子
權
、
初
坐
權
に
菡
ぎ
、
他
に
優
先
し
て
家
に
お
け
る
父
の
M

C

&
ぼ

と
、
家
產
に
屬
す
る
農
地
の
中
か
ら
世 

襲

農

地(
s
t
a
m
m
h
o
f
v

と
^ .
得
、
.
更
に
淺
餘
o
農
地
を
頭
分
取
得
す
る
0
:1彼
の
み
がA

d
i
n
e

で
あ
り
、
グ
ル
ン
ド
へ
ル
で
あ
る
。
他 

，か
次
®

以
下
は
漸
次
'it
-
.長
.兄
.の
：.G

r

目<
i
h
o
l
d
e
.
n
.

と
な
り
、
こ
：の
關
係
の
進
展
は
織
が
て
謂
ゆ
る
グ
ル
ン
ド
へ
ル
.シ
ャ
フ

ト
を
成
立
せ

'し
办
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
(8
)

0 

;
た
^

こ
0
家
族
制
ょ
り
發
展
せ
.る
グ
.ル
ン
ド
へ
ル

シ
ャ

フ
トは
、
ゲ
ル
マ
ン
'の
全
部
挨
に
必
ら
ず
存
し

■、た
'

UJ.

い
ふ
.こ
.と
は
出
來
な
.い.が
设
然
-

し
：！！IX

予
檔
に
基
づ
，-く XJrpdel.

を
生
ず
る
素
質
.は
、
ゲ
ル
マ
ン
人「

の丧(

通
に
'有
，す
る
、i
こ
七
.飞

あ
つ
た
と
主
張
さ
れ
る
の
で
：あ
る10
)
。
'_::
:;';...

ン
.：

ノ
.'

ン
^

か
、
る
マ
イ
ヤ
：ァ
敎
授
の
所
說
に
對
し
て
は
、
賛
否
相
半
ば
し
て
ゐ
る
と
冬
'
へ
よ
ぅ

'0
<■
ル
バ
ァ
ト
•
マ
イ
ヤ
ァ
敎
授
や
§
、
ハヲ

フ
敎
授
は
賛
司
を
惜
し
ま
れ
な
i
2)
他
方
シ
キ
ル
ッ
、
敎
授
は
反
對
さ
れ
る
13
)

。
そ
の
他
私
の
未
見
の
：文
献
で
色
々
と
論
部
さ
れ
た

/

V

.
 

•

や
ぅ
で
ト
る

°-
:.そ
れ
等
或
は
謂
ゆ
るo

r
t
s
a
d
e
l

を
窟
味
す
石
と
考
へ
ら
れ
る
ゲ
ル
マ
ン
のu

s
a
e
l

の
檢
討
は
こ
こ
に
揩
き
、
私
見 

を
以
て
す
れ
ば
、

マ
イ
ヤ
r
敎
授Q

盡

に

對

す

W

批
判
は
、
.法
文
§

げ

ら

れ

た

き
I

如
何
な
る
程
度
卷
議
に
行
は
れ
た 

b

Q
と
す
る
^

^
よ
つ
て
定
ま
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

マ
イ
^

ァ
敎
授
の
典
據
上
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
單
に
大
陸
の
ゲ
ル
マ
ン
諸
韵
族
に 

關
す
る
も
の
の
^

こ
，止
ら
ず
、
諾
威
の
グ
ゥ
ラ
民
會
法
律
書
や
.マ
グ
ヌ
ス
法
典
を
も
含
め
ら
れ
て
ゐ
る
.。
殊
に
長
子
權
の
問
題
に
關
し

て
は
、
グ
ゥ
ラ
民
會
法
律
書
の
オ
ォ
デ
ル
分
割
及
び
|1
渡
に
關
す
る
規
定
を
採
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
後
年
の
マ
グ
ヌ
ス
法
典
に
お

.

.

.

.

.

. 

.
.

.

 

.

ハ
て
、
家
父
の
死
後
の
世
襲
農
地
分
割
に
際
し
て
長
與
に
認
め
ら
れ
た
優
先
權
は
14
)

、
こ
の
法
典
に
よ
？

麗
さ
机
た
も
の
で
な
く
、

•
 

•
 

•
 

_

そ
れ
以
前
旣
に

一
般
.に
行
は
れ
て
ゐ
た
も
の
が
法
文
化
さ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
と
し
て
、
グ
ゥ
ラ
民
會
法
律
書
の
作
成
期
"
或
は

*
 

► 

•

そ
れ
以
前
に
、
相
續
分
割
乃
至
長
子
特
權
の
行
使
ぁ
り
し
も
の
ー
と
做
さ
れ
る
0

で
あ
る
15
)

,0
.

グ
ゥ
.ラ
民
#
法
律
書
の
一
.般
的
相
續
權
の
部
分
に
は
、

マ
グ
ヌ
ス
法
典
に
明
示
さ
れ
て
ゐ
る
や
ぅ
な
長
子
優
先
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ 

て
ゐ
な
い
0

そ
れ
は「

相
續
分
割
に
際
し
.て
は
こ
れ
に
關
係
す
る
雪
部
に
吿
知
す
ベ
き
こ
.と」

(

第 
一
ニ
三
條)

0「

土
地
は
齚
以
て
分
割
す 

ベ
か
ら
ざ
る
こ
と
.

」
(

第
一
：ニ
六
條)

を
宛
め
て
ゐ
る
.に
過
ぎ
.な
い
6)
?

こ
れ
に
'反
1

て「

オ
ォ
デ
ル
取
戾」

と
題
ず
る
箇
所
に
は
、
相
續 

農
地
•の
賣
却
及
び
分
割
.に
つ
い
て
詳
細
な
規
定
が
存
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
關
說
す
る
が
、
然
し
そ
の
前
に
マ
イ
ヤ
ァ
敎
授
の

' 

.

.中
世
諾
威
の
践
地
世
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四
0
 

(
1

七
七o

主
張
せ
ら
れ
.る
長
子
權
の
問
題
に
關
し
て
，一
言
：し
て
置
か
う
。
そ
れ
は
.ダ
ゥ
ラ
民
會
法
雜
書
に
現
は
れ
た
限
り
で
は
、
長
與
の
初
坐
權
、 

现
は
.彼
が
分
家
し
た
弟
達
に
良
し
て
グ
ル
ン
F

へ
ル
の
地
位
に
あ
る
こ
と
の
論
據
は
、
存
し
な
い
や
う
に
考
へ
ち
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ 

の
點
に
つ
い
て
私
は
、
シ
A
ル
ッ
エ
敎
授
の
反
駁
せ
ら
れ
る
:̂
:

こ
ろ
に
聽
從
す
る
17
)

0
た
屢
年
の
諸
威
に
お
い
て
グ
ル
ン
F

ヘ
ル
句 

發
&

が
あ
つ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、然
し
そ
れ
は
本
稿
の
問
題
外
で
あ
る
の
み
な
ら
ずr

叉
.

U
r
a
d
e
i

の
語
自
|1
と
矛
原
し
ょ
う
。
前
述 

の
如
く
マ
イ
ヤ
ァ
敎
授
は
、
相
續
分
割
の
行
は
れ
る
前
か
.ら
、
長
與
.は
旣
に
長
子
權
を
有
し
て
を
り
、
そ
れ
が
相
續
分
割
開
始
に
際
し 

て
作
并
す
る
*^
、_

さ
れ
_る
<0
で
あ
る
0

然
し
合
商
的
兄
弟
共
同
體
に
.お
い
て
兄
弟
は
す
べ
て
平
等
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
長
與
が
他 

に
.拔
ん
で
て
繁
權
を
掌
握
す
，る
所
以
は
、
.右
の
人
的
結
合
.
_
係
を
統
率
す
る
S

上
の
必
要
に
出
で
た
の
で
あ
つ
て
、
長
子
權
な
る 

特
別9

權
I

基
づ
く
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
？
こ
の
間
の
事
情
に
對
し
て
は
、
嘗
て
ヴ
ィ
ノ
ダ
ラ
ァ
ド
フ教
授
が「

古
諾 

威
潇
法
に
お
け
る
同
族
と
親
族j

と
題
す
る
論
文
に
お
.い
て
、
同
族
の
指
導
及
び
氏
族
の
首
長
を
決
觉
す
る
も
の
は
、.
事
實
上
の
.權
カ 

關
係
と
結
合
と
で
あ
つ
.て
、
法
的
標
徵
に
ょ
る
の
で
は
な
い
と
い
は
れ
た
と
匕
ろ
を
8)
、
そ
の
ま
、
援
用
.し
得
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
货 

.つ
て
長
子
權
な
る
法
的
德
徽Q

有
無
を
求
め
る
耍
は
な
い
も
Q

i
さ
，へ
い
ふ
こ
と
が
.出
來
ょ
う
。 

A

こ
の
他
方
に
お
い
て
、
グ
ゥ
ラ

段
會
法
律
書
の
編
ま
れ
た
時
杞
、同
.順
位
の
相
續
人

多

擻

あ

る

揚

合

農

地

分

割

が

あ
つ
た
こ
と
は
こ
れ 

.
を
認
め
ね
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
墓
に
私
が
、
こQ

頃Q

蔑
農
潘
に
兄
弟
共
同
體
乃
至
農
民
震
共
同
繁
營
ま
れ
て
ゐ
た
と
推 

免
し
た
こ

と

と

诹

觸

す

る

0

即
ち
こ
こ
に
、
こ
の
種
の
共
.同
體
は
第
十
一
世

紀

後

平

に

旣

に

原

形
を
變
へ
つ

乂

あ

つ

た

と

訂

疋

せ

ね

ぱ

 

な
ら
.な
ぃ
0

そ

れ

.^
如

何

な

る

程

度

に

' 1

.ん

で
- ^
た

か

は

問

題

で

ぁ

る

が

、

然

し

こ

れ

は

前

述

0
如

く

，

解

釋

0

如

何

に

歸

せ

ざ

る

を

.得
な
い
の
で
あ
，

N
?
?
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■'全
構
成
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
.括
弧
內
吖
數
字
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條
文
を
示
す
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c
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Abschnittiiber Mannheiligkeit .cc. 

151.-252V 
vn. A

b
s
dlaitt iiber 

Diebstahl(c. 

253-264 
ノ Vj| 

o
a
e
l
s
d
n
l
e
s
u
n
g

 re. 2
6
5
-
2
9
4
V

 rx. w
e
h
r
o
r

i?*
u
n
g

 (c, 295-315).

X. 

N
e
u
e

 B
us
s
e
n
b
e
r
e
c
h
n
u
n
g 

(c. 31^-319). 

X
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Meissner, a. a. O. s. 88. ■ 

' 

,
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3
. Frost, 

_
a
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a. 

O
.
S
.

 4
5

.

•

'

⑷

第一〇三條に揭げられた第

|5
1

.

砠
_
順
位
乃
至
第
六
順
位
：は
、
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-
」

• 

> 

• 

■

,,D
a
s

 ist der 
.
v
in>
-
r
t
e

 .(Erbgang)，
dass die M

u
t
t
e
r

 

Erbin ihres sollnes wir
d

 
‘ Das. ist'der fiinfte, 

das d
er Vaterbruder 

<t
r
b
t 

d
s
a 

d
e
r

tdrudersohnv jeder' v
o
m

 a
n
d
e
m
.

co
o b

e
e

-Mb
e
n

 sie 

p
c
o
i
l

 z
u
s
a
m
m
e
p

nfinen M
a
n
p
w
e
n
n

 es sich so 

t
r
a
t

D
a
s

 ist .der 
一
 sedaste, 

dass. die 

sot
h
n
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n
d

 

ein B
r
u
d
e
r v

o
n

 der gleichen' Mutter, w
e

 

目
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d
a

 ist' E
r

 

erbt das bewegliche 

G
-P
t un

d

 sie erben das ILand.s. (Meissner, a. a. o. s. 8
3

し 

⑶ 

Meissner, a. 

a.'o. s.. 16112....

(6
)

尙
こ
と
に
一
言
斷
つ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
•
こ
.こ
に
合
手
的
團
體
と
し
て
兄
弟
共
同
體
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
グ
ゥ
ラ
民
會
法
律
書
が 

.

編
纂
さ
れ
た
時
代
の
所
街
:.
*
經

營

關

係

に

っ

，
い

'て
い
ふ
の
で
.あ
っ
.て
、
諸
威
の
始
源
的
形
態
が
こ
れ
で
あ
っ
た
と
い
.：ふ
の
で
は
な
い
。
そ
の
端 

■

中
11
1
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農
地
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製
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メ
屮li
t

諸
成
の
農
地
-l
i
t駿
. 

叫
叫
一
:

C
1

七
八
〇)

緒
に
あ
つ
て
は
-
.
ハ
ッ
ブ
敎
授
■の
.唱
導
さ
れ
る
や
ぅ
に
、家
族
乃
至
同
族
財
產
で
あ
つ
.た
の
か
.
又
は
ウ
.

H

ウ
ラ
ァ
氏
の
主
張
さ
れ
る
や
ぅ
に
、

.

'
、
-

-

f

■

. 

:
 

. . 

. 

、
 

■

.

■

，私
辑
財
產
に
發
す
る
か
を
探
ね
る
.こ
と
、
或
は
兩
說
の
關
柳
を
究
め
る
こ
と
は
、
：興
味
あ
る
問
題
た
る
を
矢
は
欢
い
が
、
本
稿
に
お
い
て
關
說 

..

し
な
い
‘と
こ
.ろ
.で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
.、
.慶
應
義
塾
經
濟
史
學
會
第
五
十
九
回
例
會
む
お
い
て
私
見
.を
發
表
し
た
こ
と
が
あ
る
®
そ 

.

'の
報
街
の1

部
分
は
、「
歷
史
と
生
活」

第n

ー
卷
第

，一

號

(

昭
和
十
四
年
十I

月
>

に
揭
載
さ
れ
て
ゐ
る
0
. 
_

:

.

(7
>

otto.'Gierke, D
a
s

 deutsche 

Genossenschaftsrecht. B
d
.
1
.
(Berlin, 

1
8
6
8
V

 

S. 

16., 

H
einrich‘Brunner, 

Deutsche R
e
-

 

chtsgeschidite 2. A
u
a
.

 

s

.1(Leipzig. 1906). s
.
1
0
4

 f., A
n
d
r
e
a
s

 Heusler, Institution des deutschen privatrechts, 

B
d

 

1
.
(Leipzig, 1

8
8
5
V

 s. 2
2
3
?
2
3
5
,

 245

(8
)

マ
ィ
ャ
ァ
敎
授
は
更
にj

#

を
進
め
て
、
.ゲ
ル
マ
ン
に
.お
け
る
グ
ル
ン
ド
へ
ル
ン
ヤ

フ
卜
は
、
通
說
に
い
ふ
如
く
'

ブ
.
レ
力
リ
ィ
及
び
ベ
ネ

.

ノ 

.
 

■ 

.
 

.
 

.

ン
.
 

■-

.

フ
ィ
チ
ウ
ム
に
ょ
.る
襄
族
*
國
王
‘
敎
會
*
修
道
院
等
の
土
地
貸
付
に
ょ
づ
て
始
め
.て
坐
じ
た
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
* 
.

E
m
s
t

 M
a
y
e
r
,

 D
e
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 g
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e
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r
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b
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0
9
1
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e
h
r
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o
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目
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•

G
e
r
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b
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1
9
1
6
V
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)
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Alfred s
c
h
t
a
f

 Z
u
r

 Redxtsgesc&ichte der german^sdlen Briidergemeinschaft E
i
n

 Beitrag 

1
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e
m

 altnorwegi* 

c
h
e
n

 

8
d 

d
o 

altislsischen Recht, Z
t

 d. sav.lst 1

 R. G. Bd. 

56. G
e
r
m
,

 Abt. 

(1936〕. s. 334. ff.

(1
4

)
マ
グ
1ヌ
ス
.法
典
第
五
編
第
七
章
に
お
け
る
長
子
優
先
の
條
項
は
シ
^
ル
ツ
エ
敎
授
に
よ
つ
て
次
の
如
く
獨
譯
さ
れ
て
ゐ
る
。

U
n
d

 soli der 

f
 

stecsohloallein sich eigen den. H
a
u
p
f

 f, w
e
n
n

 jenen.cd. i. d
e
n

 

置

e
r
s
a
n
d
e
r
e
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c
k
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u
r
d
i
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s
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a
e gleich 

gut seien n
a
c
h

 g
e
s
&
n
e
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w
u
r
d
e
i
g
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 U
n
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l
o
h
n
〔 l

m
e
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I
 Lo
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e
n
e
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V
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a
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i
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T
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t
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a
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g
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q
e
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ゴ
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ベ

へ

中
f

威
の
I

I

,

:

 

-
 

.
 

-
. 

I

 

.

■ H

■

"

■

-
..

、
第

十一

、

H

世
紀
—

威

農

業

社

言

お5

て
、
悬

#
®

遍

餐

罾
 

多

£

は
、
■農
地
相
續
分
割
を
契
機
と
し
て
解
體
し
始
め
て
ゐ
た
の
で
I

。
こ
の
變
化
は
何
に
由
來
す
る
の

で

あ

っ

た

か
。

■ 

翠

一

、
.
一
一
世
紀
I

威
1

そ
れ
は
グ
ゥ
ラ
f

法
馨
が
甚
督
款
僧
侶
に
よ
っ
S

S

れ
た
時
期
で
あ
るー

は
.
' 
政
治
• 

經
濟
，.，
社
f

精
神
等

震

の

部

面
I

い
て
大
I

變
化
が
行
は
れ
て
ゐ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
先

づ

政

1
 

、
變
化
と
し
て
.國
內
銃 

一
.の
完
遂
I

げ
ら
れ
る
。

.

第
九
世
紀
パ
ラ
ル
ド
美
髮
王(

八

七

ニ

丨
i

 
二
年)

に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
淹

i

家
f

成
は
'
 

賞

(

一
 

〇
£

—

5

1

擧

 

然
し
，
威

國

(
N
o
r
e
g
.

S
V

I
)

.の
f

帶
び
て
も
-
尙
前
述
の
如
く
制
法
民
會
說
立
し
て
ゐ
る
以
上
.、
法
制
的
統
一
に
は
至
ら
ず
、
叉
經
濟
的
統
一
の
實
を 

W

へ
た
と
も
做
し
雛
い
0

例
へ
ば
オ
ラ
フ
證
治
下
或
は
.そ
の
後
第
十
二
世
紀
後
半
に
至
っ
て
も
、
北
部
地
方
の
凶
作
を
南
部
地
方
の 

穀
物
移
出
に
よ
っ
.て
補
.ふ
が
如
き
こ
と
は
行
は
f

か
っ
た
か
ら
で
I

⑶
°-
:
姐
し
諸
王
の
發
令
し
た
：t

る

髯
 

般
に
よ
く
徹
底
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
經
濟
的
■

の
I

が
I

し
た
こ
I

豪

し

よ

ぅ

。
i

王
I

善

及

び

貨 

切
の
統1

を
圖
っ
淹
が
、
こ
れ
.も
一
f

.
は
普
及
しな

..

か
っ
た
⑶
。
殊
に
諸
威
の
.鑄
貨
f

 

.

(

第
i

世
紀
後
半
以
降〕

i

し
く
、
 

?
l

i

世

盤

頭

の

士
l

e

i

貨
の
如
き
は
、
當
時
の
諸
國
の
鑄
貨
の
中
で
最
も
惡
質
の
も
わ
.と
し
て
聞
.え
て
ゐ
る
程
で
あ
る
か 

I

、
從
っ
て
I

成
I

流
姻
は
望
む
べ
く
I

 
く
、
依

餐

.

經
濟
S

配

し

て

名

の
I

る
。

，
'
■

.
i 
ノ
ト
法
N

i

7-^
l
j
l
l
;-
-

^
lc
土
.
#評
價
.の
支
拂
手
段
の
甚
堆
が
.描
げ
ら
れ
て
ぬ
る
：̂

そ
れ
に
よ
^

ば
當
导
^

3
は
、
少
く

.

.

. 

. 

.

.; 

.• 

* 

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

:

.

と
も
遵
村
に
：お
ぃ
て
金
顧
使
翎
さ
れ
；て

ゐ

な
. ^
,つ
.た
.
.こ
.と
が
.解
る
0
;'
日 

V
.

頭
は
ニ
エ
工
レ

•

半
、
佤
し
支
拂
に
充
て
る
牧
牛
は
八
歲
未
滿
に
1>

て

健

全

な

：る

も©'
な
る
こ
と
を
要
す」

。'

以
下
牝
牛
の
外
に
、
毂
物
、
地
金
銀
、
牡

■ 

' 

.
 

.

.

.
 

-

へ
；馬
、羊
、
ォ
ォ
デ
ル
、金

襲

農

地〕

、
船
、
武
器
、：盤

S

織
物
、麻
織
物
、
外

麗

'

得
る
こ
と
が
述
べ
-ら
れ
て
ゐ
る
^)
0

又
第
ニ
ニ
四
條
以
下
の
贖
罪
金
に
關
す
る
箇
條
に
も
、
牝
牛
や
毛
織
物
、
宅
皮
等
を
以
て
こ
れ
に 

• 

充
當
し
得
る
旨
の
規
定
が
あ
る
(6
)

。
更
に
ョ
ォ
ン
セ
ン
敎
授
に
.ょ
れ
ば
、當
時
地
主
に
對
す
る
地
代
の
支
拂
も
生
産
物
を
以
て
行
は
れ
、

, 

, 

. 

. 

.

.

.

.

.

.

.

. 

ノ
 

.. 

- 

-

そ
の
赁
貸
地
の
.狀
況
に
應
じ
て
穀
物
、

\

タ
、
腊
肋
、
毛
皮
、■:魚
、
鹽
、
烟
脂
、
荒
削
り
の
板
等
様
々
で
あ
り
、
し
か
も
交
通
事
if
や

.

'
■
.
、
.；
.
 

. 

■
■
.
.
.
.
.

 

■

’ 
’
 

,

交
易
の
地
方
的
局
限
か
ら
し
.て
：、
乙
の
實
物
に
對
す
る
評
價
は
地
方
に
ょ
つ
て
す
べ
.て
異
な
’つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
(7
)
。
從
つ
て
上
記
の
牝
牛

, 

.
 

、
 

• 

.

.

.

.
-
+
• 

. 

. 

• 

*
•
.

.

.

の
評
價
も
グ
ゥ
ラ
民
會
法
律
書
の
施
行
地
域
、+
即
ち
西
部
謙
威
に
お
け
る
も
の
.で
あ
る
。
■但
し
地
方
に
ょ
つ
て
坐
產
物
の
價
値
關
係
は

.
‘ 

. 

r 

. 

.

.

.

.

.

. 

、
/
. 

!
.
• 

•

\

異
に
し
て
，も
、

ー
地
方
豳
內
.に
お
け
名
そ
れ
は
、特
殊
事
情
0'
.發
生
な
：き
限
り
殆
ど
變
動
す
る
.こ
と
な
<

、
長
.き
に
亙
つ
て
舊
來
の
规
宛 

.が
踏
襲
さ
れ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
舊
憤
を
す
.ベ
て
.の
基
準
と
す
る
こ
と
多
い
中
世
社
#

の
特
微
で
あ
り
、
第
十 

一
、
一
I

紀
ま 

で
に
至
る
諾
威
農
民
社
會
も
亦
こ
れ
に
類
し
，た
と
推
定
し
得
る
。

,

.

•

 

,

■

然
し
中
央
集
權
的
國
家
の
形
成
は
、
こ
の
農
段
社
.會
に
も
幾
多
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
こ
こ
に
は
そ
の
詳
細
に
亙
る
こ
と
を
避
け
る 

'

' 

. 

が
、
.
.國
；土
直
屬
の
官
班
に
.ょ
る
行
政
制
度
が
布
か
れ
、
王
：領
地
は
擴
大
さ
れ
、
全
國
民
に
貢
税
、
勞
役
の
義
務
が
課
さ
れ
た
(8
)

。
農
氏

m

 

■
 

■
 

■
 

■
 

■
 

■

の
共
用
地
や
多
く
の
世
襲
地
は
、、
王
領
地
と
し
て
收
用
.さ
れ
た
。
殊
に
.
.世
襲
地
の
中
で
も
、
そ
の
外
邊
に
位
置
し
耕
作
さ
れ
て
ゐ
な
い
土

.

.

’.

.

■

.

.

 

. 

. 

* 

. 

.

.

.
:■
- 

'

,

.

.
地

即

ち

u
t
m
a
r
k
.
^
g
、

そ
の
境
界
の
不
明
な
る
こ
と
多
い
•爲
め
可
成
及
の
部
分
に
亙
つ
て
收
用
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
地
方

>

世

諾

威
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農

地

世

襲
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王
權
.の
仲
藤
と
殆
ど
雁
行
し
て
邀
瞥
敎
兪
も
亦
>
.グ
ウ
，ラ
民
會
货
律
«

の
編
ま
れ
於
頃
に
は
諾
威
農
民
社
會
に
進
出
.し
、
そ
の
舊
慣
に 

變
化
を
加
へ
.て
.ゐ
た
の
：で
あ
％

諸
威
.の
®

督
敎
化
は
第
十
世
紀
に
始
炎
り

、

大

體

，
第

十

三
1|
]
:
紀

に

至

つ

て

敎

#
は
そ
の
邀
礎
を
則
め 

る
こ
と
が
出
來
た
の
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
改
宗
事
業
は
必
ず
し
'も
容
易
に
迆
涉
し
な
か
つ
た
と
い
は
れ
る
(9
)

0

然
し
そ
の
間
に
お
い
て
、 

ロ
ォ>

:

法
的
觀
念
の
移
植
と
相
並
ん
で
敎
會
財
產
の
增
大
へ
の
努
力
が
絕
ぇ
ず
拂
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
：他
：の
•謂
ゆ
る
異
敎
國
に
お
け 

る
事
例
と
變
-^
と
こ
ろ
な
か
つ
た
で
あ
ら
ぅ
。
'殊
に
收
師
や
修
道
僧
が
そ
の
傅
道
の
傍
ら
、
ニ
フ
ン
ド
法
の
起
草
者
と
し
て
實
際
に
法
聿 

.
生
活
に
關
與
し
.て
ゐ
た
こ
.と
は
、
農
民
社
會
に
.ロ 

.ォ
マ
法
的
觀
念
を
浸
潤
せ
し
め
る
上
に
與
つ
て
.力
あ
つ
た
と
は
い
ね
ば
な
ら
な
い
o 

.そ
の
例
證
と
し
て
、

ロ
ォ
マ
法
.に
お
け
る
所
有
物
處
分
.の
自
由
の
原
則
が
、
旣
に
グ
ウ
ラ
，民
會
法
律
書
に
現
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
擧
.
 

げ
ら
れ
る
。
即
ち
第
一
〇
七
條
、
第
一
一
'一
九
條
に
は
、被
相i

g

人
は
.そ
の
相
續
分
割
前
に
、
彼
が
相
續
せ
る
所
有
物
の
十
分
の
一
を
他
客 

に
贈
與
し
得
；
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
10
)

0
こ
れ
は
法
制
史
lt
v>
ふ
自S

分

C
F
r
e
i
t
e
s

で
あ
る
が
、
そ
の
被
贈
與
銮
が
敎
會
で
あ 

る
と
は
明
示
さ
れ
て
ゐ
ず
、從
つ
て
.こ
の
條
項
が
直
ち
に
敎
會
財
產
<7
)
.增
殖
を
生
じ
た
と
は
做
し
難
い「

然
し
こ
の
規
妃
が
そ
の
方
向
に

進
展
す
る
端
緖
を
與
へ
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。.即
ち
一
，
一
五
ニ
年
一
一
ダ
口
ス
爿
ド
ロ
ン
ト
ハ
ィ
ム
大
司
敎
領
の
設
置
後
、

.

.

. 

.
 

•

爾
後
農
圾
は
相
續
に
ょ
つ
て
取
得
せ
る
も
ひ
の
十
分
の

一

を
敎
會
に
li
t

與
し
、
..且
つ
自
己
の
代
に
取
得
せ
る
も
の
の
四
分
の

一

を
誰

人 

に
も
贈
與
す
る
權
利
を
有
す
る
と
の
敎
#

令
が
發
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
12
)
、
こ
れ
は
前
記
グ
ウ
ラ
段
會
法
律
書
の
規
定
を一

步
進
め
た
も 

の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
"又
處
分
の
自
由
忆
關
聯
す
る
も
の
と
し
て
、
グ
ウ
ラ
民
會
法
律
書
第1_〇

七
紙
に
は
遺
産
の
任
意
指 

■定
を
も
許
し
て
'ゐ
る
(1
3

:°
こ
れ
が
謂
ゆ
る
遺
言
處
分
.の
自
由
に
ま
.で
'發
展
.す
冬
素
地
^-
る

も
の
か
否
か
.は
.確
言
出
來
な
い
が

、

孰
れ
に

し
て
も
家
產
ひ
處
分
自
由
獲
得
の.}
:環
’た
る
こ
^
は
疑
ひ
が
な
い>
:•
•

か

く

の
如
き
11
-
ォ
マ
法
的
處
分
自
由
制
は
、
當
時
の
諸
威
農
民
社
會
^

ど

れ

だ

け

受

容

さ

，
れ

た

_か
。
.こ
れ
が
前
節
末
尾
に
お
け
る
問 

題

，と

櫛

關

す
‘る
の
で
あ
る
。
と
こ
.ろ
で
莶
督
敎
會
の
影
響
が
、
,同
族
办
至
家
族
所
有
か
ら
羅
獨
所
有
べ
進
む
契
機
を
な
し
た
こ
と
、
ま
.
 

は
そ
の
展
開
を
促
進
し
た
こ
と
は
：こ
れ
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
そ
の
他
方
に
お
い
て
、
舊
慣
を
墨
守
す
る
農
民
は
、
從
來
の
法 

的
觀
念
に
對
す
る
侵
寄
を
極
力
阻
止
し
た
と
考
ベ
.ら
れ
る
。

こ
の
反
對
的
努
力
が
、
敗
食
の
改
宗
事
業
の
進
展
を
通
ら
し
た
一
因
と
な 

ら
ぅ
。
叉
グ
ゥ
ラ
埒
龠
法
律
書
が
上
記
の
如
き
：ロ
ォ
マ
法
的
片
鱗
を
示
し
て
ゐ
る
他
方
、
尙
ぞ
の
大
部
分
が
謂
は
^
ゲ
ル
マ
ン
的
な
規 

定
を
以
て
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
、
諾
威
農
民
の
態
度
を
推
察
す
る
一
證
左
と
な
ら
.ラ
。
例
へ
ば
稍
九
問
題
か
ら
は
づ
れ
る
觀
が
あ 

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
S

に
關
し
て
抽
籤
を
以
て
f

 
J

を
定
め
|

如
き
.は
：

(

費

.
i

 g
、

ま
さ
に
タ
キ
ッ
ス
の
ゲ
ル
マ
.
 

ァ
产
ア
誌
に
い
ふ
ナ
2
ゲ
ル
.マ
.ン
人
の
信
仰
丨
*

に
よ
る
決
定
を
以
.て
刷
意
の
.現
れ
と
す
る
丨
を
依
然
傳
へ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
15
。
こ 

^

に
類
す
る
證
左
は
尙
多
く
擧
ザ
ら
れ
る
が
こ
こ
に
は
煩
を
避
け
、
要
す
る
に
以
上
に
よ
っ
で
、
第

十f

、
一
 一

世
紀
の
.頃
に
は
尙
舊
姿 

.
固
守
に
I

I

っ
た
と
考
へ
I

ぅ
。
然

し

簾

農

民

は

、
I

I

へ
I

養

は

尙

耐

ぇ

得

て

も

、
內
部
よ
り 

疰
れ
る
叛
逆
に
は
抗
し
雛
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
謂
は
^
彼
等
を
し
て
自
瓌
の
方
向
に
押
し
や
,̂
も
の
、
そ
れ
は
こ
の
時
期
に

お
け
る
ヴ
ィ
キ
ン
グ
.遠
怔
CD
終
止
に
發
す
る
も
の
•.で
あ
っ
た
9
.

■•
•
 

• 

.

.

.
 

• 

• 

' 

.

ス
ォ
オ
ゲ
ル
敎
授
に
よ
ft

ば
.

W
i
k
i
n
g
e
r

と
は
、
掠
奪
を
壇
に
し
た

W
i
k

 

(

人
江)

の
俅
民
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
外
國
の

咬
易
地
'(w

i
k
-
o
r
t
e
j

を
親
則
的
に
凯
れ
る
商
入
.の
意
に
發
し
、
こ
の
.平
和
的
交
易
が
實
際
に
掠
奪
•

鈀
服
に
轉
じ
た
後
、
語
義
も
變 

.

.

、
中
世
餓
威
の
農
地
世
製
：

-

:
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化
し
た
と
い
ふ
16
0

こ
の
說
に
賛
同
す
る
^

否
と
に
拘
ら
ず
、
謂
ゆ
る
北
方
，の
海
贼
の
生
起
以
前
に
お
け
る
諸
威
人
の
對
外
質
為
進
出 

.

は
盛
に
行
は
れ
た
の
で
あ
つ
た
し
、叉
ヴ
ィ
キ
ン
グ
活
曜
期
に
入
つ
て
後
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
*
グ
リ
ィ
ン
ラ
ン
ド

•
取
部
英
蘭
*
蘇

.1
•

.

. 
ノ
ル
マ
、

V

チ
ィ
等
々
に
お
け
る
掠
奪
や
植
说
は
撞
目
す
べ
き
も
の
が
あ
つ
た
。
彼
等
の
主
力
が
丁
抹
人
か
、
諾
威
人
か
に
つ
い
て
は
今

,

尙
學
說
.の
ー
.致
す
石
と
こ
ろ
を
見
な
い
や
ぅ
で
ぎ
る
が
、
兩
著
相
並
ん
か
海
外
に
進
出
し
た
も
の
で
あ
ら
'ぅ
。

い
ま
^

威
に
つc

て
見

.

.

.

. 

.

.

. .

:

れ
ば
' 
ヴ
：ィ
キ
ン
グ
遠
征
は
過
剩
農
村
人
ロ
を
調
盤
す
る
意
味
を
持
つ
0

そ
れ
も
來
部
諸
威
に
比
し
て
两(

部
沿
海
地
方
の
農
民
の
排
2

な
の
で
あ
つ
た
f7
)

o 

. 

ノ

:■
• 

, 

•

,

 

{

 

.

 

■

 
■

 

.

,

杏
來
諾
威
は
そ
の
住
民
の
生
活
環
境
に
從
つ
て
、
.
大
體
束
南
部
の
內
陸
她
方
と
西
北
部
の
沿
海
地
方
と
に
分
た
れ
る
。
前
背
に
お
い 

.

て
は
耕
作
。
牧
畜
•
狩
獵
に
ょ
る
生
活
が
へ
王
と
し
て
營
ま
れ
、
後
苕
に
お
い
て
は
漁
勞
。
狩
獵
を
主
.と

す

る
.0
勿
論
西
北
部
に
農
牧
を 

缺
く
の
で
は
な
い
が
、
然
し
氣
候
、
.地
勢
等
の
影
響
を
受
け
て
フ
そ
れ
等
の
み
を
以
て
の
生
訃
ば
容
易
で
：な
か
つ
た
- 0
.

そ
れ
だ
け
に
こ

'
の
地
方
.の
驻
民
は
離
家
す
る
こ
と
も
為
く
、
他
方
傅
來
の
農
家
へ
愛
着
も
强
か
つ
た
と
做
し
得
るC 
•ヴ
ィ
キ
ン
グ
遠
征
乃
至
悔
外
植
拔

、
 

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

そ
、
世
襲
地
に
對
す
る
十
U
來
の
相
續
權
の
固
持
と
は
そ
の
現
は
れ
で
あ
る
。

'と
こ
ろ
で
.、
大
體
第
十
1
世
紀
後
半
>

以
て
ヴ
ィ
キ
ン
グ
の
活
躍
ば
終
止
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
農
村
人
0

の
增
加
部
分
は
國
内 

に
收
溶
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
內
地
開
墾
に
向
ふ
か
、
•家
產
の
分
#

に
ょ
る
生
計
の
.獨
立
を
要
求
す
る
か
で
あ
る
^)
。
然
し 

前
^

は
、
：耕
作
可
能
.な
未
墾
地
の
多
い
東
部
地
j

と
異
り
19
)

、
西
部
諾
威
'で
は
地
勢
の
上
か
ら
し
て
も
，至
難
で
あ
'るo

勢
ひ
後
客
の
方 

遂
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い

。

彼

等

姑

兄

弟

平

等

‘の

原

則

に

获

づ

い
て

世

襲

農

地

•
■牧

地

の

分
割
を

求

め

^ .
。

'
こ

れ

は

そ

れ

ま

で

行

は

れ

た
家
族
共
同
體
乃
至
兄
弟
共
同
體
に
お
け
る
包
括
繼
承
の
原
則
と
背
反
す
る
發
展
傾
向
で
あ
る
。

こ
の
要
求
の
生
起
は
、
ヴ
ィ
キ
ン
グ 

時
代
に
彼
等
.が
自
ら
經
驗
し
、
叉
彼
等
の
裡
に
颇
成
さ
れ
た
謂
ゆ
る
經
濟
的
配
慮
の
優
先
に
出
づ
る
も
％
で
あ
ら
ぅ
。
素
々
北
ハ
同
體
的

所
有
乃
至
經
營
が
こ
の
頃
ま
で
大
體
維
持
ざ
れ
て
來
た
の
は
、
こ
の
地
方
の
自
然
的
條
件'—

耕
地
の
狹
小
、
家
畜
の
少
數
等—

の
制

.

：
 

：

'

.

 

-

:

約
の
下
に
お
け
る
經
濟
的
配
慮
の
然
ら
し
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
がg

、

そ
れ
に
も
優
し
て•

續
地
の
不
分
割
維
持
の 

慣
行
の
力
が
優
さ
つ
て
ゐ
た
。
然
し
傳
來
の
習
俗
も
、
內
部
ょ
り
發
生
す
る
破
壊
力
の
前
に
ば
紲
持
し
得
な
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。
た 

yr
こ
の
自
壞
的
動
向
が
前
記
の
ロ
ォ
マ
法
的
觀
念
、の
擴
播
と
ど
，れ
だ
け
連
絡
が
あ
る
か
は
決
定
し
難
い
が
、
後
笤
が
前
荠
を
促
進
し
た 

こ
と
は
確
か
で
あ
ら
ぅ
。 

,

-

が
く
て
本
節
.の
始
め
に
遛
か
れ
た
問
題
に
對
し
て
は
、
共
同
體
の
崩
壤
は
、廣
く
い
へ
ば
第
十
一
、
一
一
世
紀
の
諸
變
動
に
由
來
す
る
と

■ 

■ 

- 

' 

.

し
、
狹
く
袱
內
部
か
ら
の
要
求
に
栽
づ
く
と
答
へ
る
こ
と
が
出
來
る
。
こ
れ
>

共
に
グ
ゥ
ラ
民
會
法
律
書
忙
お
け
る
.*
地
相
續
分
割
規

.

. 

•
 

- 

-
 

/•. 

• 

•

定
が
詳
細
な
る
所
以
は
、
單
に
そ
れ
が
廣
く
行
は
れ
た
か
ら
ば
か
り
で
は
な
く
、
西
部
諾
威
に
生
じ
た
土
地
の
重
要
さ
の
增
大
と
關
聯 

す
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
束
部
地
方
の
フa

ス
タ
民
會
法
律
書
を
參
照
し
得
な
い
の
で
確
言
は
出
来
な
い
が
、
右
の
點
は
グ
ゥ
ラ 

民
會
法
律
書
.の
特
殊
性
を
な
す
の
で
は
な
い
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
，

.

⑴

替1ISSS,,6

•巴
〇
• S. 42.

(2
)

S. 44 

.

.(3
)

Ebenda. s. 45. 
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.o
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世
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地
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Ferdinand Friedensburg, 

M
i
i
n
z
k
m
d
e

 

§
d Geidgeschfchie der E

B-'zeistaaten

cv
a
M
i
t
t
e

E-
f
esi
:
§
d der neueren 

z
e
F 

(
M
d
n
c
h
e
n

 und.Berlin. 

1926,). s. 74 

.
 

'

.

(5
)

^

fi.ggner,: 
a, 

a. 

0
.

 

s. 

1
3
2
1
3
.

(6
)
. 

E
b
e
n
d
a
.

 
s
,
1
3
3
-
4
5

 

-

尙
マ
ィ
ス
ナ
ァ
氏
に
ょ
れ
ば
、
貸
幣
は
次
の
如
き
栽
•準
に
あ
つ
：た
。

1

プ̂

芹 
H

g
? :
?
2
4 Er

t
o
g
u

 

240 
Pf 

介

 nnige.

マ
ル
タ
はニ
ー
ぼ
•
八
瓦
め
霜
跫
單
位
で
あ
り
、

一
金
マ
ル
タ
は
：四
八

^
マ
ル
ダ
に
當
る
。_
貨
は
ぺ
一
一
ヒ
銀
貨
を
主
と
し
た
。

(Mbenda.

s. 

X
V
I
r
X
V
I
I
I
O

*
0

マ
グ
ヌ
ス
立
法
王
治
下
に
至
づ
て
.
ニ
大
生
產
物
た
る
穀
物
穀
粉)

と
バ
タ
と
の
評
價
を
全
國
的
に
統I

し
た
の
で
あ
る
。(

J
o
h
n
s
e
n
,

 

2U 

E. 

o
* 
T
y
loo
v^

(8
1

J
&
n
s
e
n
,

 

p 

p

.

p

S. 

4
7

-
8

.

(9
)

フa

ス
ト
敎
授
-{
i
農
民
世
襲
地
を
.

I
n
n
m
a
r
k

と

U
t
m
a
r
k

と
に
分
た
れ
る
。
前
者
は
住
居
敷
地
及
び
そ
の
近
く
に
存
す
る
間
培
さ
れ
た

耕
地
を
指
し
、
後
表
は
こ
の
*
ォ
フ
ょ
り
離
れ
た
場
所
に
あ
り
耕
作
が
行
は
れ
て
ゐ
な
い
土
地
.

卽
ち
牧
地v

草
地• 

•
沼
澤
•
河
等 

を
い
ふ
。_(Frost, 

a. a. 

o
. 

w
.

13-4.)

0)

w. o,

 

s. 

X
X
V
I
L

 

V

o 

V, 

,

lll
E
b
e
n
d
a
.

 

S
-

 

9
2
,
s
4
-
5
.

?? 

F
r

-0st7 

a. 

a
.

0'
* S-

13
)

g
ff
i
.
g
g
g
j
.
, 

a. a. 

o
. 

s. 86. 

. 

r 

、

.

[1
4

Ebenda. 

s. 

44-6.

(1
5

)

日
巾
f

 

•泉
丼
久
之
助
譯
-
ゲ
ル
マ
丨
ニ
ァ
、
ニ
七
丨
八
頁
參
照
0

6)w
a

i
f

 

V
o
g
e
l

 

W
i
k
-
O
r
t
e

 

u
n
d

 

• 

w
i
k
i
n
g
e
r
.

 

E
i
n
e

 

S
t
u
d
i
e

 

z
u

 

d
e
n

 

A
n
f
i
n
g
e
n

 

d
e
s

 

g
e
r
m
a
n
i
s
c
h
e
n

 

s
t

f

 w
i
n
s
,

 

H
a
n
s
i
s
c
h
e

 

0
H

2
I 

Jg. 
s.
 

(19350 s. 42

丨47,,

尙
英
闕
に
お
い
て
•
謂
ゆ
な
ヴ
ィ
キ
ン
グ
製
来
の
可
成
り
以
前
に
、
外

M

人
の
定
住
者
の 

意
味
で
l

&
5f
Q

の
語
が
史
闬
さ
れ
た
と
い
ふ
。(

>
un>
-
.
n

 

M
a
w
e
r
,

 

T
h
e

 

C
h
i
e
f

 

E
l
e
m
e
n
t
s

 

u
s
e
d

 

in 

E
n

 

牡
 ish 

P
l
a
c
e

 
丨 Na

m
e
s
.

Cambridge. 

1930. 

p. 

6
5.〕 

:

i

7)
J
o
h
i
p

a. 

a. 

p
 S

.
15. 

、

/
f
\

18Haff, 

a. 

Mr 

o
. s. 

128-9.

9 )w

■部
也
方
の
過
剩
合
が
ヴ
ィ
キ
シ
グ
遠
征
に
よ
.つ
て
麗
さ
れ
て
ゐ
る
時
*
m
部
地
方
に
お
い
て
は
内
地
開
響
が
行
は
れ
ぎ
農
地
が
設
置

o 

-
 

J 

-
 
i

さ
れ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
包
括
的
な
大
農
地
形
成
に
向
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。(

J
o
h
n
s
e
n
,

 

a. 

p O

 s.
15, 

8
0.〕

H

 

.
こ
の
电
方
に
お
い
て
、
耕
地
，
.牧
地
め
擴
大
は
出
來
な
く
て
も
*
漁
勞
•
狩
.獵
.の
收
獲
に
よ
る
農
耕
坐
活
補
助
ヘ
敢
は
寧
ろ
醫
が
虫
活
の

/
V§

で
あ

つ

て

、農
耕
は
こ
れ
の
副
業
に
過
ぎ
ぬ
こ
と〕

も
考
へ
ら
れ
る
。
 

o 

土
- ^
の
重
耍
さ
の
滑
大
に
關
聯
し
て
地
價
の
高
騰
を
生
じ
、し
か
も
マ
グ
ヌK

王
治
下
、
地
代
額
を
以
て
地
租
算
定
の
装
礙
と
し
た
爲
め
、
地 

片
は
地
^

を
引
上
げ
ぬ
代
り
に
種
々
の
形
態
の
負
擔
を
新
た
に
小
作
農
民
に
.課
す
る
に
.至
る
經
過
は
、
本
稿
の
課
題
よ
り
逸
聪
す
る
も
.の
と
し 

中
世
.諸
威
..の
農
地
世
製
.
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ぺ
て̂

略
す
る
.
自
ち.旣
述
'の.一

^
方
圈
；内
の̂

代
額
の
1
變
'-
«
§1
績
し
た
が
、
然
し..實
質
に
.お
い
て
農
民
の
負
擔
は
樹
大
す
る
に
ぶ
っ
た
っ
で
，
 

,
ぁ
る 
0 (y

g
'rJohnsen'.zu a. 

o. 

S. 

55-6, 

7
8
-
9
0

■

J-
'

.
• 

w

 

,

第

十一

、
.一
一
世
紀
の
頃
諾
威
のi

g

民
社
會
に
お
い
；て
い
所
有
農
地
は
ォ
ォ
デ
‘ル

地(
&
e
l
s
3
a
d
r
)

!i
然
ら
ざ
る
土
地(

k
a
u
p
l
e
n
d
-

i
n
g
e
r
v
.

と
に
區
.別
さ
れ
て
ゐ
た
{1
)
0
-
前
者
は
世
襲
地
、
後
背
は
新
た
に
取
得
さ
れ
尙
世
.襲
地
た
る
資
格
を
荷
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
，
.

こ
れ
はw

r
b
g
a
.

と

K
s
f
g
u
t
.

0

區
別
に
似
る
{2
)
-0
然
し
オ
ォ
デ
ル
地
は
單
な
る
相
續
地
.で
.は
な
く
、
1

定
の
.期
間
世
襲
さ
卜
を
も

の
で
あ
る
こ
と
^

必
要
と
し
た
(3
)
'。
グ
ゥ
ラ
段
會
法
律
書
の
規
定
に
ょ
れ
ば
、
同
一
土
地
が
同
一
家
族
乃
至
同
族
に
五
代
に
亙
っ
て
斷

絕
す
る
こ
と
.な
く
繼
飱
さ
れ
た
癌
合
、
六
代
目
の
所
有
若
に
至
つ
て
、
そ
れ
は
ォ
ォ
デ
ル
地
と
な
り
彼
は
オ
ォ
デ
ル
農
段
と
な
る
®

ニ
六
•六
條〕

C4
)
。

即
ち
個
々
の
所
有
者
の
一
代
の
長
短
に
ょ
つ
て
オ
ォ
デ
ル
地
た
る
爲
め
の
期
間
は
色
々
に
な
る
が
、

フ
ロ
ス
ト
敎
安

は
所
有
^

が
實
際
に
所
有
•
經
營
す
る
期
間
を
平
均I

一
十
年
と
し
、少
く
と
1

百
年
問
同
一
家
族
の
所
有
と
な
っ
て
ゐ
.る
も
»
と
喵
さ
れ

て
ゐ
る
，(5
)

.°
蒞
し
こ
れ
を
一
代
が
平
均
三
十
年
と
す
れ
ば
、
吞
五
十
年
を
經
た
後
に
オ
ォ
デ
ル
地
と
な
る
'わ
け
で
あ
-る
0
.
そ
の
孰
吖
よ

る
に
し
て
も
、
か

、
る
畏
き
に
亙
っ
て
1!
!
:
製
さ
れ
た
土
地
を
所
荷
す
る
オ
ォ
デ
ル
農
民(

o
d
e
l
s
s
n
d
e
r
,

 

h
a
u
l
d
a
r
)

は〗

|

で
ぎ」

5-
$

を
所
葙
す
る
锆
通
農
民(

b

c:n
d
e
r
)

と
區
別
さ
れ
る
(6
)
=
又
オ
ォ
デ
ル
農
段
の
間
に
も
そ
の
世
襲
す
る
オ
ォ
デ
ル
地
の
廣
狹
や
富
有
の

大
パ
に
從
つ
て
、
顧
ゆ
る
農
民
貴
族
に
類
す
る
^

と
然
ら
ざ
^

^

の
差
異
を
自
づ
と
坐
じ
て
ゐ
た
が
、
然
し
彼
等
は
總
じ
て
特
殊
身
分 

層
を
形
成
し
て
ゐ
た
の
'で
あ
る
。 

- 

.

.
'
オオ
デ
ル
農
民
の
特
殊
的
地
位
は
、
オ
オ
デ
ル
地
に
適
用
せ
ら
れ
る
オ
オ
デ
ル
橫
に

ょ

って
保
證
さ

れ

る

。「

オ
オ
デ
ル
權」

と

は 

オ
ー
デ
<
ル
难
の
所
有
權
で
あ
り
、
.
叉
そ
の
相
續
權
で
あ
る
。

(

こ
の
所
有
乃
至
相
續
は
、
相
續
人
[1
|
]|€
お
い
.て

分

割

さ

れ

る

こ

'.と

な

く
 

繼
眾
さ
れ
る
も
の
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
は
旣
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
こ
こ
に
は
繰
り
返
へ
さ
な
い
。)

發
生
論
的
に
見
れ
ば
、
 

前
盏
の
意
義
に
發
し
、
後
に
乙
れ
に
後
者
の
意
味
が
含
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
殊
に
後
述
す
る
如
く
、
オ
オ
デ
ル
地
相
續 

櫬
に
特
殊
の
權
利(

取
戾
權)

，が
附
隨
す
る
や
う
に
な
っ
た
め
は
、
少
く
と
も
オ
オ
デ
..ル
地
の
分
割
乃
至
讓
渡
が
行
は
れ
る
や
う
に
な 

'

つ
て
か
ら
の
こ
と
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
斷
る
ま
で
も
な
く
、
第
十 

一
、
ニ
世
紀
に
お
け
る
.オ
オ
デ
ル
權
は
殆
ど
こ
の
新
義
を
以
て 

使
用
さ
れ
.て
ゐ
る
。
然
し
そ
の
他
方
、
オ
オ
デ
ル
地
の
所
有
權
の
意
味
だ
け
で
も
用
ゐ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

.
語
義
が
時
代
と
业
ハ
.に
變
化
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
新
し
い
脅
：味
を
持
つ
や
う
に
な
っ
た
後
に
お
い
て
‘も
、
古
義
が
屢
々
使
W

さ 

れ
る
こ
と
は
何
等
異
と
す
る
と

こ
ろ
な
い
0'オ
オ
デ
ル
權
の
み
な
ら
ず
、
オ
オ
，デ
ル
、
オ
オ
デ
ル
地
も
亦
同
.一 .

語
を
以
て
種
々
な
.る
意
味

に
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
。

「

オ
オ
デ
ル」

.
の
語
源
が
何
.に
發
す
る
か
は
こ
こ
に
措
き
(7
)

、
第

十一
、

ニ
世
紀
頃
に
は
大
體
四
通
り
の
意
味

< 

• 

»

.

で
使
用
さ
れ
た
。

一
は
一
般
の
所
有
地
の
意
味
で
あ
り
、
ニ
は
前
述Q

世
襲
地(

s
t
a
m
m
g
u
o

即

ち

o
d
e
l
s
g
s

の
意
味
で
あ
.る
。
三 

丨
は
該
地
の
所
有
權
、
四
は
そ
の
相
續
權
で
、
典

に
.
0
^
1
3
3
0
:
1
1
1
:

の
意
味
で
あ
る
。.
：
恐

ら

く

第

一

：
の

語

義

は

最

も

十：！ 
く
、

以
下
順
次
に 

意
味
が
轉
用
さ
れ
て
行
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
グ
ゥ
ラ
民
會
法
律
書
の
中
に
は
そ
れ
等
古
義
、.新
義
と
り
ま
ぜ
て
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
で 

あ
る
(8
)

。
次
に「

オ
オ
デ
ル地

：！

と
は
、前
述
の
如
く
一
定
の
年
限
以
上
に
亙
っ
て
同
一
家
族
乃
至
同
族
に
繼
承
さ
れ
て
來
た
土
地
を
い 

ふ
が
、
こ
れ
亦
一
一
様
の
意
義
を
有
し
た
。

i.

は
該
家
族
の
住
居
の
近
く
に
圍
檣
さ
れ
た
耕
地
及
び
牧
地
の
み
を
指
しC

I
n
n
m
a
r
k
)
、

他
は

中
世
霞
威
の
農
地
世
製 

1
.1
:
三

、
1
じ
•.ニ
ノ



巾
世
諸
威
の
農
地
世
璣 

四
.

土
！：

2

七
九
ニ)

そ
の
所
荷
地
全
部
を
意
味
す
る

.ハj

目

目
^

及
びu

t
l
n
a
r
k
)

(9)
。

前
記
の
オ
ォ
デ
ル
權
は
、
こ
の
後
^
即
ち
廣
義
の
オ
ォ
デ
ル
地
に
對 

t

る
糨
利
-

C

所
衔
權
•
'相
續
權)

.の
こ
と
で
あ
る
。
從
0

て
共
用
地
に
對
す
る
權
利
も
亦
ぞ
の
中
に
含
ま
れ
る
10
)
。

、

本
稿
に

S

ふ
農
地
枇
續
分
割
は
オ
ォ
デ
ル
地
の
.繼
承
乃
至
分
割
で
.あ
る
が
、
ォ
ォ
デ
ル
地
の
分
割
は
、
狭
義
の
オ.

ォ
デ
ル
地
の
分
割 

、に
始
ま
る
。
ョ
ォ
ン
セ
ン
敎
授
に
よ
れ
ば
、
圍
檣
內
の
土
地(

I
n
n
m
a
r
k
)

が
個
々
の
新
獨
立
家
.族
に
よ
っ
て
#
作
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な 

ク
て
も
、.
尙
W

ら
く
の
間
は
、
圍
檣
外
側
の
世
襲
地(

3

3
已
.
1
0
.は
諸
家
族
に
よ
っ
て
共
同
に
所
有
さ
.れ
且
っ
利
)1
{
さ
れ
て
ゐ
た
の 

で
あ
る
が
、
.
然
し
’こ
の
部
分
も
亦
繼
が
て
科
個
家
族
の
持
分
に
よ
る
分
割
と
な
り
、
谷
_

の
所
有
に
移
さ
れ
て
行
っ
た
と
い
ふ
11

。

か
<

る
過
程
は
別
し
て
特
記
す
べ
き
も
の
1:
*
-も
な
'い
。d

t
m
a
r
k

が
各
個
の
特
有
財
產
と
な
る
こ
と
の
遲
速
は
、
舊
來
の
共
同
體
的
要 

素
の
濃
度
如
何
に
よ
っ
て
決
.定
さ
れ
る
こ
と
散
て
言
を
俟
た
な
い
。
そ
し
て
少
く
と
も
.西
部
諾
威
に
關
し
て
は
、d

t
m
a
r
k

の
相
續
分 

柳
は
比
較
的
遲
れ
た
%'
の
で
あ
ら
ぅ
。
但
し
•こ
れ
は
確
實
な
資
料
を
缺
く
爲
め
、
推
定
以
上
に
出
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
’

.

.と
こ
ろ
で
、
兄
弟
肌
の
オ
ォ
デ
ル
地
分
割
に
關
す
る
グ
ゥ
ラ
拔
：會
法
律
書
の
'規

定

，

(

第
二
八
ニ
條
.

)

を
見
る
と
、
分
割
の
對
象
は
單
に 

■ r

オ
ォ
デ
ル」

と
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
オ
ォ
デ
ル
地
.で
あ
る
こ
と
は
文
.衝
の
上
.か
ら
解
る
が
、然
し
そ
れ
が
狭
義
の
も
の
か
或 

は
廣
義
の
か
判
然
と
し
な
い
。
恐
ら
く
兩
方
の
場
合
を
指
す
の
で
あ
ら
ぅ
。i
ま
.そ
.の
'定
め
.る
と
こ
ろ
は
、
兄
弟
が
家
父
の
オ
ォ
デ
ル 

，地
を
分
割
す
る
場
合
、
各
々
は
そ
の
所
有
に
歸
せ
る
分
地
に
對
し
て
取
戾
及
び
㈣

#

の
權
利
を
有
し
、
他
日
そ
の
孰
れ
か
が
貧
窮
に
陷 

る
か
父
は
斷
絕
す
る
時
は
、
他
の
分
家
に
取
戾
を
巾
出
得
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
12
)
;0
,
オ
ォ
デ
.ル
地
は
分
割
さ
れ
て
も
、
そ
.れ
が
オ
ォ
デ 

ル
農
：̂
の一

族
の
チ
中
に
あ
る
限
り
は
依
然
ォ
ォ
..デ
ル
地
で
ぁ
る 

>

(

第
ニ
七
0
條)

13
^

0
そ
し
て
旣
述
の
如
く
ォ
ォ
デ
ル
地
に
適
用
せ

^ .
b

る
權
利
が
オ
.オ
デ
ル
瞜
で
あ
る
か
..ら
、
右
の
第
一
一
八
一
一
條
に
よ
れ
ば
、
オ
オ
デ
ル
權
は
常
に
オ
.オ
デ
ル
地
を
所
有
•經
營
し
且
っ
こ 

れ
を
後
嗣
に
繼
承
せ
し
め
る
權
利
許
り
で
な
く
、
分
割
の
.場
合
に
は
取
淚
權
を
も
含
む
こ
と
が
解
る
ァ
そ
し
て
と
の
同
族
の
有
す
る
取 

戾
撒
に
戡
づ
き
、

一
度
分
割
さ
れ
た
オ
ー
デ
ル
地
も
#

び
舊
に
復
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
或
は
少
く
と
も
、
他
激
の
乎
中
に
移
轉
す
る 

の
を
姐
止
す
る
こ
と
が
11
4

來
る
の
で
あ
つ
た
0

.
旣
に
ー
言
し
た
や
う
.に
、
オ
オ
デ
ル
權
が
取
戾
權
を
も
包
含
す
る
'に
至
.っ
た
の
は
、
オ
オ
デ
ル
地
の
分
割
乃
至
譲
渡
が
行
は
れ
る
や
う 

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ば
右
に
い
ふ
相
續
分
割
の
現
は
れ
る
以
前
に
、
旣
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
殺
人
そ
の
他
の
麗
罪
の 

贖
罪
金
と
し
て
オ
オ
デ
ル
地
喪
失
を
宣
告
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
或
は
オ
オ
デ
ル
農
拔
の
全
家
族
が
戰
爭
や
疾
病
に
よ
っ
て
絕
滅
す 

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
生
じ
た
0
.こ
れ
等
の
場
合
は
、當
該
同
族
中
で
の
■最
も
近
い
血
緣
者
が
、
該
地
取
得
を
要
求
し
得
た
•。
叉
.こ
の
繼
承 

者
に
っ
い
て
^

ひ
あ
る
時
は
、
民
#

裁
判
が
こ
れ
を
決
定
し
た
。
.
更
に
該
農
地
が
他
者
或
は
遠
親
の
所
有
に
歸
し
た
後
に
お
い
て
.も
、
 

襞
近
相
續
人
は
.こ
れ
を
無
償
で
取
戾
す
こ
と
が
出
來
た
14
)
。

こ
れ
等
は
獨
逸
法
制
史
に
い
ふ
«

&

0

3§
叫
と
異
ら
な
い
。
た
ぐ
般 

近
相
續
人
に
1

つ
て
處
分
を
制
限
せ
ら
れ
る
6

は
、
オ
オ
デ
ル
地
の
み
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
か

、
る
憤
行
か
ら
見
れ
ば
、
オ
オ
デ
ル
權 

が
取
戾
權
を
含
む
の
は
、t
相
續
分
割
が
行
は
れ
る
や
う
に
な
る
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
然
し
オ
オ
デ
ル
地
の
分
割
乃
至
譲
渡
は
、
 

本
输
に
い
ふ
相
續
分
割
に
よ
っ
てV

層
廣
く
且
っ
多
く
行
は
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
オ
オ
デ
ル
權
に
お
け
る
取
戾
權 

的
要
素
は
重
要
視
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

.■
■'
.素
>

オ
オ
デ
'ル
權
は
、
オ
オ
デ
ル
地
と
同
じ
く
、
長
期
問
に
丑
っ
て
土
地
.が
世
襲
3

れ
た
後
に——

恐
ら
く
自
づ
と
1

生
れ
た
も 

中
世
諾
威
の
農
池
.世
：翦 

四
五
3£(

}

七
九
三)
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>

の
で
あ
ら
ぅ
。
然
し
一
度
形
成
さ
れ
る
や
' 

そ
れ
は
ォ
ォ
デ
ル
地
を
世
襲
す
る
農
民
の
地
位
を
維
持
し
確
保
す
石
手
段
に
轉
じ
たo

ォ 

ォ
デ
ル
農
民
が
特
殊
的
地
位
を
享
受
す
る
の
は
、
要
す
る
に
、
長
き
に
百
一
る
土
地
の
占
有
と
血
統
の
相
續
と
の
結
付
き
が
、
皮
等
吃
お 

い
て
達
成
さ
れ
て
.ゐ
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
所
謂
血
と
土
地
と
の
ー
體
的
統
一
が
、
.
彼
等
の
間
に
具
現
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。 

從
っ
て
ォ
才
デ
ル
地
の
相
續
分
割
が
行
は
れ
る
や
ぅ
に
な
れ
ば
、
相
續
分
割
な
る
趨
勢
に
は
杭
し
得
ず
と
す
る
も
、
尙
何
等
か
の
機
會 

に
お
い
て
こ
れ
を
復
原
し
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
彼
等
の
舊
來
の
地
位
の
勝
壊
を
阻
止
す
る
方
法
が
講
ぜ
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
®

少
く
と 

も
古
き
世
襲
農
地
を
同
族
の
間
に
保
留
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
所
謂
最
近
相
續
人
と
し
て
同
族
員
に
取
戾

權

が

賦

與

せ
ら 

れ
た
所
以
で
あ
り
、
叉
各
個
の
同
族
員
に
と
っ
て
ォ
ォ
デ
ル
權
が
、
取
戾
權
を
伴
ふ
相
續
權
と
な
っ
た
事
由
で
あ
る
。
こ
の
化
變
は
、 

從
っ
て
、
オ
ォ
デ
ル
權
形
成
の
本
來
の
目
的
に
適
ふ
進
展
で
あ
っ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

徂
し
グ
ゥ
ラ
民
會
法
祿
書
に
ょ
れ
ば
、
ォ
ォ
デ
ル
權
に
お
け
る
最
近
相
續
人
の
權
利
は
f
' i
な
も
の
で
は
な
い
。
先
づ
そ
^

が
ォ
ォ 

デ
ル
地
に
の
み
行
使
し
得
る
こ
と
は
旣
に
述
べ
た
.と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
に
そ
れ
は
謂
ゆ
る
先
買
權
に
化
し
て
ゐ
る
o
.即
ち
第
二
八
一
一
條
に 

は
、
所
有
者
は
最
近
相
續
人
た
る

「

同
族
员
に
對
し
て
取
戾
を
申
込
み
得」

と
あ
り
、
第
二
七
六
條
に
も
、「

オ
ォ
デ
ル
地
を
寶

却

せ
ん
と 

す
る
時
は
民
會
K
.中
出
で
且
っ
彼
の
ォ
ォ
デ
ル
同
寶
S

人
れ
を
求
む
べ
し」

と
い
ふ
。
然
し
馨
が
そ
の
中
込
に
應
ぜ
ず
、
先
賈 

權
を
行
使
す
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
彼
は
他
に
任
意
に
寶
却
し
得
る
の
で
あ

る

C

第
二
匕
六
條
V
15
)

。
更
に
ォ
ォ
デ
ル
權
は
單
に
先
買
權
た 

る
に
止
ま
ら
ず
、
買
戾
權
に
も
な
っ
て
を
り
-
こ
の
後
者
の
意
味
で
0.
規
定
が
連
だ
詳
細
で
あ
る
.
0そ
の
要
點
だ
け
に
っ
い
て
摘
記
す
る 

■
と

i-
'

テ
ノ
地
は
旣
に
他
者
に
寶
却
さ
れ
た
後
に
お
.
い
て
.も
.、
該
地
を
欲
す
る
オ..ォ
デ
ル
槿
者(

資
手
以
外
.

0)

は
と
れ
.を
取
M

し
得

|
i
?

1る
。
然
し
無
憤
で
も
無
期
間
で
も
な
い
。
そ
れ
に
は
代
價
と
費
用
と
を(

を

v
o
l
l
e
m
o
e
l
d
e
o

支
拂
ふ
こ
と
を
要
し
、
且
つ
そ
&
寅 

戾
は
W-
却
の
時
か
ら
一
ヶ
年
以
內
に
行
は
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
し
そ
の
オ
ォ
デ
ル
權
者
が
未
成
年
者
な
る
時
は
、
成
年
に
達
し
て
か
ら 

-
ケ
年
以
內
は
有
効
で
あ
る(

第
二
七
三
條)

。

こ
の
他
方
に
お
い
て
、
翁
に
賣
却
し
.た
同
族
1

も
亦
後
日
買
戾
す
こ
と
が
出
來
る
。
但 

し
こ
れ
の

爲
め
に
は
豫
じ
め
民
會
に
、
少
く
と
も
二
十
年C

N
W
a
n
z
i
g

 

w
i
n
t
e
r
}
.

每
に
、
買
戾
の
意
思
あ
る
こ

.

と
を
通
じ
て
置
か
ね
ば 

な
ら
な
い
0

そ
し
て
賈
戾
す
際
に
は
、
前
記
.

Q

場
合
と
同
じ
く
、
襲
の
代
價
の
外
に
費
用
を
も
併
せ
た
も
の
を
以
て
す
る
の
で
あ
る 

(

第
二
七
ニ
®

16
)
0

グ
ゥ
ラ
技
會
法
律
書
に
は
、
オ
ォ
デ
ル
地
の
取
戾
乃
至
貢
戾
の
手
續
が
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
て
、
オ
ォ
デ
ル
權
と
は
、
オ
ォ
デ
ル
農

民
の
取
戾
嵇
乃
至
買
戾
權
と
.殆
ど
同一

義
で
あ
る
か
の
觀
を
與
へ
るo

こ
の
規
定
が
詳
細
な
の
は
、
フ
口
ス
ト
‘

敎
授
の
い
は
れ
る
や
ぅ
に
、 

§

當
時 

一
R
:他
者
の
所
笮
す
る
と
こ
ろ
と
な
つ
た
オ
ォ
デ
ル
地
に
對
し
て
、
同
族
員
が
取
戾
權
を
行
使
す
る
こ
と
多
か
つ
た
事
情
を
反
映 

す
る
も
の
で
あ
ら
ぅ
7)

0

然
ら
ば
こ
れ
に
ょ
つ
て
、
オ
ォ
デ
.ル
地
が
他
盏
の
所
有
に
移
る
こ
>

は
阻
止
せ
ら
れ
た
と
す
べ
く
、
オ
ォ
デ
ル 

灌
が
買
戾
權
へ
そ
の
重
心
を
移
し
た
こ
と
は
、實
際
に
即
し
た
變
化
で
あ
つ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
そ
れ
.は
血
と
土 

地
と
の
結
付
き
を
繼
續
し
、オ
ォ
デ
ル
農
民
の
を
維
持
す
る
だ
け
の
効
カ

5:
-
持
つ
た
の
で
あ
ら
ぅ
か
0

こ

れ

.に

つ

い

て

次

に

1

言
し
、
•
以
て
本
稿
を
終
り
た
い
、

(!
)

グ
承

ラ
民
會
法
律
書
第|

三
三
條
*
第
一
A
五
條
。(Mei.ssner, a. a. 

p S
.
132, 1

6
7
0

⑵
ヾE

f
o
g
u
t

と
は
所
有
者
が
相
續
に
ょ
つ
.て
取
得
せ
る
土
地
• K

a
a
g
u
t

は
所
有
者
が
自
己
の
代
に
取
得
せ
る
土
地
で
あ
る
。

♦
中
'世
諾
成
の
農
地
世
襲
 

?

ヒ

2

ヒ
九
五)



‘

.
中
1«
:

諾
'成
の
農
地
世
襲
 

四

五

八

(

一
七
九
六)

.
P)

グ
ゥ
ラ
民
會
法
律
辦
第
ニ
七0
條
に
は
、
ォ
ォ
デ
ル
地
成
立
の
場
合
七
種
を
揭
げ
て
ゐ
る
が
、
こ
こ
に
は
問
題
を
限
つ

C

そ
の
第|

の
：： C

镇 

,

1

に
上
づ
て
取̂

せ
.る
も
の
の
.み
を
採
る
0 

0

^

1

.

.

§:
2.
3
8
.ロ
肖
，
户
2
1
.
0
.
.
.
3
.
.
‘
1

6

0

.

)

：'

,

.(4
)

.
 'E

b
e
n
d
a
.

 

S
.
1
5
3
.

 

■ 

'

(5
)

F
r
o
s
t
,

 

p
 a.

 

p
 S

.
1
5
,

 

2
2
.

尙
フ
：a

ス
タ
民
會
法
律-#
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
四
代
月
に
オ
太
デ
ル
地
と
な
る
と
規
定
さ
れ
て
ゐ
る

d

卽 

ちK

 

B

 

K

ト
敎
授
の
算
定
に
よ
れ
ば
*
最
低
六
十
年
間
相
績
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る

o
.

こ
の
相
違
を
同
敎
授
は

「

近
代
的
精
神
の
浸
潤
と
、舊
來 

の
同
族
減
少.を
郁
ふ
爲
め
と
に
出
で
た
の
で
あ
ら
ぅ

」

と
推
定
さ
れ
て
ゐ
る'(

»

5

6ロ
泛
，3
.

2
8

.

)

’
又
.

マ
グ
ヌ
ス
法
典
に
お.い
て
は
、
ォ
ォ
デ 

ル
地
は(

一)

六
十
年
又
は
そ
れ
以
上
に
亙
つ
て
同
一
同
族
が
所
有
せ
る
土
地

*(

二)

國
王
の
贈
與
せ
る
土
地
、

(

三〕

同|

家
族
が
旣
に
三
代 

®

間
所
有
し
四
代
目
に
至
つ
た
土
地
、(

四〕

ォ
ォ
デ
ル
地
に
し
て
他
のォ
ォ
デ
ル
地
と
交
換
さ
れ
た
も
の
に
限
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る

(
E
b
e
n
d
a
.

 

a

 

4
4
,
)

 

,

-
 

. 

•
-

(6
)

.

ビH

 

ヒH

ナ
ァ
氏
に
よ
れ
ば
、
グ
ィ
キ
ン
グ
時
代
直
後
の
諾
威
農
村
人
口
に
は
三
グ
ル
ゥ
ブ
に
分
た
れ
る
？
そ
の

j

は
ォ
ォ
デ
ル
農
民
で 

*.

あ
る
。
ニ
は
普
通
農
民
で
あ
り
.
こ
れ
は
細
別
し
て

k
a
u
p
l
e
l
n
g
e
r

を
自
作
す
る
者
と
、
こ

れ

或

は

を

小

作

す

る

者

(

1
|

ヲ

d
i
n
g
e
r
)

と
よ
り
成
る
。
以
上
は
孰
れ
も
身
分
的
に
は
自
由
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
對
し
て
第
三
に
不
自
由
な
家
奴

(
s
u
e
)

が
あ
つ
た'。
然
し
家 

奴
は
解
放
さ
れ
て
普
通
農
民
と
な
る
こ
と
が
出
来
、
更
に
若
し
所
定
の
期
間
に
亙
つ
て
そ
の
土
地
所
有
を
繼
續
し
得
れ
ば
ォ
ォ
デ
ル
農
民
に
も

な
り
得
た
の
で
あ
る
。(O

s
k
a
r

 

B
i
i
c
h
n
e
r
,

 

D
i
e
.

 

n
o
r
w
e
g
i
s
c
h
e
,

 A
g
r
a
r
v
e
r
f
a
s
s
u
n
g

 

v
o
n

 

d
e
r

 

K
a
l
m
a
r
e
r

 

U
n
i
o
n

 

a
3
9
7
)

 

b
i
s

 

z
u
r

v
e
r
f
â
u
n
g
s
a
n
d
e
r
u
n
g
.

 

(
1
6
6
0
)

 

u
p
t
e
r

 

b
e
s
o
n
d
e
r
e
r

 

B
e
r

c:c
k
s
i
c
h
.

tf.
g
u
n
g
.

 d
e
s

 

F
a
c
h
t
w
e
s
e
n
s
,

 

V
.

 .
s
.

 

W
,

 

p
 

B
d
.

 

7
.

0
9
0
9

 

) 

S
.

(12) ( 11) ( 10) ,

J
o
h
n
s
e
n
,

 

a
.

 

a
.

 

p
 s

,

 

/
4
-
u
.

■ E
b
e
n
d
a
.

c/
. 

/o'
.

マ 
f
 
ス
ナ
ア
戌
の
譯
文
を
揭
げ
る
と
、，>

N
u
a

 

t
e
i
l
e
n

 

z
w
e
i

 

B
r
d
d
e
r

 

O
d
e
l

 

u
n
t
e
r

 

s
i
c
h
,

 

d
a

 

s
o
u

 

d
o
r
t
h
i
n

 

i
n

 

d
e
n
N
w
e
i
g

 

^
 

o
d
e
l

S

古
諾
咸
語
のda

s

 

o
d
a
l
(

ア
ン
グ
1*

-
サ
.
ク
シ
ン
<1
1>
皆
1
:
> 

は

a
l
l
o
d

の
變
化
で
あ
る
と
い
ふ
。
そ
し
て
ゲ
ル
マ
ン
典
通
の
最
初
の
意
味
は 

.
.
H
e
i
m
a
t

 

で
あ
り
*

特

^

に
は
 

A
u
f
e
n
t
h
a
l
t
s
o
r
t
,

 

L
a
n
d
,

 

E
r
d
e
,

 

E
i
g
e
a
t
u
m
,

 

G
r
u
n
d
e
i
g
e
n
t
u
m
,

 

s
t
a
m
m
g
u
t
,

を
意
味
す
る
と
い
ふ
。
シ 

H

ル
ッH

敎
授
は
こ
.れ
等
を
綜
合
し
ー一

方
に
お
い
て
J
J2 .
I

S

他方において日

G
r
u
n
d
e
i
g
e
n
t
p
m

 

i
m

 

a
l
l
g
e
m
e

a-e

 

w
i
e

 

S
t
a

v»

n
i
m
g
u
t

 

i
m

 

b
e
s
o
n
d
e
r
e
n

-
-
オ
ォ
デ
ル
は
家
產
 

C H
e
i
m
s
t

p>:
t
t
e

 

を
意
味
す
る
と
い
は
れ
る
。c
vOQ
r1s

o
h
u
l
t
z
e
,

 

F
 a.

 

p
 s

,

^

第
八
七
條
の「

ォ
t

r

ル
分̂

」

は
一
般
の
所
符
地
の
意
味
で
あ
る
が
，
次
の
第
八
八
條
に
は
世
襲
地
の
意
味

t

用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。 

.
-
M
e
i
ŝ
a
e
r
,
.

 

a
.

 

.
a
.

P-s
.

 

7
2
.

€
. 
0
S
.(

九)

：
參
照
。

.

gehen, 

w
i
e

 durch 

d
iol
.Lo
s
u
n
g

 be
s
t
i
m
m
t ist, s

o
w
o
h
l

 in Beziehun

OQ
巨 f 

Einl

o:sungsrechte w
i
e

 aut 

B
e
t
n
e
D

 der wirt- 

schaft M
a
n

 darf 

d
a«>
.
o
aJL
d
s
. 

P
J
^

cr
s-
s-
ロ
S-a

e
n

 a
n
d
e
m

 Z
w
e
i
g

 bei V
e
r
a
r
m
u
n
g

 

§
a w

e
n
n

 das E
r
b
e

 ganz u
n
d

 gar ab- 

.-stirbt 

und.nicht wird das Odel zwischen d
e
n

 beiden e
h
e
r

 getrennt, als bis'jeder v
o
n

 beidein des a
n
d
e
m

 

roalter 

h
aben..kaBs.(Meissper, 

a
'
a
.
.
o
. 

S. 

166.) 

.

こ
れ
に
對
し
て
シ
ュ
ル
ッ
エ
敎
授
に
ょ
る
譯
文
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

3Nu
n

 

teilen zwei B
s
d
e
r

 Odel 

unter sich, da soilen dortl 

hin in denjenigenr Z
w
e
i
g

 des 
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Odel gehen, w
i
e
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® L

o
s
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i
n
d
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e
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u
n
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ヤ
佌
諾
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農
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世
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陴
六
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o

七
九
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z
u
r

 B
e
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
u
u
g
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M
a
n

 

biete 

n
u
r
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d
e
m

 

e
i
n
e
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a
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d
e
n

 a
n
d
e
r
e
n

 

z
w
e
i
g
.
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z
u
m

 

v
o
r
k
a
u
f
)

 

an, 

w
e
B
,

 d
a

 

A
r
m
u
t

 

sicn .

s.e
d
e
r
s
e
n
k
t

 o
d
e
r
.
a
u
s
g
e
s
t
o
r
b
e
n
e

 

E
r
b
e

 

w
i
r
d
.

 

u
n
d
.
n
i
c
h
t

 t
r
e
n
n
e
n

 

sich 

d
i
e
o
d
e
l
N
w
i
s
c
h
e
n

 

d
i
e
s
e
n

 

eher, 

a
l
s

cr
l
s
 

j
e
d
e
r

 

v
op'
s

a

s
 

dis 
T
o
c
h
t
e
r

 

d
e
s

 a
n
d
e
r
e
n

 h
a
b
e
n

 

k
a
n
r
u
^
s
d
l
a
t
z
e
,

 

a. 

F

ps. 

2
8
8

 

丨

9
.〕

卽
ち
敎
授
は
ォ
オ
デ
ル
を
贫
數
に 

譯
さ
れ
て
ゐ
る
。

、

.

Meissner, a. 

a. 

o
. s. 
1
6
0
.

4 

Frost, a. a. 

O. 

S. 2
Z

 

,

1

{o 

Meissaer, a. a. 

o
.

 s. 166, 162.

(1
6
)Ebenda. 

S. 1
6
s
.

.
 

.他
に
賢
却
せ
る
ォ
ォ
デ
.ル
地
の
.取
戾
有
效
期
間
が
何
年
で
あ
る
が
は
、グ
ゥ
ラ
民
會
法
律
®

に
明
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
然
し
フa

ス
ト
敎
授
は
、

V

.

そ
れ
はK

a
a
g
u
t

が
ォ
ォ
デ
ル
地
た
る
爲
め
の
期
間
と
同
じ
で
あ
つ
た
、
即
ち
百
年
間
以
内
な
ら
ば
買
戾
し
得
る
も
の
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。

從
つ
.て
？
ロ
ス
ト
民
會
法
律
書
施
行
地
域
な
ら
ば
士
十
年
間
と
な
る
わ
け
で
あ
るo 

(Frost, 

a. 

p O. 

s. 

36.)

17
)
.

 

Frost, a. a-.o. s. 3
6
.
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-

\
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-

五

オ
ォ
デ
ル
權
を
行
使
し
将
る
の
は
、
オ
ォ
デ
ル
地
を
現
實
に
世
®

•
所
有
す
る
者
だ
け
で
.は
な
い
:0
彼
の
同
族
s

は
す
べ
て
-
-
そ

の
傾
位.

に
镘
劣.

：は‘

あ
る
が.

一
一

オ
才
デ.

ル
權
を
、

.

.

從
つ
て
前
節
に
述
べ
：

.

た
賈
戾
欉
を
有
す
る
。
た
メ
オ

' t

デ
ル
地
の
讓
渡

•

資
却
.が
行

•
 

^

は
れ
.ぬ
.限
り
、
'そ
の
.樯
利
は
潜
在
的
*
期
待
的
仿
在
た
る
に
出
'ま
る
。
然
る
に
前
述
，の
如
く
第
十
ー
、
ニ
世
紀
の
过
邡
諾
威
て
-
お
い
て 

は
、
そ
れ
が
現
實
的
•
實
效
的
權
利
と
な
る
こ
と
多
か
つ
た
^

い
，ふ
.の
'で
あ
る
。
問
題
は
、n

の
買
戾
權
が
誰
人
に
よ
つ
.て
行
使
さ
れ
た
.か 

で
あ
る
？
.そ
の
オ
ォ
.デ
ル
地
を
寶
却
•
讓
渡
し
た
當
の
オ
ォ
デ
ル
農
民
で
あ
る
か
、
叉
は
そ
の
同
族
員
で
あ
る
か
。
そ
の
孰
れ
な
る
に 

し
て
も
貿
戾
が
行
は
れ
る
以
上
、
オ
ォ
デ
ル
農
民
全
體
の
有
す
る
世
襲
地
茴
積
は
，さ
し
て
勝
減
を
み
な
い
で
あ
ら
ぅ
。
然
し
前
著
か
後 

考
か
に
よ
つ
て
、
オ
ォ
デ
ル
農
民
內
部
に
お
け
る
撒
襲
地
の
分
布
は
變
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
謂
ゆ
るs

t
a
t
u
s

 

priol-is 
m
u
l

茗

9 

で
.あ 
>
0
0 
•

 

.

•■

こ
ろ
で
前
記
第
二
八
ニ
條
に
い
ふ
如
く
、
.オ
ォ
デ
ル
地
の
寶
却
は
窮
迫
又
は
死
絕
を
契
機
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
.殊
に
當
時
の
變 

、

.動
期
に
あ
つ
.て
、
さ
し
て
豐
か
な
ら
ざ
る
オ
ォ
デ
ル
農
民
の
間
に
は
貧
困
に
陷
る
者
も
尠
く
な
か
つ
.た
で
あ
ら
ぅ
(1
)
。

い
ま
窮
乏
の
結 

’

猓
撒
襲
地
を
手
離
す
も
の
と
'.す
れ
ば
、
勿
論
幾
多
の
例
外
は
あ
ら
ぅ
が
、
そ
の
賣
手
が：

得
び
こ
れ
を
前
揭
の
期
間
中
に
貿
戾
す
こ
と
は
少 

い
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。.
.然
し
彼
の
同
族
員
中
に
は
、從
令
即
座
.义
は
一
ケ
年
內
に
買
戾
し
得
な
く
て
も
、
ニ
十
年
叉
は
そ
れ
以
上
に
亙 

.

る
期
間
內
1

お
い
て
は
賈
戾
權
を
§

し
得
る
者
が
あ
る
と
想
定
し
_て
大
過
は
あ
る
ま
い
。
然
ら
ば
第
十 

一
、
ニ
世
紀
の
頃
の
貿
戾
は
、

當
の
寶
手
.乃
至
そ
.の
家
族
よ
り
も
、
同
族
員
に
よ
つ
て
、
そ
れ
も
恐
ら
く
は
富
有
な
同
族
員
に
よ
つ
て
行
は
れ
た
こ
と
に
な
る
。
殊
に 

家
柄
の
古
い
且
つ
窟
有
な
同
族
は
、
廣
い
範
圍
に
亙
つ
て
緣
故
關
係
を
持
つ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
、
延
い
て
い
へ
ば
、
彼

等

の

手
.

中
に」

オ
•ォ
デ
ル
地
を
集
中
す
る
結
报
を
生
じ
、
こ
こ
に
オ
ォ
デ
ル
農
妈
內
部
の
土
地
所
荷
關
係
は
變
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
十
二
世 

來
、.
'謙
威
農
村
に
お
い
て
小
作
農
が
人
口
の
大
部
分
を
占
め
る
や
ぅ
に
な
つ
た
と
い
ネ
こ
.と
は
、
そ
；

4

が
家
奴
の
解
.放
に
よ
る
外 

'中
世
諸
威
の
.農
地
世
製 

ン

： 

如

六

一

(

一
七
九
九

)



中
世
諸
威
•の
農
地
世
製
，
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に
、
.富
有
な
ら
ざ
る
'オ
ォ
デ
ル
農
段
及
び
普
通
自
作
農
民
の
こ
れ
に
轉
ず
る
者
多
か
つ
た
か
ら
で
あ
り
⑵
、
そ
の
他
方
に
お
い
て
、
比
較 

的
少
數
の
富
有
ォ
ォ
デ
ル
貴
は
彼
等
の
聲
.望

•
地
位
.の
.經
濟
的
基
礎
た
る
オ
ォ
デ
ル
地
所
有
を
擴
大
し
た
の
で
あ
つ
た
。

.か
く
の
如
き
オ
ォ
デ
ル
農
民
層
の
內
部
に
生
じ
た
變
化
も
*
オ
ォ
デ
ル
地
が
他
衆

.の
所
有
に
歸
す
る
こ
と
の
姐
止
を
目
標
と
し
た「

質
.
 

戾
權
と
し
て
の
.オ
ォ
デ
ル
權」
の
趣
旨
と
は
、
背
馳
す
る
も
の
で
は
な
い
と
も
い
へ
よ
ぅ
。
然
し
そ
の
他
茴
に
お
い
て
、本
來
の
血
と
土 

地
と
_の
結
合
は
弛
め
ら
れ
る
、
寧
ろ
解
き
離
さ
れ
て
了
ふ
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
家
產
の
維
持
或
は
農
地
の
不
分
割
1|
|
:
襲

を

保

障

す
 

る
根
據
と
し
て
のr

木
源
的
オ
ォ
デ
ル
權」
か
ら
は
相
隔
る
と
こ
ろ
多
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
つ
た
。
し
.か
も
こ
の
謂
は 

e
豫
期
せ
ざ
る
發
展
は
、
外
部
か
ら
加
べ
ら
れ
た
影
響
に
負
ふ
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
オ
ォ
デ
ル
權
自
體
の
展
開
に
よ
つ
て
も
亦
招
來
さ 

れ
允
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
轉
化
過
程
が
*

グ
ゥ
ラ
臾
會
法
律
書
め
作
成
さ
れ
た
顷
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
多 

く
の
オ
ォ
デ
ル
農
拔
が
オ
ォ
デ
ル
地
と
の
結
付
き
か
ら
解
か
れ
、
小
作
農
に
轉
じ
て
も
、
尙
彼
等
は
依
避
と
し
て
身
分
的0

社
會
的
に 

は
钼
屮
農
妈
で
あ
つ
た
。
然
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
經
濟
的
に
も
不
變
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
但
し
こ
の
點
に
關
し
て
は
、
グ
ゥ 

ラ
民
會
法
_

書
は
何
等
語
る
と
こ
ろ
な
い
の
で
あ
る
(3
)

.°

:

(!
)

貧
困
化
の
.一
因
と
し
てv

相
續
分
割
に
よ
つ
て
世
襲
耻
が
細
分
さ
れ
、
遂
にI
家
の
自
立
を
脅
が
す
程
に
至
る
こ
と
も
あ
つ
た
の
で
は
な
い
.
 

か
と
も
，
.一
應
は
考
へ
ら
れ
よ
ぅ
。
然
し
旣
述
の
如
く
-
第
十I、

二
世
紀
の
諾
威
農
村
は
實
物
經
濟
の
世
界
で
あ
る
。
共
同
相
續
人
の
平
等
.

.分
_

の
.要
求
が
あ
つ
た
と
し
て
も
>
.そ
れ
が
家
族
の
生
存
の
基
-礎
を
危
く
す
る
程
、.
嚴
密
且
つr

e
c
h
n
e
r
i
s
c
h

に
行
は
れ
る
も
の
で
は
な
い 

.

.

.

.

.

.

と
せ
.ね
ば
な
ら
な
い
o
從
つ
て
貧
窮
-の.鼠
因
は
、.謂
ゆ
る
土
地
.の.

S

令
轫
分
割
に
の
み
求
め
る
-こ
と
は
.出
來
：な
，s
o

(2
J

B
i
i
c
h
n
e
r
,

 

a
.

 

a
.

 

o. s. 

2
1
7

. 

r 

(3
)

本
稿
に
お
い
て
典
據と
し
た
資
料
の
性
質
の
故
.
に
.

經
濟
史
的
考
察
の
上
か
ら
重
要
な
箇
所
も
-

推

定

以±-
に

出

づ

る

こ

と

が

出

來

な

か

つ
 

た
點
が
極
め
て
多
い
。
又
農
民
家
族
世
製
農
地
制
に
つ
い
て
の
法
制
史
的
展
開
も
過
誤
な
し
と
し
な
い
で
あ
ら
う

"

示
敎
を
得
、
叱
芷
を
請
ふ 

こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
幸
せ
で
あ
る
。

巾
世
諸
成
の
農
地
世
躲

四
六
三

(

一
八
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