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ホ
ッ
ブ
ズ
の「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」概
念
に
対
す
る
古
代
ロ
ー
マ
法
の
影
響

中

村

敏

子

は
じ
め
に

本
稿
は
、『
法
学
研
究
』
第
四
七
巻
第
一
号
所
収
の
拙
稿
「「
エ
デ
ン
の
楽
園
」
と
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」」
お
よ
び
第
四
八
巻
第
一
号
所

収
の
拙
稿
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
母
権
論
と
父
権
的
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
構
造
」
を
う
け
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
概
念
に
対
す
る
古

代
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
考
察
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
ど
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
「
永
遠
の
生
命
」
を
、
権
力
に

よ
る
生
命
の
永
続
性
の
保
障
へ
と
お
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
拙
稿
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
母
権
論
と
父
権
的

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
構
造
」
に
お
い
て
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
然
状
態
に
お
い
て
母
権
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」

に
お
い
て
は
父
権
支
配
を
論
じ
、
さ
ら
に
そ
の
過
程
で
母
と
し
て
の
女
性
の
姿
が
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
な
ぜ
、
母
権
を
持
っ
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て
い
た
女
性
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
初
期
段
階
と
す
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
お
い
て
消
え
て
し
ま
う
の
か
。
そ
の
点
に
関

し
て
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想
に
対
す
る
古
代
ロ
ー
マ
法
上
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
と
い
う
概
念
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想

と
ロ
ー
マ
法
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
ブ
レ
ッ
ト
が
自
然
状
態
に
お
け
る
自
由
の
概
念
に
関
す
る
考
察
か
ら
ロ
ー
マ
法
と
の
関
連
を
論
じ

て
お
り
、
ま
た
、
彼
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
概
念
と
古
代
ロ
ー
マ
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
と
の
関
連
は
、
チ
ャ
プ
マ
ン
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て

１
）

い
る
。

こ
こ
で
は
、
ロ
ー
マ
法
上
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
け
る
女
性
の
位
置
付
け
を
詳
し
く
み
た
う
え
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
と
の
関
連
を
考

察
す
る
。
そ
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
が
、
ロ
ー
マ
法
の
権
力
概
念
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
永
遠
の
生
命
」
に
替
わ
る
、
人
類
の
生
命
の
永
遠
性

を
確
保
す
る
方
法
を
導
き
だ
し
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

現
代
の
我
々
に
と
り
家
族
と
は
、
愛
情
に
よ
り
結
び
つ
い
た
夫
婦
と
、
基
本
的
に
は
そ
の
夫
婦
と
生
物
学
的
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
生

ま
れ
た
子
ど
も
と
で
構
成
さ
れ
る
人
間
集
団
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
基
本
的
な
結
び
つ
き
は
愛
情
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
く
養
育
が
行
な
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
通
常
英
語
で
は‘fa

m
ily
’

、
日
本
語
で
は
「
家
族
」
と

訳
さ
れ
る
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
（F

a
m
ilia

）」
は
、
そ
う
し
た
概
念
と
は
か
な
り
異
な
る
結
合
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
基

本
的
に
は
生
物
学
的
な
つ
な
が
り
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
た
が
、
古
代
ロ
ー
マ
国
家
に
お
い
て
は
、
法
的
な
権
力
関
係
に
基
づ
く
集
団
と

し
て
構
成
さ
れ
、
国
家
の
基
礎
単
位
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ガ
ー
ド
ナ
ー
は
、
家
族
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。「
ロ
ー
マ
法
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
社
会
は
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
た
。
実
際
の
生
活
で
は
、
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
家
族

に
所
属
し
た
。
こ
の
ふ
た
つ
は
、
構
成
に
お
い
て
と
き
ど
き
は
一
致
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
、
た
だ
限
ら
れ
た
範
囲
で
限
ら
れ

た
期
間
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
…
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
と
家
族
の
主
な
共
通
点
は
、
そ
こ
に
属
す
る
人
の
間
に
生
物
学
的
な
つ
な
が
り
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で

２
）

あ
る
。」

そ
れ
で
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
と
の
関
係
に
お
い
て
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
ロ
ー
マ
法
上
の
法
的
構
築
物
と
し
て
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
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は
、
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
成
立
と
国
家
に
お
け
る
位
置

古
代
ロ
ー
マ
国
家
に
お
け
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
と
い
う
集
合
体
の
成
立
に
つ
い
て
、
カ
ー
ザ
ー
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
ま
ず
歴
史

の
初
期
に
お
い
て
、
親
族
的
な
絆
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
人
々
を
含
む
大
家
族
が
存
在
し
た
。
そ
れ
ら
は
対
外
的
に
独
立
し
て
、
あ

る
種
国
家
の
先
駆
的
形
態
を
な
し
て
い
た
が
、
そ
こ
か
ら
氏
族
結
合
が
生
じ
た
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
民
族
が
定
住
し
国
家
が
成
立
し

て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
氏
族
が
解
体
し
て
小
家
族
が
成
立
し
た
と
い
う
の
で

１
）

あ
る
。
こ
の
小
家
族
を
基
盤
と
し
て
、
法
的
構
築
物
と
し
て

の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
が
成
立
し
た
。

「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
を
維
持
し
再
生
産
を
行
な
う
こ
と
は
、
古
代
ロ
ー
マ
国
家
の
本
質
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
ロ
ー
マ
共
同
体
構
成

員
の
人
的
再
生
産
の
必
要
性
、
と
同
時
に
そ
の
再
生
産
を
可
能
に
す
るfa

m
ilia

を
さ
さ
え
る
財
産
…
の
再
生
産
の
必

２
）

要
性
」
は
不
可
分
で

あ
り
、
共
同
体
の
存
立
に
関
わ
る
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
は
、
正
統
な
子
孫
を
残
し
、「
国
家
社
会
を
維
持

存
続
さ
せ
て

３
）

い
く
」
こ
と
を
保
障
す
る
集
団
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
属
す
る
人
間
と
財
産

が
し
っ
か
り
管
理
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
古
代
ロ
ー
マ
国
家
は
、
正
統
な
子
孫
を
残
し
財
産
を
保
障
す
る
た
め
法
的
構
成
物
と
し

て
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
を
構
成
し
、
そ
の
人
間
関
係
を
規
制
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
内
の
法
的
権
利
関
係
に
つ
い
て
は
、
紀
元
前
四
五
〇
年
頃
に
成
立
し
た
一
二
表
法
に
す
で
に
規
定
が
見
ら
れ
る
。

一
二
表
法
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
慣
習
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
法
を
成
文
化
し
た
も
の
で

４
）

あ
り
、
六
世
紀
の
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
の
制

定
ま
で
ロ
ー
マ
に
お
け
る
法
源
と
な
っ
た
と
い
わ

５
）

れ
る
。
一
二
表
法
に
よ
る
成
文
化
に
よ
り
、
ロ
ー
マ
国
家
の
構
成
員
は
、
法
に
よ
り
規
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制
さ
れ
た
権
利
関
係
に
つ
い
て
広
く
知
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
古
代
ロ
ー
マ
国
家
の
法
規
範
の
も
と
で
は
、
そ
こ
に
生
き
る
人
間
の
法
的
地
位
に
変
動
を
引
き
起
こ
す
基
準
が
三
種
あ
っ

た
。
第
一
が
自
由
人
と
奴
隷
を
分
け
る
自
由
（lib

erta
s

）、
第
二
は
市
民
と
外
人
を
分
け
る
市
民
権
（civ

ita
s

）、
第
三
は
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」

に
お
け
る
地
位
（fa

m
ilia

）
で

６
）

あ
る
。
そ
し
て
、
上
位
の
基
準
に
お
け
る
地
位
の
変
動
が
、
下
位
の
地
位
に
影
響
を
与
え
た
。
た
と
え
ば

自
由
人
で
な
く
な
れ
ば
、
下
位
の
市
民
権
も
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
け
る
地
位
も
失
っ
た
。
し
か
し
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
け
る
地
位
の

変
動
は
、
市
民
権
や
自
由
で
あ
る
か
ど
う
か
に
は
影
響
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
頭
格
消
滅
」
と

７
）

い
う
。

こ
の
よ
う
に
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
は
生
物
学
的
な
つ
な
が
り
を
持
つ
家
族
を
基
礎
に
し
て
い
る
が
、
法
的
な
構
成
物
で
あ
り
、
法
に
裏
付

け
ら
れ
た
権
利
義
務
の
関
係
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
人
間
の
集
合
体
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
そ
こ
で
の
地
位
の
変
動
は
、
法
的
権
利
義
務
の

変
動
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
ロ
ー
マ
国
家
に
生
き
る
人
間
に
と
り
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
ど
の
よ
う
に
帰
属
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

国
家
法
と
の
関
係
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
内
の
法
的
関
係
を
貫
い
て
い
る
主
要
な
論
理
は
、

男
性
中
心
主
義
と
、
財
産
の
重
視
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
帝
政
に
な
る
と
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
く
の
で
、
こ
こ
で
は
、
古
代

ロ
ー
マ
の
共
和
制
時
代
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」に
お
け
る
法
的
関
係
を
具
体
的

に
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
け
る
法
的
関
係

１
）

家
父
権
力
（P

a
tria P

o
testa

s

）

「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」と
は
、
直
系
尊
属
の
最
長
老
男
性
で
あ
る
家
父
と
、
彼
に
従
う
男
系
卑
属
の
集
団
で

１
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
具
体
的
に
い
う
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と
、
家
父
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
お
よ
び
そ
の
男
系
の
子
ど
も
た
ち
…
と
い
う
形
で
構
成
さ
れ
る
。（
妻
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。）
家
父

（p
a
ter fa

m
ilia

s

）
は
、
非
常
に
強
力
な
家
父
権
力
（P

a
tria P

o
testa

s

）
を
も
ち
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
を
統
率
し
て
い
た
。「
フ
ァ
ミ
リ

ア
」
内
に
お
い
て
家
父
は
、「
唯
一
の
裁
判
官
で
あ
り
政
務
官
で
あ
り
立
法
者
で

２
）

あ
る
。」
そ
し
て
、
そ
の
「
権
力
（P

o
testa

s

）」
は
、「
私

法
上
で
は
、
公
法
上
の
「
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
」（im

p
eriu

m

命
令
権
）
に
ひ
っ
て
き
す
る
包
括
的
絶
対
的
な
権
力
で
あ

３
）

っ
た
。」
ま
た
、
家

父
は
、「
家
庭
に
お
い
て
支
配
権
（d

o
m
in
iu
m

）
を
も
っ
て

４
）

い
る
」
と
も
い
わ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ー
マ
法
上
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
を

「
連
合
国
家
内
の
各
連
邦
国
家
で
あ
る
」
と
考
え
、
家
父
を
全
権
を
持
つ
統
治
者
と
し
て
考
え
る
学
者
も
存
在

５
）

し
た
。

家
父
は
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」に
お
け
る
人
間
と
財
産
を
管
理
す
る
こ
と
を
そ
の
任
務
と
し
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
圧
倒
的
な
権

力
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
ず
財
産
に
関
し
て
い
え
ば
、
家
父
は
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
帰
属
す
る
す
べ
て
の
財
産
を
所
有
し
、
単
独
で
処

分
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
奴
隷
も
所
有
さ
れ
た
財
産
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
奴
隷
の
処
分
も
含
ま

６
）

れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
メ
ン
バ
ー
す
な
わ
ち
家
子
に
対
し
、「
生
殺
与
奪
の
権
」
と
「
家
子
売
却
権
」
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
家
父
は
、
自
分
の
権
力
下
に
あ
る
家
子
に
つ
い
て
、
生
命
を
奪
う
こ
と
も
、
売
却
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
古
代
ロ
ー
マ
の
家
父
権
力
の
強
さ
が
象
徴
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
生
殺
与
奪
の
権
で
あ
る
。
一
二
表
法
は
慣
習
を
成
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
家
父
の
権
力
が
包
括
的
に
規
定
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
生
殺
与
奪
の
権
に
関
し
て
は
、「
法
律
は
家
父
に
家
男
に
対
す
る
生
殺
与
奪
の
権
を
与
え
て
」と
い
う
規
定
に
よ
っ

て
、
そ
の
内
容
が
推
測
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
家
父
が
成
人
し
た
家
子
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
権
力
を
行
使
し
た
歴
史
的
な
記
録
は
な

い
と

７
）

い
う
。
実
際
家
父
が
こ
う
し
た
権
力
を
乱
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
習
俗
や
宗
教
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て

８
）

い
た
。
ま
た
一
二
表
法

で
は
、
家
父
が
懲
戒
権
を
行
使
す
る
前
に
家
裁
判
を
行
な
う
も
の
と
さ
れ
て

９
）

い
た
。
国
家
が
確
立
し
、
家
父
の
も
っ
て
い
た
刑
罰
権
を
吸
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収
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
強
力
な
家
父
権
力
に
つ
い
て
の
規
定
は
残
る
が
、
そ
の
実
効
性
は
一
二
表
法
の
時
代
に
は
薄
め
ら
れ
て
い
た

と
い
わ

10
）

れ
る
。

こ
れ
が
問
題
に
な
る
の
は
、
新
生
児
に
対
す
る
家
父
の
判
断
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
二
表
法
に
お
い
て
は
、「
す
べ
て
の
男
児
女
児
は
養

育
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
と
い

11
）

う
が
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
内
に
お
い
て
誕
生
し
た
新
生
児
は
、
何
の
条
件
も
な
く
法
的

構
成
物
と
し
て
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
一
員
と
し
て
迎
え
ら
れ
養
育
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
一
員
と
し
て
養
育
さ
れ

る
に
は
、
家
父
の
承
認
が
必
要
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
生
物
学
的
つ
な
が
り
が
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
保
障
し
た
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
新
生
児
が
生
ま
れ
る
と
、
男
子
で
あ
れ
ば
家
父
の
前
の
床
に
置
か
れ
、
家
父
が
床
か
ら
取
り
上
げ
れ
ば
、「
フ
ァ
ミ
リ

ア
」
へ
の
加
入
を
認
め
た
こ
と
に
な
っ
た
。
女
子
の
場
合
は
、
単
に
乳
を
与
え
る
よ
う
に
命
ず
る
こ
と
が
、
生
か
し
て
お
く
こ
と
の
意
志

表
示
と
な
っ
た
と

12
）

い
う
。
も
し
家
父
に
よ
り
養
育
が
拒
否
さ
れ
る
と
、
そ
の
子
は
捨
て
ら
れ
た
。
そ
れ
を
見
付
け
育
て
た
人
が
、
そ
の
子

を
奴
隷
に
し
た
り
自
分
の
子
と
し
た
り
し
て
、
所
有
権
ま
た
は
家
父
権
力
を
取
得
し
た
の
で

13
）

あ
る
。
そ
し
て
共
和
制
末
期
に
は
、
こ
の
権

力
は
、
経
済
的
困
窮
や
不
倫
に
よ
る
子
ど
も
な
ど
の
遺
棄
の
た
め
に
使
わ
れ
た
と

14
）

い
う
。
そ
れ
ゆ
え
新
生
児
に
関
し
て
は
、
家
父
は
生
殺

与
奪
の
権
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
に
関
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
奇
形
児
が
生
ま
れ
た
場
合
の
判
断
で
あ
る
。
一
二
表
法
に
お
い
て
は
、「
奇
形
児
は
殺
害
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て

15
）

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
奇
形
児
は
怪
奇
的
な
存
在
で
共
同
体
に
災
い
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
共
同
体
を
守
る
た
め
に
す
み
や
か
に
殺
害
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
と
説
明
さ
れ
て

16
）

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
場
合
に
も
、
家
父
は

子
ど
も
の
生
命
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
法
律
上
家
父
は
家
子
に
対
す
る
生
殺
与
奪
の
権
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
を
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の

メ
ン
バ
ー
と
し
て
す
べ
て
養
育
す
る
こ
と
は
家
父
に
と
っ
て
の
義
務
で
は
な
く
、
新
生
児
に
つ
い
て
は
遺
棄
や
殺
害
す
る
こ
と
が
行
な
わ
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れ
た
。
し
か
し
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」は
共
同
体
維
持
の
た
め
に
存
在
し
た
の
だ
か
ら
、
当
然
そ
の
構
成
員
を
理
由
も
な
く
殺
害
す
る
と
い
う

こ
と
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

17
）

ろ
う
。

家
子
売
却
の
権
に
関
連
し
て
、
古
い
時
代
に
は
、
家
父
が
家
子
を
譲
渡
し
て
準
奴
隷
的
支
配
権
を
取
得
者
に
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
行

な
わ

18
）

れ
た
。
一
二
表
法
は
、
盗
み
な
い
し
加
害
行
為
を
行
な
っ
た
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
構
成
員
や
奴
隷
を
、
加
害
者
と
し
て
被
害
者
に
引
き

渡
す
義
務
を
家
父
に

19
）

課
し
、
ま
た
、
父
が
息
子
を
三
回
売
却
し
た
ら
、
息
子
が
家
父
権
を
脱
す
る
こ
と
を
規
定
し
て

20
）

い
る
。
こ
の
よ
う
な

規
定
か
ら
は
、
家
父
が
家
子
を
自
由
に
売
却
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
売
却
行
為
は
、
徐
々
に
家
子
を
家
父
の

権
力
か
ら
脱
却
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
こ
の
売
却
行
為
に
よ
り
、
家
子
は
家
父
権
を

免
除
さ
れ
て
（em

a
n
cip
a
tio

）
独
立
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
を
形
成
し
、
自
ら
が
家
父
と
な
る
こ
と
も
で
き
た
し
、
ま
た
、
他
の
「
フ
ァ
ミ

リ
ア
」
の
家
父
の
下
に
養
子
と
し
て
入
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
家
父
の
側
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
相
続
人
の
数
を
減
ら
す
と
い
う

意
味
も
も
っ
た
の
で
あ

21
）

っ
た
。

２
）

家
子
の
法
的
地
位

生
ま
れ
た
あ
と
の
承
認
に
よ
っ
て
一
度
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
家
父
権
力
の
下
に
入
っ
た
家
子
は
、
成
人
に
な
っ
て
も
、
家
父
が
死
ぬ
ま

で
そ
の
権
力
下
に
と
ど
ま
る
の
が
基
本
で
あ

22
）

っ
た
。「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」に
お
い
て
は
家
父
だ
け
が
、
誰
の
権
力
に
も
属
し
て
お
ら
ず
、
自
主

独
立
の
完
全
な
権
利
主
体
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
法
律
上
「
自
権
者
」
と
呼
ば

23
）

れ
た
。
家
子
は
、
家
父
と
い
う
他
人
の
権
力
に
服
し
て

い
た
の
で
、
法
律
上
「
他
権
者
」
と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
家
父
権
力
に
服
す
る
家
子
は
、
ど
の
よ
う
な
法
的
地
位
を
認
め
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

男
性
の
家
子
は
、
成
人
し
て
い
れ
ば
、
公
法
上
市
民
と
し
て
の
政
治
的
権
能
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」に
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お
い
て
は
家
父
権
力
に
服
し
な
が
ら
、
国
政
に
関
し
て
は
民
会
に
参
加
し
、
国
家
の
重
要
な
職
に
つ
く
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

仕
事
を
し
契
約
な
ど
を
結
ぶ
こ
と
も
で
き
た
。
家
父
権
に
服
す
る
娘
も
、
成
年
で
あ
れ
ば
法
律
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

24
）

い
う
。
し

か
し
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」の
財
産
は
す
べ
て
家
父
が
所
有
し
て
い
た
か
ら
、
贈
与
や
仕
事
の
収
入
な
ど
に
よ
り
家
子
が
財
産
を
取
得
し
て
も
、

そ
れ
は
す
べ
て
家
父
の
所
有
財
産
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
「
他
権
者
」
と
し
て
の
家
子
と
家
父
と
の
権
利
関
係
に
つ
い
て
、
町
田
実
秀
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
他
権
者
」
と
い
わ
れ
る
家
子
も
実
は
権
利
の
主
体
な
の
で
あ
る
が
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
で
家
父
の
権
力
下
に
あ
る
間
は
家
父
の
権
力
に
よ

り
そ
れ
が
押
さ
え
ら
れ
、
そ
の
権
利
の
主
体
性
が
表
面
か
ら
隠
さ
れ
て
い
る
状
態
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ー
マ
市
民
と
し

て
の
権
利
は
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」に
お
い
て
、
家
子
の
権
利
は
家
父
の
権
力
に
よ
り
そ
の
行
使
が
妨
げ

ら
れ
て
い
る
状
態
だ
と
い

25
）

え
る
。
そ
れ
ゆ
え
家
父
が
死
亡
す
る（
ま
た
は
自
由
を
失
う
か
市
民
権
を
喪
失
す
る
）と
、
そ
の
権
力
下
に
あ
っ

た
子
ど
も
た
ち
は
、
性
や
年
令
に
か
か
わ
ら
ず
、
家
父
の
財
産
を
平
等
に
相
続
し
て
自
権
者
と
な

26
）

っ
た
。

す
な
わ
ち
、
家
父
が
死
亡
し
た
場
合
、
存
在
し
た
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
全
体
が
そ
の
ま
ま
家
父
の
後
継
者
に
引
き
継
が
れ
、
他
の
家
子
が

そ
の
支
配
下
に
入
る
の
で
は
な
く
、い
わ
ば
家
父
権
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
に
つ
な
が
れ
て
い
た
い
く
つ
も
の
玉
が
ば
ら
ば
ら
に
な
る
よ
う
に
、

家
子
は
家
父
権
の
消
滅
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
分
解
し
て
、
次
世
代
の
家
子
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
を
形
成
し
た
の
で
あ

る
。「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
は
男
系
家
族
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
と
き
女
子
は
「
自
権
者
」
と
し
て
独
立
し
て
も
、
自
分
の
「
フ
ァ

ミ
リ
ア
」に
お
い
て
家
子
を
持
ち
、
そ
れ
に
対
す
る
権
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
女
性
は
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
始
ま
り

で
あ
り
、
終
わ
り
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
の
で

27
）

あ
る
。
ま
た
、
女
性
は
「
自
権
者
」
に
な
っ
て
も
後
見
人
の
下
に
あ
っ
た
。

町
田
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」は
家
族
全
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
一
個
の
統
一
的
な
団
体
と
考
え
ら
れ

て
は
お
ら
ず
、
個
人
の
集
ま
り
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
個
別
主
義
ま
た
は
個
人
主
義
が
法
律
の
面
に
あ
ら
わ
れ
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た
の
が
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」の
法
構
造
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
を
ま
と
め
る
た
め
に
家
父
に
強
大
な
権
力
を
与
え
、
ひ
と
り
ず
つ
の
メ
ン
バ
ー

を
個
別
的
に
家
父
に
結
び
つ
け
、
家
父
に
直
接
従
属
さ
せ
て
、
全
体
と
し
て
の
統
一
を
保
っ
た
の
で

28
）

あ
る
。

三
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
結
婚
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」

１
）

結
婚
の
性
質
と
成
立
要
件

現
代
に
生
き
る
我
々
か
ら
見
る
と
、
上
に
見
た
よ
う
な
古
代
ロ
ー
マ
法
上
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
は
非
常
に
奇
妙
な
も
の
に
見
え
る
が
、

古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
さ
ら
に
特
殊
だ
っ
た
の
は
、
結
婚
の
あ
り
方
で
あ
る
。
い
ち
ば
ん
の
特
徴
は
、
結
婚
に
よ
る
夫
婦
関
係
の
成
立
が
、

「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
と
ま
っ
た
く
別
個
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

上
に
見
た
よ
う
に
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
は
法
的
な
構
築
物
と
し
て
存
在
し
た
が
、
結
婚
は
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
と
も
法
と
も
ま
っ
た
く
関

係
の
な
い
と
こ
ろ
で
成
立
し
た
。
通
常
社
会
に
お
い
て
結
婚
が
有
効
と
さ
れ
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
正
統
化
手
続
き
を
踏
む
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
結
婚
式
を
す
る
こ
と
で
共
同
体
メ
ン
バ
ー
の
承
認
を
得
た
り
、
ま
た
は
教
会
の
承
認
を
得
る
な
ど
で
あ
る
。
現
代
で
は
、
国
家

法
に
従
い
手
続
き
を
踏
む
こ
と
で
正
統
な
結
婚
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
古
代
ロ
ー
マ
の
結
婚
は
、
国
家
に
よ
る
許
可
も
登
録
も
、
社
会

的
儀
式
も
必
要
と
し
な
か

１
）

っ
た
。
婚
姻
は
、
単
に
当
事
者
が
婚
姻
す
る
と
い
う
意
志
を
持
ち
、
合
意
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
。「
ロ
ー
マ
の

婚
姻
は
、
そ
も
そ
も
何
ら
法
関
係
で
も
な
く
、
一
つ
の
社
会
的
事
実
」で
あ

２
）

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
婚
姻
と
は
、「
婚
姻
意
思
に
よ
っ
て
担
わ
れ

た
、
夫
と
妻
の
具
体
化
さ
れ
た
生
活
共
同
体
で
あ
る
。
こ
の
意
思
は
、
彼
ら
の
共
同
体
が
婚
姻
で
あ
る
と
い
う
両
配
偶
者
の
意
識
の
こ
と

で

３
）

あ
る
。」
結
婚
式
を
お
こ
な
う
慣
行
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
婚
姻
成
立
に
は
ま
っ
た
く
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
正
統
化
の
手
続
き
が
必
要
な
い
と
し
た
ら
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
婚
姻
の
成
立
が
確
認
で
き
る
の
で
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あ
ろ
う
か
。
カ
ー
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
配
偶
者
相
互
間
の
、
ま
た
第
三
者
の
前
で
の
夫
婦
の
行
動
全
体
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
も

の
」で
あ

４
）

っ
た
。
通
常
は
、
夫
の
家
へ
妻
を
迎
え
い
れ
る
こ
と（
こ
れ
も
慣
行
）が
、
婚
姻
に
よ
る
共
同
体
の
成
立
の
標
準
と
考
え
ら

５
）

れ
た
。

し
か
し
、
婚
姻
の
意
志
を
も
っ
て
い
れ
ば
、
当
人
が
不
在
で
も
婚
姻
は
成
立

６
）

し
た
。
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け

る
婚
姻
は
、
完
全
に
本
人
の
意
志
の
み
に
基
づ
き
成
立
し
た
の
で
あ
る
。（
当
事
者
が
家
父
権
の
下
に
あ
る
者
で
あ
れ
ば
、
家
父
の
同
意
は

必
要
で
あ
っ
た
。）そ
れ
ゆ
え
、
正
統
で
は
な
い
結
婚
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
見
る
の
は
難
し
い
。
も
ち
ろ
ん
当
人
同
士
の
意
図

に
も
と
づ
く
の
だ
が
、
通
常
は
、
妻
の
身
分
が
夫
よ
り
低
か
っ
た
り
、
夫
が
女
性
を
そ
の
よ
う
に
扱
う
と
き
に
は
、
非
正
統
な
関
係
だ
と

み
な
さ
れ
た
の
で

７
）

あ
る
。
そ
の
場
合
、
二
人
の
関
係
は
「
共
棲
（co

n
cu
b
in
a
tu
s

）」
と
呼
ば

８
）

れ
た
。

婚
姻
は
、「
終
身
の
、
一
夫
一
婦
的
な
、
家
共
同
体
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
生
活
共

９
）

同
体
」
を
つ
く
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
最

も
重
要
な
目
的
は
、
男
性
が
彼
自
身
の
た
め
に
嫡
子
を
得
、
正
統
な
子
孫
に
よ
り
彼
自
身
の
系
統
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
あ

10
）

っ
た
。
ま
た
、

そ
の
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
国
家
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
子
ど
も
は
、
財
産
を
相
続
す
る
だ
け
で
な
く
、
親
の
た

め
に
祭
祀
を
執
り
行
う
義
務
も
負
っ
て
い
た
。
古
代
ロ
ー
マ
人
は
男
性
と
女
性
の
結
び
つ
き
を
自
然
の
法
則
と
し
て
理
解
し
て
お
り
、
そ

こ
か
ら
子
ど
も
が
生
ま
れ
、
彼
ら
を
育
て
る
こ
と
は
、
ど
の
生
物
に
も
共
通
す
る
行
為
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
が
生

き
て
い
た
永
遠
の
記
憶
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で

11
）

あ
る
。
そ
の
た
め
に
男
性
は
、
正
統
な
結
婚
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
ど
も

を
自
ら
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
獲
得
し
た
。
そ
れ
で
は
、
結
婚
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。

２
）
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
へ
の
帰
属
…
「
手
権
婚
」
と
「
自
由
婚
」

正
統
な
結
婚
が
成
立
し
、
妻
が
夫
の
住
居
に
移
り
す
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
女
が
夫
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
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こ
と
を
意
味
し
な
い
。
結
婚
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
へ
の
帰
属
の
変
更
は
、
ま
っ
た
く
別
の
手
続
き
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
婚
姻
は
法
律
行

為
と
し
て
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」へ
の
帰
属
に
関
し
て
は
、
私
法
上
の
手
続
き
に
よ
り
実
行
さ

12
）

れ
た
。
す
な
わ

ち
婚
姻
に
よ
り
男
性
と
女
性
が
共
同
生
活
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
こ
れ
と
は
別
に
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」へ
の
帰
属
の
変
更
に
つ

い
て
法
的
手
続
き
が
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
は
男
系
の
集
団
で
あ
る
か
ら
、
婚
姻
に
よ
り
男
性
が
女

性
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
へ
帰
属
を
変
更
す
る
こ
と
は
な
い
。
常
に
女
性
の
変
更
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
変
更
に
は
、
具
体
的
に

以
下
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。

ま
ず
、「
手
権
婚
（m

a
n
u
s

）」
と
呼
ば
れ
る
形
態
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
女
性
が
夫
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
家
父
権
力
下
に
入
る
結
婚
の

形
態
で
あ
る
。
こ
の
時
、
女
性
が
自
分
の
生
ま
れ
た
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
家
父
権
力
下
に
あ
る
場
合
は
、
そ
の
権
力
か
ら
脱
し
て
夫
の
属

す
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
家
父
権
力
下
に
入
る
。
夫
が
家
父
で
あ
る
場
合
は
、
夫
の
持
つ
家
父
権
力
の
下
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
女

性
が
、
す
で
に
自
分
の
生
ま
れ
た
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
か
ら
独
立
し
て
自
権
者
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
地
位
を
放
棄
し
て
、
夫
の
「
フ
ァ
ミ

リ
ア
」
の
家
父
権
力
下
に
入
り
、
自
権
者
で
あ
る
の
を
や
め
る
こ
と
に
な
る
。

「
手
権
（m

a
n
u
s

）」
と
は
、
家
父
の
手
の
中
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
家
父
権
力
そ
の
も
の
も
初
め
は
「
手
権
（m

a
n
u
s

）」
と
呼
ば
れ

た
。
そ
の
権
力
に
よ
り
家
父
は
、
自
分
の
手
の
中
に
あ
る
所
有
物
と
し
て
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」を
構
成
す
る
人
お
よ
び
物
を
自
由
に
収
益
処

分
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
語
は
元
来
、
支
配
す
る
と
同
時
に
保
護
す
る
「
手
」
と
い
う
含
意
を
も
っ
て
い
た
と

13
）

い
う
。
の
ち
に
名
称
が
分
化
し
て
、
家
父
の
権
力
を
「
家
父
権
（p

a
tria p

o
testa

s

）」
と
呼
び
、
妻
に
対
す
る
権
力
を
「
夫
権
」
を
意
味

す
る
「
手
権
（m

a
n
u
s

）」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
奴
隷
に
対
し
て
は
「
主
人
権
」（d

o
m
in
ica p

o
testa

s

）、
物
に
対
し
て

は
「
所
有
権
」（d

o
m
in
iu
m

）
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

14
）

い
う
。

「
手
権
婚
」
に
よ
り
、
夫
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
妻
は
、
他
の
メ
ン
バ
ー
同
様
そ
の
家
父
権
力
に
服
し
た
。
も
し
夫
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が
家
父
で
あ
っ
た
場
合
は
、
基
本
的
に
は
子
ど
も
と
同
様
の
立
場
で
、
彼
の
権
力
に
服
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」

に
お
け
る
彼
女
の
権
利
は
、
娘
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
法
律
上
は
、
妻
の
座
を
占
め
な
い
で
、「
娘
の
地
位
に
」（filia

e
 

fa
m
ilia

e lo
co

）

15
）

あ
り
」
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
妻
は
家
子
と
同
様
の
法
的
立
場
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
手
権
」
に
よ
る
妻

に
対
す
る
強
制
は
、
家
父
権
力
に
比
べ
非
常
に
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
。
夫
は
妻
を
売
れ
な
か
っ
た
し
、
養
子
に
だ
せ
な
か
っ
た
し
、
親
族

へ
の
相
談
な
し
に
は
不
行
跡
に
対
す
る
罰
を
与
え
ら
れ
な
か

16
）

っ
た
。

「
手
権
婚
」
の
場
合
、
も
と
も
と
自
分
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
い
て
家
父
権
力
に
服
す
る
家
子
（
他
権
者
）
だ
っ
た
妻
は
、
結
婚
後
も

財
産
に
つ
い
て
は
無
能
力
で
あ
り
、
彼
女
の
取
得
し
た
財
産
は
す
べ
て
家
父
の
も
の
と
な
っ
た
。
婚
姻
の
際
に
贈
ら
れ
た
嫁
資
も
、
家
父

と
し
て
の
夫
に
帰
属
す
る
。
す
な
わ
ち
「
手
権
婚
」
に
よ
る
妻
は
、
自
分
の
生
ま
れ
た
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
け
る
家
父
権
力
よ
り
は
弱

い
権
力
で
あ
る
「
手
権
」
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
法
的
権
利
は
、
娘
と
し
て
も
っ
て
い
た
も
の
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
す
で
に
自
分
の
生
ま
れ
た
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
家
父
権
か
ら
脱
し
て
自
権
者
と
な
っ
て
い
た
女
性
が
「
手
権
婚
」

に
よ
り
夫
の
家
父
権
に
服
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
財
産
権
を
失
い
、
そ
の
財
産
は
家
父
と
し
て
の
夫
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ

17
）

た
。こ

の
よ
う
に
「
手
権
婚
」
に
お
い
て
は
、
妻
は
夫
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
い
て
、
妻
と
い
う
立
場
で
は
な
く
娘
と
同
等
の
地
位
に
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
家
父
で
あ
る
夫
が
死
亡
し
た
場
合
に
も
、
妻
は
家
子
で
あ
る
娘
と
同
様
の
立
場
で
、
夫
の
財
産
を
相
続
し
た
の
で

18
）

あ
る
。

妻
は
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
い
て
法
的
に
は
娘
と
同
様
の
権
利
し
か
持
た
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
家
父
で
あ
る
夫
と
並
ん
で
、「
家
母

（m
a
ter fa

m
ilia

s

）」
と
し
て
の
名
誉
あ
る
地
位
を
与
え
ら
れ
た
。「
家
母
」
は
法
的
な
言
葉
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
「
手
権
婚
」
に
お

け
る
妻
を
意
味
し
た
が
、
当
時
の
人
は
、
家
に
お
い
て
第
一
位
を
占
め
公
的
行
事
に
も
参
加
す
る
よ
う
な
妻
や
立
派
な
女
性
を
、「
家
母
」

と
呼
ん
で
敬
意
を
払
っ
た
の
で

19
）

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
妻
は
法
的
に
は
家
子
と
同
様
家
父
の
権
力
に
服
し
た
が
、
事
実
上
そ
の
立
場
は
社
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会
的
に
認
め
ら
れ
、
尊
重
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
手
権
婚
」
は
、
紀
元
前
一
世
紀
頃
に
は
稀
と
な
り
、
結
婚
後
も
妻
が
夫
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
へ
入
る
こ
と
の
な
い
婚
姻
の
形
態
が
一
般

的
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
「
自
由
婚
」
と
い
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
結
婚
し
て
も
、
妻
が
そ
れ
ま
で
自
分
の
属
し
て
い
た
「
フ
ァ
ミ

リ
ア
」
か
ら
夫
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
へ
帰
属
を
変
え
る
こ
と
は
し
な
い
。
す
で
に
生
ま
れ
た
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
家
父
権
か
ら
独
立
し
て

い
た
女
性
は
、
結
婚
し
て
も
独
立
し
た
自
権
者
の
立
場
を
保
持
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
、
現
代
の
我
々
か
ら
見
る
と
、
妻
た
る
女
性
の
事
実
上
の
家
族
関
係
の
状
況
と
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」に
関
す
る
法
的
立
場
の
間

に
は
ず
れ
が
生
じ
た
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
結
婚
に
よ
っ
て
妻
は
夫
と
同
居
し
家
族
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
法
的
に

は
、
彼
女
は
依
然
と
し
て
生
ま
れ
た
と
き
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
家
父
権
下
に
あ
る
か
、
自
分
ひ
と
り
で
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
を
形
成
し
、

自
権
者
と
し
て
独
立
し
て
法
律
行
為
を
行
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
法
律
上
は
、
夫
と
は
ま
っ
た
く
家
族
と
し
て
の
法
的
権

利
義
務
関
係
を
も
た
な
か
っ
た
。

「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」へ
の
帰
属
の
変
更
が
な
け
れ
ば
、結
婚
は
夫
に
も
妻
に
も
法
的
な
財
産
権
の
変
動
を
ま
っ
た
く
ひ
き
お
こ
さ
な
か

20
）

っ
た
。

家
子
た
る
女
性
は
相
変
わ
ら
ず
自
分
の
家
父
の
財
産
権
の
下
に
あ
り
、
自
権
者
た
る
女
性
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
財
産
を
保
持
し
た
。

す
な
わ
ち
夫
と
妻
は
完
全
な
別
産
制
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
々
の
生
活
費
に
も
お
よ
び
、
夫
婦
と
し
て
一
緒
に
生
活
し
て
い
た
と

し
て
も
、
い
わ
ば
別
会
計
で
の
生
活
だ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
夫
は
妻
を
扶
養
す
る
義
務
を
持
た
な
か
っ
た

21
）

の
で
、
妻
は
自
分
の
持
参
金

も
し
く
は
財
産
で
生
活
し
た
。
財
産
は
完
全
に
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
を
単
位
と
し
て
動
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
結
婚
に
よ
っ

て
妻
と
な
っ
た
女
性
は
、
自
分
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
属
し
な
が
ら
、
ま
た
は
独
立
し
た
法
的
主
体
と
し
て
暮
ら
し
な
が
ら
、
法
的
に
は

夫
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
正
統
な
後
継
者
を
産
む
た
め
に
、
い
わ
ば
出
向
し
て
夫
婦
関
係
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
婚
姻
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
は
ま
っ
た
く
別
個
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
け
る
法
的
立
場

と
し
て
「
妻
」
と
い
う
立
場
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
以
上
述
べ
た
い
ず
れ
の
結
婚
の
形
態
に
お
い
て
も
、
法
律
上
妻
は
夫
の
「
フ
ァ
ミ
リ

ア
」
の
な
か
に
「
妻
」
と
し
て
属
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。「
手
権
婚
」
に
お
い
て
は
娘
と
同
様
の
立
場
で
あ
り
、「
自
由
婚
」
に
お
い
て

は
そ
も
そ
も
夫
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
属
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

３
）

子
ど
も
の
帰
属
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
継
承

こ
の
よ
う
に
結
婚
は
、
夫
婦
が
と
も
に
暮
ら
し
て
男
性
の
正
統
な
子
ど
も
を
得
る
こ
と
が
主
な
目
的
だ
っ
た
か
ら
、
正
式
な
婚
姻
関
係

か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
、
母
の
夫
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
い
て
家
父
権
に
服
し
た
。
そ
の
夫
が
実
の
父
親
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
問

題
で
は
な
か
っ
た
。
夫
が
そ
の
子
を
追
放
し
な
け
れ
ば
、
父
で
あ
る
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」は
男
系
の
集
団
で
あ
っ
た

か
ら
、
婚
姻
関
係
が
正
式
な
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
父
の「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
フ
ァ

ミ
リ
ア
」
は
男
系
の
集
団
で
あ
る
か
ら
、
母
の
属
し
て
い
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
属
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
生
ま
れ
た
子
ど

も
は
他
人
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
属
す
こ
と
な
く
、
た
だ
ち
に
自
権
者
と
な
り
、
自
分
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
を
形
成

22
）

し
た
。
し
か
し
婚
姻

関
係
と
同
様
、
父
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
属
さ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
常
に
子
ど
も
が
父
と
離
れ
て
生
活
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
常
生

活
に
お
い
て
は
、
正
統
な
夫
婦
で
は
な
い
両
親
と
子
ど
も
が
家
族
生
活
を
送
り
、
父
が
子
ど
も
の
成
長
に
心
を
配
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り

え
た
の
で

23
）

あ
る
。

古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
公
認
さ
れ
る
四
世
紀
ま
で
離
婚
も
非
常
に
自
由
だ
っ
た
。
結
婚
が
当
事
者
の
意
志
の
み
に

基
づ
く
よ
う
に
、
離
婚
も
夫
と
妻
と
も
に
任
意
の
時
期
に
自
由
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
、
一
定
の
離
婚
原
因
に
拘
束
さ
れ
な
か
っ
た
。
家

父
や
後
見
人
の
同
意
も
、
か
な
り
前
の
時
代
か
ら
必
要
な
い
と
さ
れ
た
と
い
う
。
離
婚
も
結
婚
同
様
事
実
的
な
過
程
で
あ
る
か
ら
、「
婚
姻
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が
終
了
し
た
も
の
と
す
る
意
識
の
も
と
で
、
婚
姻
上
の
生
活
共
同
体
が
一
方
あ
る
い
は
双
方
の
配
偶
者
に
よ
っ
て
解
消
さ

24
）

れ
る
」
こ
と
に

よ
り
離
婚
が
成
立
し
た
。
習
俗
と
し
て
い
く
つ
か
の
手
続
き
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
離
婚
の
成
立
自
体
に
は
影
響
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。結

婚
関
係
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
へ
の
帰
属
は
ま
っ
た
く
別
の
手
続
き
で
あ
る
か
ら
、
離
婚
す
る
こ
と
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
へ
の
帰
属
の

変
更
手
続
き
は
、
別
に
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。「
手
権
婚
」に
お
い
て
は
、
離
婚
に
よ
り
夫
は
妻
を
法
的
手
続
き
に
従
っ
て
そ
の
権

力
か
ら
解
放
し
、
夫
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
か
ら
妻
の
帰
属
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で

25
）

あ
る
。
両
親
が
離
婚
し
、
母
が
父
の
「
フ
ァ

ミ
リ
ア
」
か
ら
離
れ
た
場
合
で
も
、
子
ど
も
は
父
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
帰
属
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
現
実
に
は
、
離
婚

後
に
子
ど
も
が
父
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
属
し
な
が
ら
、
母
と
と
も
に
生
活
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
た
の
で

26
）

あ
る
。

「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」の
家
父
で
あ
り
な
が
ら
嫡
子
を
持
た
な
い
者
は
、
養
子
縁
組
を
行
な
う
こ
と
で
自
分
の
後
継
者
を
確
保
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
相
続
人
は
財
産
の
継
承
者
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
故
人
の
た
め
に
祭
祀
を
執
り
行
う
義
務
も
負
っ
て
い

た
。
死
亡
後
に
自
分
の
祭
祀
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
古
代
ロ
ー
マ
人
に
と
り
非
常
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
自
分
の
後
継
者
が

い
な
い
者
は
、
養
子
縁
組
に
よ
り
そ
れ
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
自
権
者
と
し
て
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
を
形
成
し
て
い
る
者
を
養

子
と
す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
消
滅
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
国
家
の
存
立
基
盤
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
だ
っ
た
か
ら
、

民
会
の
決
定
を
必
要
と
し
た
。
マ
ン
テ
に
よ
れ
ば
、
本
来
は
相
続
人
が
自
権
者
の
地
位
を
失
う
こ
と
の
な
い
法
律
行
為
を
作
る
の
が
一
番

よ
い
の
で
、
そ
こ
か
ら
遺
言
と
い
う
形
式
が
生
じ
て
き
た
の
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
遺
言
に
よ
り
後
継
者
を
指
定
し
て
お
く
こ
と
で
、

死
亡
し
た
と
き
に
た
だ
ち
に
後
継
者
が
引
き
継
ぐ
と
い
う
形
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
後
継
者
は
自
権
者
の
地
位
を
失
わ
ず
、

ま
た
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
変
動
を
引
き
起
こ
す
こ
と
な
く
、
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

27
）

っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
は
、
財
産
や
祭
祀
を
引
き
継
ぐ
た
め
に
、
家
父
の
後
継
者
を
確
保
す
る
た
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め
の
法
的
集
団
と
し
て
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
結
婚
は
そ
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
継

続
が
、
国
家
の
継
続
性
を
保
障
し
た
の
で
あ
っ
た
。

四
、
国
家
に
お
け
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
意
味

こ
れ
ま
で
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
を
中
心
と
し
て
見
た
古
代
ロ
ー
マ
国
家
は
、
一
見
す
る
と
父
権
国
家
の
典
型
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本

当
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
『
母
権
制
』
の
な
か
で
示
し
た
「
母
権
制
」

の
成
立
を
認
め
る
際
の
基
準
を
使
い
、
ま
ず
そ
の
点
に
つ
い
て
考
察

１
）

す
る
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
母
権
制
は
、
表
面
的
に
は
子

ど
も
が
母
方
に
し
た
が
っ
て
命
名
さ
れ
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
は
次
の
三
点
に
あ
る
と
い
う
。
第
一
に
、
子
ど
も
の
身
分

が
母
の
身
分
に
よ
る
こ
と
。
第
二
に
、
親
の
財
産
は
女
子
に
よ
り
相
続
さ
れ
る
こ
と
。
第
三
に
、
家
族
が
母
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
応
用
し
て
、
古
代
ロ
ー
マ
国
家
が
父
権
制
を
成
立
さ
せ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
子
ど
も
の
命
名
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
が
父
方
の
名
を
引
き
継
ぐ
こ
と
、
そ
し
て
男
女
に
お
け
る
命
名
の
区

別
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
息
子
は
、
生
後
九
日
目
に
自
分
の
名
と
氏
族
名
そ
し
て
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
名
前
の
三
つ
か
ら
構
成
さ
れ
る
名

を
与
え
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
兄
弟
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
名
を
も
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ア
ピ
ウ
ス
・
ク
ロ
ー
デ
ィ
ウ
ス
・
プ
ル
チ
ェ
ル（A

p
p
iu
s

 
C
la
u
d
iu
s P

u
lch
er

）
の
二
人
の
息
子
は
、
ア
ピ
ウ
ス
・
ク
ロ
ー
デ
ィ
ウ
ス
・
プ
ル
チ
ェ
ル
（A

p
p
iu
s C
la
u
d
iu
s P
u
lch
er

）
と
、
プ
ブ

リ
ウ
ス
・
ク
ロ
ー
デ
ィ
ウ
ス
・
プ
ル
チ
ェ
ル
（P

u
b
liu
s C

la
u
d
iu
s P
u
lch
er

）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
娘
は
、
生
後
八
日
目
に
、
通

常
父
の
氏
族
名
で
あ
る
ミ
ド
ル
・
ネ
ー
ム
の
女
性
形
が
付
け
ら
れ
た
。
姉
妹
が
生
ま
れ
て
も
、
同
じ
名
前
を
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ピ
ウ
ス
・
ク
ロ
ー
デ
ィ
ウ
ス
・
プ
ル
チ
ェ
ル
の
三
人
の
娘
は
、
す
べ
て
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
（C

lo
d
ia

）
と
名
付
け
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ら
れ
た
と

２
）

い
う
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
父
権
制
が
成
立
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。

ま
た
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
を
父
が
支
配
し
、
子
ど
も
は
父
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
属
す
の
で
、
身
分
が
父
に
よ
る
と
い
う
点
で
も
同
様
で

あ
る
。
し
か
し
、
親
の
財
産
の
相
続
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
ロ
ー
マ
に
お
け
る
相
続
の
形
態
は
特
殊
で
あ
っ
た
。
こ
の
相
続
に
つ
い

て
考
察
す
る
こ
と
で
、
古
代
ロ
ー
マ
国
家
に
お
け
る
権
力
構
造
お
よ
び
国
家
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
関
係
を
貫
く
思
想
が
明
確
に
な
る
と

思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ロ
ー
マ
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
が
父
権
的
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
特
殊
な
の
は
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
家
父
が
死
亡
す
る
と
、
そ
の

後
年
令
も
性
別
も
関
係
な
く
、
す
べ
て
の
家
子
に
よ
り
相
続
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
父
権
制
な
ら
ば
、
男
子
の
み
に
よ
り
相
続
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
の
か
。

そ
れ
を
考
え
る
出
発
点
は
、
ロ
ー
マ
国
家
に
お
い
て
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
は
、
正
統
な
子
孫
を
残
し
、
国
家
社
会
を
存
続
さ
せ
て
い
く
た

め
の
集
団
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
義
的
に
は
、
国
家
構
成
員
を
確
保
す
る
こ
と
が
「
フ
ァ
ミ

リ
ア
」
の
役
割
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
現
在
の
構
成
員
を
確
保
す
る
と
い
う
一
時
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
継
続
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
国
家
継
続
の
た
め
に
は
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
構
成
員
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家

的
要
請
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
は
同
時
に
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」の
家
父
個
人
と
し
て
は
、
自
分
の
系
統
が
続
き
自
分
を
祀
っ
て
く
れ
る
継
承
者

を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」の
構
造
は
、
明
確
に
こ
の
目
的
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
家
父
権
は
そ
の
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
家
父
は
自
分
の
所
有
す
る
財
産
に
よ
り
、
家
子
の
生
存
と
継
承
性
を
確
保
す

る
こ
と
が
そ
の
任
務
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
目
的
の
ひ
と
つ
は
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
が
そ
こ
に
属
す
る
人
間
の
現
在
の
生
存
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。

先
に
書
い
た
よ
う
に
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
け
る
家
父
権
を
意
味
し
て
い
た
「
手
権
」
と
は
、
元
来
「
保
護
す
る
手
」
と
い
う
含
意
を
も
っ
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て
い
た
。
家
父
権
の
強
大
さ
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
「
生
殺
与
奪
権
」
で
あ
る
が
、
家
父
が
子
ど
も
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
へ

の
受
け
入
れ
に
関
し
許
諾
権
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
受
け
入
れ
た
子
ど
も
の
養
育
に
責
任
を
も
つ
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
解
釈
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
奇
形
児
を
排
除
す
る
の
も
、
国
家
的
観
点
か
ら
人
間
の
養
育
に
責
任
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
佐
藤
は
、
奇

形
児
殺
害
に
つ
い
て
、
セ
ネ
カ
が
、「
健
康
な
者
を
無
用
な
者
と
区
別
す
る
の
は
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
」と
述
べ
た
こ
と
を
引
用
し

て

３
）

い
る
。
家
父
が
生
命
を
奪
う
と
い
う
権
力
を
行
使
し
な
け
れ
ば
、
生
命
は
保
障
さ
れ
る
。
新
生
児
は
、
と
も
か
く
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の

メ
ン
バ
ー
と
し
て
迎
え
ら
れ
れ
ば
、
養
育
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
家
子
の
生
存
を
保
障
す
れ
ば
、「
フ
ァ
ミ

リ
ア
」
の
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
で
あ
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
継
承
が
果
た
さ
れ
る
。
継
承
の
ル
ー
ル
と
し
て
、
婚
姻
に
よ
り
生
ま
れ
た
子

ど
も
は
す
べ
て
父
系
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
属
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
生
存
と
継
続
を
保
障
す
る
こ
と
に

責
任
を
持
つ
と
い
う
意
味
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

家
父
の
死
亡
後
、
そ
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
属
す
る
す
べ
て
の
子
ど
も
（「
手
権
」
に
服
し
て
い
た
妻
も
娘
と
し
て
）
が
、
年
令
や
性
別

に
か
か
わ
ら
ず
家
父
の
残
し
た
も
の
を
相
続
し
自
権
者
と
な
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」の
ふ
た
つ
の
目
的
か
ら
説
明
可

能
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
家
子
の
現
在
の
生
存
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
続
に
よ
り
家
子
が
自
権
者
と
な
る
こ
と
は
、
法
的

に
は
、
そ
れ
に
よ
り
家
父
権
力
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
て
い
た
家
子
の
権
利
の
行
使
が
可
能
に
な
る
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
家
父
権

力
の
も
と
家
子
の
生
存
が
保
障
さ
れ
て
い
た
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
家
子
は
家
父
が
死
亡
す
る
と
、
そ
の
保
護
状
態
か
ら
放
り
出
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
子
に
自
権
者
す
な
わ
ち
法
律
的
な
主
体
と
し
て
財
産
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
は
、

そ
の
財
産
に
よ
り
自
分
で
生
き
て
い
く
よ
う
促
す
と
い
う
意
味
で
も
あ
ろ
う
。幼
い
子
ど
も
で
も
娘
で
も
同
様
に
相
続
で
き
る（
カ
ー
ザ
ー

は
そ
れ
を
、「
未
成
熟
者
お
よ
び
婦
女
は
、
成
熟
期
に
達
し
た
男
の
よ
う
に
相
続
す
る
」と
述

４
）

べ
る
）
の
は
、
そ
れ
に
よ
り
彼
女
等
の
生
存

を
保
障
す
る
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
こ
の
よ
う
に
相
続
さ
れ
る
こ
と
で
、
被
相
続
人
か
ら
す
る
と
自
ら
の
名
を
継
ぐ
者
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と
死
後
の
祭
祀
が
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
家
父
の
死
亡
後
、
そ
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
属
し
て
い
た
家
子
は
自
権
者
と
な
っ
て
独
立
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
息
子
も
娘

も
自
分
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
を
形
成
す
る
。
し
か
し
、「
女
性
は
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
始
ま
り
で
あ
り
、
終
わ
り
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
た
。
こ
れ

は
、
女
性
が
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
い
て
家
子
を
も
ち
そ
れ
に
対
す
る
権
力
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
女

性
は
自
分
の
財
産
お
よ
び
財
産
と
し
て
の
奴
隷
を
所
有
す
る
自
権
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
は
、
家
子
を
持
た
ず
と
も
、

奴
隷
を
含
ん
だ
財
産
を
所
有
す
る
こ
と
だ
け
に
よ
り
構
成
し
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
女
性
の
生
存
が
保
障
さ
れ
る
。
し

か
し
彼
女
は
、
家
子
を
持
っ
て
家
父
の
持
つ
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
も
、
自
己
を
継
承
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
つ
ま
り
女
性
は「
フ
ァ

ミ
リ
ア
」
に
よ
り
現
在
の
生
存
だ
け
が
保
障
さ
れ
、
継
承
性
は
保
障
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
一
代
限
り
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
自
権
者
と
な
っ
た
女
性
は
、
支
配
す
る
子
ど
も
は
い
な
い
に
し
て
も
、
今
や
家
父
の
権
力
か
ら
解
き
放
た
れ
て
独
立
し
た
法
的

主
体
と
な
る
。
女
性
は
自
権
者
と
な
っ
て
も
常
に
後
見
人
の
も
と
に
あ
っ
た
が
、
社
会
生
活
に
お
い
て
女
性
が
独
立
し
て
い
く
に
つ
れ
て

そ
の
意
味
は
な
く
な
っ
て
い
き
、
共
和
制
後
期
に
は
後
見
人
の
意
味
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
た
と

５
）

い
う
。
こ
う
し
て
自
権
者
と
な
っ

た
女
性
は
、
自
分
の
人
生
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
、
自
分
で
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
現
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
編
集
さ
れ

た
古
代
ロ
ー
マ
法
に
関
す
る
判
例
集
の
な
か
で
は
、「
多
く
の
点
で
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
成
人
女
性
は
、
近
代
以
前
の
ほ
と
ん
ど
の
法
制

度
に
お
け
る
よ
り
独
立
し
て

６
）

い
た
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」へ
の
帰
属
に
変
更
を
も
た
ら
さ
な
い
自
由
婚
に
お
い
て
は
、
自
権
者
と
し
て
の
女
性
は
結
婚
後

も
独
立
し
た
法
的
主
体
の
ま
ま
で
あ
り
、
結
婚
が
女
性
の
権
利
に
全
く
変
更
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
結
婚
に
お
い
て
も
別

産
制
が
貫
か
れ
た
た
め
、
自
権
者
と
し
て
独
立
し
て
い
れ
ば
、
結
婚
し
て
も
女
性
は
自
分
の
財
産
を
自
由
に
使
え
た
。
グ
ラ
ブ
ズ
は
「
実
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北研49(1・ )43 43



際
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
既
婚
女
性
は
、
二
〇
世
紀
に
な
る
ま
で
英
米
の
女
性
が
も
っ
て
い
た
よ
り
ず
っ
と
多
く
の
財
産
権
を
も
っ
て

７
）

い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
西
洋
の
国
々
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
二
〇
世
紀
に
至
る
ま
で
、
既
婚
女
性
の

権
利
は
驚
く
ほ
ど
制
限
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
既
婚
女
性
の
財
産
権
が
夫
と
同
じ
条
件
で
認
め
ら
れ
た
の
は
、

一
九
三
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
離
婚
も
自
分
の
意
志
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
、
女
性
の
権
利
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
重

要
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
西
洋
に
お
い
て
は
教
会
が
結
婚
を
正
統
化
す
る
こ
と
が
長
く
続
い
た
た
め
、
女
性
が
離
婚
を
自
分
で

決
定
す
る
こ
と
は
長
い
間
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
夫
婦
共
に
同
じ
条
件
で
離
婚
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、一
九
二
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。ま
た
、イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
国
家
に
よ
る
離
婚
が
認
め
ら
れ
た
の
は
一
九
七
〇
年
の
こ
と
で

８
）

あ
る
。

す
な
わ
ち
古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
、
自
権
者
と
し
て
の
女
性
は
、
男
性
の
よ
う
に
他
の
人
間
を
支
配
す
る
権
力
を
持
ち
え
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
自
分

個
人

に
関
わ
る
財
産
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
判
断
に
よ
り
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
。「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」

は
、
財
産
と
人
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
現
在
の
生
活
に
関
わ
る
財
産
は
男
女
に
か
か
わ
ら
ず
保
障
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
人

を
支
配
す
る
権
力
は
、
男
性
だ
け
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
考
え
方
が
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」と
国
家
に
関
し
て
父
権
制
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
と
き
わ
か
り
に
く
い
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
を
説
明

す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
国
家
の
支
配
に
は
、
家
父
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
男
性
が
参
与
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」

に
お
い
て
家
父
が
権
力
を
握
り
、
成
人
男
性
と
い
え
ど
も
そ
の
支
配
下
に
い
る
と
い
う
構
造
か
ら
考
え
る
と
、
国
家
の
支
配
に
関
わ
れ
る

の
も
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」に
お
い
て
権
力
を
持
つ
家
父
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
家
子
と
し
て
の
男
性
も
国
家
の
支
配
に
関
与

し
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
人
に
対
す
る
支
配
は
男
性
だ
け
が
行
な
え
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
す
べ
て
の
男
性
が
将
来
は
家
父
に
な

る
こ
と
か
ら
、
国
家
の
支
配
に
関
与
す
る
体
制
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
男
性
だ
け
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
ロ
ー

マ
が
軍
事
国
家
で
あ
り
、「
共
同
体

９
）

戦
士
」
こ
そ
が
国
家
に
と
り
重
要
だ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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国
家
や
法
に
関
し
て
女
性
は
男
性
よ
り
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
事
実
上
女
性
が
尊
重
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
ロ
ー
マ
人
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
な
り
、
性
欲
を
動
物
と
し
て
の
自
然
の
原
因
と
し
て
認
め
て

10
）

お
り
、
女
性
と

男
性
の
結
び
つ
き
を
「
自
然
的
」
な
も
の
と
理
解
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
結
婚
と
い
う
関
係
に
よ
る
権
力
関
係
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
結
婚
は
男
性
と
女
性
が
結
合
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
生
全
体
に
わ
た
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
。」「（
す

べ
て
の
生
物
に
共
通
な
自
然
の
法
か
ら
）
男
性
と
女
性
の
結
合
が
生
ず
る
。
そ
れ
を
わ
た
し
た
ち
は
結
婚
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
子
ど
も
を

産
み
、
育
て
る
と
い
う
こ
と
が

11
）

続
く
」
と
い
う
よ
う
に
男
女
の
関
係
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
生
じ
た
生
命
を
引
き
受
け
る
制
度
と
し
て
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
が
存
在
し
た
と
い
え
よ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
け
る
「
家
母
」
は
、
事
実
上
名
誉
あ
る
地
位
を
与
え
ら
れ
尊
重
さ
れ
て
い
た
し
、「
フ
ァ
ミ

リ
ア
」
に
お
い
て
は
継
承
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
女
性
の
葬
儀
に
お
い
て
は
彼
女
を
悼
む
演
説
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
ロ
ー

マ
人
の
墓
碑
銘
に
は
妻
や
母
の
生
涯
を
称
賛
し
た
も
の
が
数
多
く
み
ら
れ
る
の
で

12
）

あ
る
。
こ
う
し
て
古
代
ロ
ー
マ
人
は
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」

に
お
い
て
生
存
と
継
続
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
で
、「
自
分
た
ち
の
男
女
の
子
ど
も
の
子
孫
か
ら
、
永
遠
に
続
く
自
分
た
ち
の
記
憶
を
残
す
」

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ

13
）

っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
古
代
ロ
ー
マ
の「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」を
め
ぐ
る
構
造
は
、
非
常
に
明
快
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
軍
事
国
家
で
あ
る
ロ
ー

マ
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
基
本
原
則
は
現
実
的
な
力
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
父
権
制
は
そ
の
よ
う
な
考
え

方
に
よ
っ
て
た
て
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
制
度
は
、
国
家
の
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
。
し
か
し
、
家
父
権
に
関
し
て
町
田
実

秀
は
、「
ロ
ー
マ
人
は
、
法
律
と
い
う
も
の
が
、
も
と
も
と
一
面
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
だ
け
で
社
会
生
活
の
全
部
を
こ
と
ご
と
く
規

制
し
つ
く
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
到
底
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
明
白
に
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
述

べ
て

14
）

い
る
。
そ
も
そ
も
現
実
の
力
を
重
視
す
る
ロ
ー
マ
人
で
あ
れ
ば
、
現
実
の
生
活
に
お
い
て
女
性
の
果
た
す
役
割
が
重
要
で
あ
る
と
認
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識
す
る
こ
と
が
当
然
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
父
権
制
が
法
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
い
て
も
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」に
お
い
て
女
性

は
尊
重
さ
れ
た
し
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
外
で
は
女
性
は

個
人

と
し
て
独
立
し
て
生
活
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
と
現
実
の
バ

ラ
ン
ス
が
、
古
代
ロ
ー
マ
国
家
の
特
徴
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
表
面
的
に
は
非
常
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
女

性
も
、
実
際
は
か
な
り
独
立
し
た
生
活
を
送
り
え
た
の
で
あ
っ
た
。

五
、
ロ
ー
マ
法
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」

１
）

母
権
に
基
づ
く
議
論
の
困
難
性

以
上
み
て
き
た
ロ
ー
マ
法
の
構
造
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
か
を
、
こ
こ
か
ら
は
検
証
し
た
い
。

ま
ず
気
が
付
く
の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
じ
た
支
配
の
三
形
態
が
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
人
間
の
法
的
地
位
に
変
動
を
引
き
起
こ
す
三
種

の
基
準
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
上
の
基
準
と
は
、
自
由
人
と
奴
隷
を
分
け
る「
自
由（lib

erta
s

）」、

市
民
と
外
人
と
を
分
け
る
「
市
民
権
（civ

ita
s

）」、
そ
し
て
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
に
お
け
る
地
位
（fa

m
ilia

）」
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
一
貫
し

て
、
人
間
の
間
に
支
配
関
係
を
引
き
起
こ
す
の
は
三
つ
の
方
法
に
よ
る
と
し
て
、
戦
争
の
勝
者
が
敗
者
を
従
わ
せ
る
こ
と
で
主
人
と
し
て

持
つ
専
制
的
支
配
と
、
親
が
子
に
対
し
て
持
つ
父
権
的
支
配
、
そ
し
て
任
意
に
従
う
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
主
権
者
の
支
配
を
あ
げ
て
い

る
。
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
上
の
「
自
由
」、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」、「
市
民
権
」
に
対
応
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
み

を
ふ
ま
え
た
上
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
母
権
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
関
わ
る
議
論
と
ロ
ー
マ
法
と
の
関
連
を
み
て
み
よ
う
。

女
性
に
関
わ
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
に
お
い
て
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、『
市
民
論
』
に
お
け
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
定
義
が
『
法
の
原
理
』

に
お
け
る
定
義
と
異
な
り
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」の
メ
ン
バ
ー
の
中
か
ら
母
が
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
理
由
を
解
明
す
る
た
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め
に
、『
法
の
原
理
』
と
『
市
民
論
』
に
お
い
て
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
形
成
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
を
詳
し
く

み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
『
法
の
原
理
』
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
生
ま
れ
た

子
ど
も
に
対
し
て
は
母
が
そ
の
生
死
を
握
っ
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
に
対
す
る
支
配
権
を
母
が
持
つ
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
母
権

が
ど
の
よ
う
に
他
の
人
に
移
る
の
か
を
論
ず
る
。
ま
ず
母
が
子
を
遺
棄
す
る
こ
と
で
母
権
を
自
発
的
に
放
棄
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場

合
は
、
子
に
対
す
る
母
の
権
利
は
子
ど
も
を
拾
っ
た
人
に
移
る
。
そ
の
後
、
母
に
対
し
て
他
の
人
が
子
に
対
す
る
権
利
を
移
譲
す
る
よ
う

要
求
す
る
場
合
が
論
じ
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
強
制
に
よ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
母
を
支
配
し
た
主
人
が
子
ど
も
に
対
す
る
支
配
権
も

持
つ
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
任
意
の
契
約
に
よ
る
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
男
女
の
性
を
介
し
た
関
係
に
お
い
て
、
ど

の
よ
う
に
子
ど
も
に
対
す
る
支
配
権
が
移
譲
さ
れ
る
の
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
最
初
に
、
単
に
性
交
だ
け
を
す
る
と
い
う
契
約
を
結
ん

だ
場
合
。
そ
し
て
、
共
に
生
活
す
る
と
し
て
も
、
ベ
ッ
ド
だ
け
を
共
に
す
る
と
い
う
契
約
を
結
ん
だ
場
合
。
こ
の
場
合
、「
女
性
は
妾
と
呼

ば
れ
る
」
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
述
べ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
場
合
に
お
い
て
、
母
権
は
契
約
に
よ
っ
て
の
み
移
譲
さ
れ
る
。
最
後
に
、
す
べ
て
の

物
を
共
同
に
す
る
と
い
う
最
も
強
固
な
結
合
と
し
て
婚
姻
関
係
が
成
立
し
た
場
合
。
こ
の
場
合
で
も
、
基
本
的
に
子
ど
も
に
対
す
る
支
配

権
は
、
母
父
ど
ち
ら
が
持
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
生
じ
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
定
義
は
、

「
父
ま
た
は
母
、
も
し
く
は
そ
の
両
方
と
…
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
法
の
原
理
』
に
お
け
る
議
論
は
、
一
貫
し
て
男
女
の
対
等

性
に
基
づ
き
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
支
配
権
は
、
父
ま
た
は
主
人
が
持
つ
も
の
と
さ
れ
て

１
）

い
る
。
こ
の
点
だ
け

が
、
議
論
の
他
の
部
分
と
整
合
的
で

２
）

な
い
。

こ
の
『
法
の
原
理
』
に
お
け
る
議
論
は
、
全
体
が
自
然
状
態
と
い
う
、
法
の
縛
り
が
な
い
状
態
を
前
提
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
現
実
に
母
が
子
ど
も
に
対
す
る
権
力
を
持
っ
て
い
る
と
き
、
母
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
ら
、
母
権
が
具
体
的
に
他
の
人
に
ど
の
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よ
う
に
移
譲
さ
れ
得
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
主
と
し
て
男
女
を
軸
と
し
た
契
約
関
係

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
男
女
関
係
に
関
す
る
検
討
も
具
体
的
で
詳
細
で
あ
る
。
男
女
関
係
が
契
約
に
よ
り
結
ば
れ
る
こ
と

で
、
実
際
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
ま
た
、
基
本
的
に
は
「
夫
と
妻
」
と
い
う
婚
姻
関
係
も
含
め
、
子
に

対
す
る
権
利
は
男
女
ど
ち
ら
に
も
属
し
得
る
と
い
う
考
え
が
貫
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
メ
ン
バ
ー
の
定
義
に
母
も
含

ま
れ
、
そ
の
点
か
ら
み
る
と
、
現
実
の
家
族
関
係
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
に
基
づ
く
議
論
の
中
で
違
和
感

が
あ
る
の
が
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
支
配
権
を
父
が
持
つ
と
い
わ
れ
る
部
分
で
あ
る
。

次
に
、『
市
民
論
』に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
ま
ず
、
子
ど
も
は
始
め
は
母
の
権
力
下
に
あ

る
と
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
母
は
主
人
で
も
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
母
の
子
に
対
す
る
支
配
権
力
が
ど
の
よ
う
に
他
の
人
に
移
譲
さ
れ
る

か
を
論
ず
る
。
一
つ
め
が
、
母
が
子
を
遺
棄
し
た
場
合
。
二
つ
め
が
母
が
捕
虜
に
な
っ
た
場
合
。
三
番
目
に
、
母
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の

市
民
で
あ
る
場
合
も
、
母
の
持
つ
も
の
す
べ
て
が
主
権
者
に
属
す
る
の
で
、
当
然
子
ど
も
も
主
権
者
の
支
配
下
に
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。

『
法
の
原
理
』と
微
妙
に
異
な
り
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
け
る
市
民
と
し
て
の
場
合
が
付
け
加
わ
っ
た
こ
の
議
論
は
、
実
は
ホ
ッ
ブ
ズ

の
議
論
の
展
開
に
お
け
る
大
き
な
変
化
を
示
し
て
い
る
。
母
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
の
三
種
の
子
ど
も
の
地
位
の
変
動
は
、
先
に

論
じ
た
ロ
ー
マ
法
の
枠
組
み
に
お
い
て
、人
間
の
法
的
地
位
に
変
動
を
引
き
起
こ
す
三
種
の
基
準
に
当
て
は
ま
る
。す
な
わ
ち
、順
に「
フ
ァ

ミ
リ
ア
」、「
自
由
」、「
市
民
権
」
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
で
は
父
権
的
支
配
が
確
立
し
て
い
た
の
で
、
権
力
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
母
が
子
ど
も

を
遺
棄
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
が
、
子
ど
も
に
対
す
る
本
源
的
権
力
と
し
て
母
権
を
考
え
て
い
た
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
父
を
母
に
置

き
換
え
て
論
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
の
男
女
の
関
係
に
関
す
る
議
論
は
、
一
読
す
る
と
非
常
に
議
論
が
混
乱
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
ま
ず
、
上
の

三
つ
の
場
合
に
続
い
て
第
四
の
場
合
と
し
て
、
も
し
女
性
が
、
男
性
の
手
の
な
か
に
権
力
が
あ
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
、
そ
の
男
性
と
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自
分
の
人
生
を
分
け
合
う
こ
と
に
す
る
と
、
彼
ら
の
共
通
の
子
ど
も
は
、
父
が
母
に
対
す
る
権
力
を
持
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
父
に
属
す

る
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
も
し
母
が
権
力
を
持
て
ば
、
臣
下
と
の
間
に
で
き
た
子
ど
も
は
、
母
に
属
す
る
と
述
べ
る
。
そ
の
う
え
で
、
一

般
に
は
、
も
し
男
性
と
女
性
の
関
係
が
、
一
方
が
他
方
の
権
力
下
に
あ
る
よ
う
な
「
ユ
ニ
オ
ン
（u

n
io
n

）」
な
ら
ば
、
子
ど
も
は
権
力
を

持
つ
方
に
属
す
る
と
論
ず
る
。

そ
し
て
彼
は
さ
ら
に
項
を
改
め
て
、
自
然
状
態
に
お
い
て
、
男
性
と
女
性
が
ど
ち
ら
も
互
い
の
権
力
下
に
属
さ
な
い
よ
う
な
「
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
」
に
入
っ
た
な
ら
、
子
ど
も
は
基
本
的
に
母
に
属
し
、
契
約
に
よ
っ
て
の
み
そ
れ
は
移
譲
さ
れ
る
と
論
ず
る
。
し
か
し
コ
モ

ン
ウ
ェ
ル
ス
で
男
女
が
と
も
に
生
活
す
る
と
い
う
契
約
を
し
た
な
ら
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
父
に
属
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」

の
父
た
ち
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
建
て
た
の
で
、
家
庭
で
の
権
力
は
男
性
に
属
す
る
か
ら
だ
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
男
女
の
契
約

が
国
家
法
に
従
っ
て
い
る
な
ら
そ
れ
は
「
婚
姻
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
も
し
「
共
棲
（co

m
cu
b
in
a
tu
s

）」
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
子
ど
も
の
帰

属
は
国
家
法
の
規
定
に
従
う
と
述
べ
る
の
で

３
）

あ
る
。

す
な
わ
ち
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
男
女
の
関
係
に
つ
い
て
、「
ユ
ニ
オ
ン
」「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」「
共
棲
」と
い
う
場
合
に
分
け
て
論
じ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
の
議
論
は
、「
自
然
状
態
」
と
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
状
態
、
そ
し
て
正
統
な
婚
姻
か
否
か
、
ま
た
権
力
が
父
と
母
の
ど

ち
ら
に
あ
る
と
す
る
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
な
か
で
は
珍
し
く
議
論
が
混
乱
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ

に
関
し
て
も
、
ロ
ー
マ
法
の
概
念
を
当
て
は
め
て
み
る
と
、
彼
の
議
論
が
読
み
解
け
る
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
母
権
の
存
在
か
ら
議
論
を
す
す
め
て
い
る
の
で
、
す
べ
て
が
男
女
の
権
利
の
対
等
性
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
ま
ず
、

「
ユ
ニ
オ
ン
」
は
ロ
ー
マ
法
上
に
お
け
る
「
手
権
婚
」
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ー
マ
法
上
は
、
女
性
が
男
性
の
「
フ
ァ
ミ

リ
ア
」
に
帰
属
し
、
父
権
的
権
力
の
も
と
に
入
る
と
、
自
分
自
身
の
人
格
も
含
め
女
性
の
所
有
し
て
い
た
す
べ
て
の
物
が
夫
の
物
と
な
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
一
体
性
を
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
「
ユ
ニ
オ
ン
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
女
性
が
こ
の
よ
う
に
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に

ホッブズの「ファミリー」概念に対する古代ローマ法の影響

北研49(1・ )49  49



属
す
こ
と
は
、
国
家
法
に
よ
る
地
位
の
変
動
を
引
き
起
こ
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
の
場
合
を
国
家
法
に
よ
る
法
的
地
位
に
変

動
を
与
え
る
「
第
四
の
場
合
」
と
し
て
論
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

項
を
改
め
て
論
じ
ら
れ
る
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
と
「
共
棲
」
の
議
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
「
自
由
婚
」
と
正
統
な

婚
姻
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
「
共
棲
」
関
係
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
代
の
我
々
か
ら
み
て
も
理
解
が
難
し
い
ロ
ー
マ
法
上
の
婚

姻
関
係
に
つ
い
て
、
さ
す
が
の
ホ
ッ
ブ
ズ
も
こ
の
概
念
を
う
ま
く
整
理
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
な
国
家
法
に

よ
っ
て
婚
姻
の
正
統
性
を
認
め
る
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ズ
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
国
家
法
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
し
た
「
自
由
婚
」
は
、
正
統
性

を
持
た
な
い
（
す
な
わ
ち
『
法
の
原
理
』
で
論
じ
ら
れ
た
「
妾
」
の
状
態
に
あ
た
る
）
が
、
ロ
ー
マ
法
上
は
正
統
な
婚
姻
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
婚
姻
を
国
家
法
の
範
囲
外
の
「
自
然
状
態
」
に
お
け
る
も
の
と
し
て
議
論
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
な
ら
ど
の

よ
う
な
契
約
も
許
さ
れ
、
正
統
性
を
持
つ
。
そ
し
て
、
子
ど
も
に
対
す
る
権
力
は
母
が
持
つ
。
し
か
し
実
際
は
、
ロ
ー
マ
「
国
家
」
に
お

い
て
そ
れ
は
正
統
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
、
子
ど
も
は
父
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
ホ
ッ
ブ

ズ
は
続
い
て
そ
の
状
態
を
説
明
す
る
た
め
に
、
ロ
ー
マ
国
家
の
よ
う
に
父
た
ち
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
建
て
て
父
た
ち
に
「
家
庭
で
の
統

治
」
の
権
力
が
属
す
る
な
ら
ば
、
子
ど
も
が
父
に
属
す
る
の
だ
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
実
際
マ
ン
テ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
国
家
の
始
ま
り

は
、
古
く
か
ら
定
住
し
て
い
た
市
民
が
、
こ
の
都
市
の
「
父
た
ち
（p

a
tres

）」
と
し
て
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
の
だ

４
）

か
ら
。
そ
の
う
え
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
自
由
婚
」
的
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
が
（
ロ
ー
マ
に
お
け
る
よ
う
に
）
国
家
法
に
従
っ
た
も
の
な

ら
正
統
な
婚
姻
に
な
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
共
棲
」
と
な
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。「
共
棲
」
と
い
う
概
念
も
、『
法
の
原
理
』
に
お
い

て
共
同
生
活
し
つ
つ
ベ
ッ
ド
を
共
に
す
る
女
性
を
「
妾
と
呼
ぶ
」
と
述
べ
た
と
き
の‘C

O
N
C
U
B
IN
E
’

と
い
う
使
い
方
か
ら
変
化
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、『
法
の
原
理
』で
述
べ
ら
れ
て
い
た
単
に
性
交
を
す
る
と
い
う
関
係
が
省
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
考
察
が
現
実
の
男
女
関

係
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
か
ら
、
ロ
ー
マ
法
を
前
提
と
し
た
子
ど
も
に
対
す
る
法
的
権
利
に
絞
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
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ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
市
民
論
』
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
法
の
概
念
枠
組
み
を
使
っ
て
婚
姻
関
係
を
説
明
し
よ
う
と
考
え
た
。
し
か
し
、
彼
が
婚

姻
や
家
族
の
関
係
を
国
家
法
に
よ
り
正
統
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
母
権
の
存
在
か
ら
議
論
を
始
め
、
男
性
と
女
性
の
権
力
の
帰

属
に
つ
い
て
対
等
に
考
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
婚
姻
を
完
全
に
当
人
同
士
の
意
志
の
み
に
よ
り
成
立
す
る
と
考
え
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」に

関
す
る
法
的
権
力
を
父
権
的
権
力
で
統
一
し
て
い
る
ロ
ー
マ
法
を
下
敷
き
に
し
た
場
合
、
お
お
い
に
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
れ
ゆ
え

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
国
家
に
お
い
て
は
常
に
父
権
が
成
立
す
る
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」の
定
義
に
つ
い

て
も
ロ
ー
マ
法
的
な
も
の
に
変
更
し
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法
上
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
い
て
女
性
が
「
妻
」
と
し
て
法
的

地
位
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。
夫
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
ま
っ
た
く
属
さ
な
い
か
、「
娘
」
と
し
て
属
す
か
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
市
民

論
』
に
お
い
て
は
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
か
ら
母
が
姿
を
消
し
、
父
と
子
ど
も
、
そ
し
て
奴
隷
が
、
父
権
権
力
の
下
ひ
と
つ
の
公
人
格
と
し
て

結
合
す
る
と
、
そ
れ
は
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
構
造
で
あ
り
、

ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
て
い
れ
ば
、
読
者
が
そ
れ
を
連
想
す
る
こ
と
は
容
易
に
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
彼
自
身
こ
の
よ
う
な
概
念
の
混
乱
と
論
理
の
矛
盾
に
つ
い
て
気
が
付
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア

サ
ン
』
に
お
い
て
は
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
関
連
す
る
専
制
的
支
配
と
父
権
的
支
配
に
つ
い
て
の
論
述
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
章

に
ま
と
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
当
時
の
父
権
的
支
配
に
関
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
、
子
ど
も
に
対
す
る
支
配
権
は
父
が
「
産
ま

せ
る
」
こ
と
が
根
拠
に
な
る
の
で
は
な
く
、
男
性
と
女
性
の
共
同
で
あ
る
の
で
両
者
に
属
す
る
と
い
う
点
と
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
婚

姻
に
関
す
る
法
が
な
い
の
で
原
初
的
な
権
力
は
母
権
で
あ
る
と
い
う
二
点
が
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
婚
姻
関
係
が
ど
の
よ
う
な
形
態
に

お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
の
分
析
は
な
く
、
す
べ
て
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
け
る
国
家
法
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
し

ま
う
。
そ
し
て
、
い
つ
の
ま
に
か
君
主
の
継
承
の
問
題
に
話
が
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
が
、『
法
の
原
理
』の
時
点
か
ら
子
ど
も
に
対
す
る
親
の
権
力
の
考
察
を
行
な
う
際
に
ロ
ー
マ
法
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
で
あ
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ろ
う
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
叙
述
か
ら
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
彼
は
子
ど
も
の
従
属
に
関
し
て
、「
そ
れ
ゆ
え
子
ど
も
は
、
父
ま
た
は
母

も
し
く
は
誰
で
あ
れ
、
育
て
保
護
し
て
く
れ
た
人
に
対
し
て
最
も
絶
対
的
に
従
属
す
る
。
そ
し
て
そ
の
人
々
は
、
自
然
法
に
よ
っ
て
、
彼

ま
た
は
彼
女
の
良
心
に
お
い
て
必
要
だ
と
考
え
る
と
き
に
は
、
子
ど
も
を
売
っ
た
り
、
養
子
に
出
し
た
り
、
奉
公
に
出
し
た
り
し
て
、
彼

ら
の
支
配
を
移
譲
す
る
。
も
し
く
は
人
質
に
出
し
た
り
、
反
逆
を
理
由
に
殺
し
た
り
、
平
和
の
た
め
に
犠
牲
に
供
し
た
り

５
）

す
る
」
と
述
べ

て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
内
容
は
ま
さ
に
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
家
父
権
力
に
よ
り
行
な
う
こ
と
の
で
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
他
に
も
、
家
父
権
力
の
行
使
に
お
い
て
問
題
と
な
る
奇
形
児
が
生
ま
れ
た
と
き
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
へ
の
帰
属
の
承

認
に
つ
い
て
も
、
国
家
法
が
決
め
る
問
題
と
し
て
触
れ
ら
れ
て

６
）

い
る
。
し
か
し
『
法
の
原
理
』
で
は
、
婚
姻
と
家
族
に
関
し
て
は
、
ロ
ー

マ
法
に
は
完
全
に
基
づ
い
て
は
い
な
か
っ
た
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、『
市
民
論
』に
お
い
て
初
め
て
完
全
に
ロ
ー
マ
法
的
な
枠
組
み
で
議
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
家
族
に
関
し
て
そ
の
試
み
は
成
功
せ
ず
、
ま
た
論
ず
る
必
要
性
も
な
い
と
考
え
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』に
お
い
て
は
そ
れ
に
つ
い
て

議
論
す
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
男
性
中
心
の
父
権
的
権
力
が
貫
徹
し
て
い
る
ロ
ー
マ
法
の
構
造
で
、
男
女
の
対
等
な

権
力
を
前
提
に
し
、
母
権
に
発
す
る
議
論
を
展
開
す
る
の
は
無
理
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
ホ
ッ
ブ
ズ
が
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
に
つ
い
て
の
議
論
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
彼
が
こ
う
し
た
議
論
の
経
過
を
書
き
残
す
こ
と

で
、
女
性
の
持
つ
母
権
が
父
権
に
転
換
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、「
ユ
ニ
オ
ン
」と
し
て
の
婚
姻
関
係
の
な
か
で
男
性
が
統
治
の
権
利
を
持
ち
、

国
家
が
父
権
的
な
法
に
よ
り
そ
れ
を
固
定
化
す
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
明
ら
か
に
示
し
て
み
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

２
）

父
権
的
権
力
の
本
質
と
生
命
の
継
続
性

前
述
し
た
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
母
権
の
父
権
へ
の
転
換
に
関
す
る
議
論
を
省
略
し
、
君
主
の
継
承
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の
議
論
に
つ
な
げ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
単
な
る
ロ
ー
マ
法
的
枠
組
の
放
棄
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
彼
の
議
論

の
展
開
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
彼
は
、
ロ
ー
マ
法
上
の
父
権
的
権
力
を
論
ず
る
中
で
権
力
の
本

質
を
つ
か
み
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』に
お
い
て
国
家
権
力
の
問
題
と
し
て
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
ロ
ー
マ
法
上
の
家

父
は
、
家
子
の
生
存
と
自
分
の
継
承
を
確
保
す
る
こ
と
が
そ
の
任
務
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
女
性
が
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
い
て
自
分
の

財
産
を
所
有
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
家
子
に
対
す
る
権
力
を
持
ち
え
な
い
の
は
、
自
分
の
生
存
は
保
障
さ
れ
る
が
、
自
分
を
継
承
さ
せ

る
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
も
前
述
し
た
。
お
そ
ら
く
ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
け
る
父
権

的
権
力
を
分
析
す
る
こ
と
で
理
解
し
た
権
力
の
本
質
も
、
父
権
的
権
力
が
権
力
下
に
あ
る
人
々
の
生
存
を
保
障
す
る
と
共
に
、
人
間
の
継

承
を
も
保
障
す
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
自
然
状
態
か
ら
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
へ
の
移
動
は
、
人
々
が
生
存
を
め
ざ
す
た
め
で

あ
る
こ
と
は
彼
の
議
論
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
継
承
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
徐
々
に
考
え
が
明
確
に
な
っ
て
い
き
、『
リ
ヴ
ァ
イ

ア
サ
ン
』
に
お
い
て
十
全
に
展
開
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

継
承
性
に
関
す
る
『
法
の
原
理
』
に
お
け
る
議
論
は
、
君
主
の
持
つ
主
権
を
継
承
さ
せ
る
権
利
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

基
本
的
に
は
主
権
者
の
意
志
に
従
う
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
後
は
通
常
の
君
主
の
継
承
の
議
論
で
あ
る
。『
市
民
論
』で
ホ
ッ
ブ

ズ
は
、
家
父
権
力
の
ふ
た
つ
の
意
味
、
す
な
わ
ち
人
々
の
現
在
の
生
を
保
障
す
る
た
め
に
持
つ
「
所
有
権
（th

e rig
h
t o
f p
o
ssessio

n

）」

と
並
ん
で
「
継
承
の
権
利
（th

e rig
h
t o
f

７
）

su
ccessio

n

）」
を
君
主
の
権
利
と
し
て
記
述
し
、
そ
れ
ゆ
え
君
主
に
は
後
継
者
を
指
名
す
る

決
定
権
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
通
常
「
継
承
権
」
と
い
う
の
は
、
自
分
が
誰
か
を
正
統
に
継
承
し
得
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
の
権
利

で
あ
る
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
君
主
に
関
し
て
述
べ
た
「
継
承
の
権
利
」
と
は
、
自
分
を
誰
か
に
引
き
継
が
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
権
利

な
の
で
、「
継
承
さ
せ
る
権
利
」と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
の
継
承
の
仕
方
に
関
し
て
は
、
君
主
の
遺
言
が
第
一
に

書
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
以
下
『
法
の
原
理
』
と
同
様
の
継
承
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
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こ
れ
に
対
し
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
議
論
に
お
い
て
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
継
続
性
が
明
確
に
示
さ
れ
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
執

筆
に
お
い
て
彼
が
め
ざ
し
た
議
論
に
関
し
て
重
要
な
論
点
を
提
示
す
る
。
彼
は
第
一
九
章
の
、「
継
承
の
権
利
に
つ
い
て
」と
い
う
副
題
の

つ
い
た
箇
所
で
、
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。「
人
間
の
平
和
の
保
持
の
た
め
に
、
人
工
的
人
間
と
い
う
秩
序
を
作
っ
た
よ
う
に
、
人
工
的
な
永

遠
の
生
命
の
た
め
の
秩
序
も
作
る
必
要
が
あ
る
。
…
こ
の
人
工
的
な
永
遠
性
は
、
人
々
が
継
承
の
権
利
と
呼
ぶ
も
の
で

８
）

あ
る
。」

す
な
わ
ち
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
ロ
ー
マ
に
お
け
る
家
父
権
力
を
学
ぶ
中
で
、
婚
姻
や
家
族
の
あ
り
方
に
関
し
て
は
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
家
父
権
力
の
本
質
で
あ
る
現
在
の
生
の
保
障
と
、
将
来
へ
の
生
の
継
続
性
を
保
障
し
国
家
の
継
続
性
を
保
障

す
る
と
い
う
任
務
の
必
要
性
を
理
解
し
、
そ
れ
を
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
国
家
権
力
に
関
し
て
論
じ
た
の
で
あ
る
。
拙
稿
「「
エ

デ
ン
の
楽
園
」
と
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」」
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
そ
も
そ
も
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
を
執
筆
し
た
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
教
説
を
解
体
し
、
死
に
対
す
る
無
用
な
恐
怖
か
ら
人
々
を
解
放
し
人
々
の
生
を
保
障
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に

地
上
の
権
力
と
し
て
「
人
工
的
人
間
」
で
あ
る
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
の
創
設
を
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
の
人
間
の
生
存

を
保
障
す
る
だ
け
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
保
障
し
て
い
た
「
永
遠
の
生
命
」
を
保
障
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
世
代
の

継
続
が
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
だ
と
考
え
、
男
女
の
関
係
も
そ
の
た
め
に
必
要
だ
と
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
個
々
の
人
格
に
お

け
る
不
死
性
」
で
は
な
く
「
人
類
と
い
う
種
の
不

９
）

死
性
」
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
個
々
の
男
女
が
子
ど
も
を
産
む
こ
と

に
よ
る
の
だ
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
そ
れ
を
国
家
権
力
の
問
題
と
し
て
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
男
女
が
生
存
を
保
障
さ
れ
、
子
ど
も
を

育
て
生
命
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
は
、
国
家
に
よ
る
平
和
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
を
保
障
す
る
の
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
権
力
な
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
権
力
が
順
調
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
継
続
を
保
障
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
人
間
の
生
命

は
「
類
と
し
て
」
継
承
さ
れ
る
の
だ
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
上
に
引
用
し
た
「
人
工
的
人
間
」
と
「
人
工
的
な
永
遠

の
生
命
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
め
ざ
し
て
い
た
「
自
然
的
人
間
」
の
「
永
遠
の
生
命
」
に
対
抗
す
る
概
念
で
あ
る
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の
は
明
ら
か
で
あ

10
）

ろ
う
。

こ
の
「
生
命
の
継
承
」
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ヒ
ン
ト
が
あ
る
。
近

年
に
な
っ
て
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
『
ロ
ー
マ
論
（A

 
D
isco

u
rse o

f

11
）

R
o
m
e

）』
の
な
か
で
、
ホ
ッ

ブ
ズ
は
興
味
深
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。『
ロ
ー
マ
論
』
そ
の
も
の
は
、
タ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
「
旅
行
案
内
」
の
よ
う
な
内
容
な
の
だ
が
、

そ
の
中
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
ロ
ー
マ
に
お
け
る
彫
像
な
ど
の
記
念
碑
は
、
ロ
ー
マ
人
が
自
分
の
死
後
の
「
不
死
性
」
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、

自
分
た
ち
の
記
憶
を
残
す
た
め
に
作
っ
た
の
だ
と
述
べ
る
。
ロ
ー
マ
人
が
「
永
遠
に
続
く
自
分
た
ち
の
記
憶
を
残
す
」
こ
と
を
重
要
だ
と

考
え
て
い
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
そ
れ
に
つ
い
て
的
確
に
理
解
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
彫

像
を
作
ら
れ
て
い
る
人
々
は
、
そ
の
徳
や
勇
気
に
よ
り
神
格
化
さ
れ
て
い
る
が
、
も
し
人
々
が（
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
の
よ
う
な
）「
死
後

の
永
遠
性
」
を
知
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
人
々
に
対
す
る
徳
や
勇
気
に
関
す
る
影
響
に
お
い
て
、
宗
教
よ
り
も

よ
い
効
果
を
生
む
だ
ろ
う
と
述
べ
る
の
で

12
）

あ
る
。
そ
の
う
え
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
こ
か
ら
生
じ
る
無
神
論
の
例
に
仮
託
し
て
、
鋭
い
判
断

力
や
理
解
力
で
知
ら
れ
て
い
た
ロ
ー
マ
人
が
、
彫
像
に
よ
る
外
面
的
尊
敬
が
主
た
る
死
後
の
幸
福
で
あ
る
と
考
え
た
の
な
ら
、
彼
ら
よ
り

知
性
の
豊
か
な
人
の
少
な
い
衰
退
す
る
今
の
世
界
に
お
い
て
、
そ
れ
に
代
わ
る
「
不
死
性
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
キ

リ
ス
ト
教
の
「
生
命
の
永
遠
性
」
と
い
う
教
義
を
暗
に
批
判
し
て

13
）

い
る
。

拙
稿
「「
エ
デ
ン
の
楽
園
」
と
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」」
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
科
学
的
推
論
を
第
一
と
考
え
る
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
、

キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の
根
幹
を
な
す
「
生
命
の
永
遠
性
」
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
々
を
と
ら
え
て
い
る

そ
の
問
題
に
つ
い
て
回
答
を
与
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
、
長
年
の
考
察
の
結
果
彼
の
出
し
た
答
え
が
、「
人
工
的
人
間
」と

し
て
の
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
を
作
り
、
権
力
に
よ
り
「
人
工
的
な
永
遠
の
生
命
」
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
ロ
ー
マ
法
を
参
考
に
、
神
で
は
な
く
権
力
に
よ
っ
て
人
間
の
生
命
の
永
続
性
を
保
障
を
す
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
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に
替
わ
る
秩
序
形
成
の
方
法
を
示
し
て
み
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

注
は
じ
め
に

１
）

A
n
n
a
b
el S

.
B
rett,

L
iberty,

righ
t an

d
 
n
atu
re
(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
1997)

C
h
a
p
.6,
p
p
.205

〜235.
R
.
A
.
C
h
a
p
m
a
n
,
‘L
evia-

th
an
 
W
rit S

m
a
ll:
T
h
o
m
a
s H

o
b
b
es o

n th
e F

a
m
ily
’,
in T

h
om
as H

obbes,
C
ritical A

ssessm
en
t V

ol.III
(R
o
u
tled

g
e,
1993)

p
p
.640.

２
）

Ja
n
e F

.
G
a
rd
n
er,

F
am
ily an

d
 
F
am
ilia in

 
R
om
an
 
L
aw
 
an
d
 
L
ife

(O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1998)

p
p
.1.

一
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
成
立
と
国
家
に
お
け
る
位
置

１
）

マ
ッ
ク
ス
・
カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』（
創
文
社
、
一
九
七
九
年
）
一
一
五
頁
。

２
）

佐
藤
篤
士
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』（
敬
文
堂
、
一
九
七
五
年
）
一
〇
九
頁
。

３
）

同
、
五
四
頁
。

４
）

同
、
四
七
頁
。

５
）

町
田
実
秀
『
ロ
ー
マ
法
史
概
説

』（
有
信
堂
、
一
九
六
九
年
）
一
二
頁
。

６
）

マ
ッ
ク
ス
・
カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』（
創
文
社
、
一
九
七
九
年
）
一
二
二
頁
。

７
）

町
田
実
秀
『
ロ
ー
マ
法
史
概
説

』
一
一
七
頁
。

二
、「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
け
る
法
的
関
係

１
）

S
u
sa
n T

reg
g
ia
ri,
R
om
an
 
M
arriage

(O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1991)

p
p
.15.

２
）

佐
藤
篤
士
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』
八
〇
頁
。
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３
）

町
田
実
秀
『
ロ
ー
マ
法
史
概
説

』
一
一
四
頁
。

４
）

B
ru
ce W

.
F
rier a

n
d T

h
o
m
a
s A

.
J.
M
cG
in
n
,
A
 
casebook 

on
 
R
om
an
 
F
am
ily L

aw
(O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
2004)

p
p
.18.

５
）

佐
藤
篤
士
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』
六
八
頁
、
八
〇
頁
お
よ
び
町
田
実
秀
『
ロ
ー
マ
法
史
概
説

』
一
一
五
頁
。

６
）

佐
藤
篤
士
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』
五
〇
頁
お
よ
び
カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
一
一
六
頁
。
マ
ン
テ
に
よ
れ
ば
、
奴
隷
は
一
二
表
法
に
お
い
て

は
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、紀
元
前
二
八
六
年
に
で
き
た
法
に
よ
り
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
マ
ン
テ『
ロ
ー

マ
法
の
歴
史
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
、
二
〇
〇
三
年
）
八
六
頁
。

７
）

佐
藤
篤
士
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』
六
八
〜
七
八
頁
。

８
）

カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
一
一
七
頁
お
よ
び
佐
藤
篤
士
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』
七
八
頁
。

９
）

カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
四
八
一
頁
。

10
）

佐
藤
篤
士
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』
七
〇
頁
。

11
）

同
、
四
八
頁
。

12
）

Y
a
n T

h
o
m
a
s,
‘F
a
th
ers a

s C
itizen

s o
f R

o
m
e,
R
o
m
e a

s a C
ity o

f F
a
th
ers’

in A
 
H
istory of th

e F
am
ily vol.1

(P
o
lity P

ress,
1996)

p
p
.232.

13
）

カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
四
八
二
頁
。

14
）

佐
藤
篤
士
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』
七
八
頁
。

15
）

同
、
四
八
頁
。

16
）

同
、
四
八
頁
お
よ
び
七
九
頁
。

17
）

町
田
実
秀
は
、
ロ
ー
マ
の
家
父
権
の
強
さ
に
関
し
て
、「
ロ
ー
マ
人
は
、
た
と
え
法
が
極
端
な
権
利
を
認
め
た
と
し
て
も
、
他
の
法
規
や
他
の
社
会
規
範
に

よ
っ
て
、
し
か
る
べ
く
補
正
さ
れ
制
約
さ
れ
て
、
何
び
と
も
、
そ
の
よ
う
な
極
端
な
行
為
を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
し
、
常
識
家
で
あ

り
実
際
家
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
人
は
敢
て
そ
の
よ
う
な
行
為
を
実
際
に
は
な
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
ロ
ー
マ
人
の
実
際
的
性
格
を
指
摘
し
て
い

る
。
町
田
実
秀
『
ロ
ー
マ
法
史
概
説

』
一
二
五
頁
。

18
）

カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
四
八
二
頁
。

19
）

佐
藤
篤
士
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』
四
八
頁
。

20
）

同
、
五
六
頁
。
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21
）

同
、
一
一
七
頁
。
カ
ー
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
で
行
な
わ
れ
た
よ
う
な
、
家
子
を
罰
と
し
て
家
か
ら
放
逐
す
る
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
法
に
は
な
か
っ
た
。

カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
四
九
四
頁
。

22
）

ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
、
子
ど
も
が
成
年
に
達
し
て
も
家
父
権
力
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
点
は
、
ギ
リ
シ
ア
や
ゲ
ル
マ
ン
の
法
と
異
な
っ
て
い
る
。
カ
ー
ザ
ー

『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
一
一
七
頁
。

23
）
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
に
お
け
る
家
父
権
力
に
服
し
て
い
な
い
女
性
も
「
自
権
者
」
で
あ
っ
た
が
、
彼
女
は
家
父
権
力
を
も
て
な
い
。
こ
の
点
は
ロ
ー
マ
国
家
の

権
力
構
造
を
考
え
る
際
に
重
要
で
あ
る
。
後
述
。

24
）

マ
ン
テ
『
ロ
ー
マ
法
の
歴
史
』
二
五
頁
。

25
）

町
田
実
秀
『
ロ
ー
マ
法
史
概
説

』
一
二
七
〜
一
二
八
頁
。

26
）

カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
一
一
八
頁
。

27
）

法
学
者
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
に
よ
る
法
諺
。F

rier a
n
d M

cG
in
n
,
A
 
casebook

 on
 
R
om
an
 
F
am
ily L

aw
,
p
p
.18

〜19.

28
）

町
田
実
秀
『
ロ
ー
マ
法
史
概
説

』
一
一
四
頁
お
よ
び
一
二
三
頁
。

三
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
結
婚
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」

１
）

F
rier a

n
d M

cG
in
n
,
A
 
casebook 

on
 
R
om
an
 
F
am
ily L

aw
,
p
p
.23.

２
）

カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
四
五
〇
頁
。

３
）

同
。

４
）

同
。

５
）

同
、
四
六
〇
頁
。

６
）

Ju
d
ith E

v
a
n
s G

ru
b
b
s,
W
om
en
 
an
d
 
th
e L

aw
 
in
 
th
e R

om
an
 
E
m
pire

(R
o
u
tled

g
e,
2002)

p
p
.82.

７
）

Ib
id
.,
p
p
.151.

８
）

カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
四
六
五
頁
。

９
）

同
、
四
五
〇
頁
。

10
）

T
reg

g
ia
ri,
R
om
an
 
M
arriage

,
p
p
.8.
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11
）

G
ru
b
b
s,
W
om
en
 
an
d
 
th
e L

aw
 
in
 
th
e R

om
an
 
E
m
pire

,
p
p
.81.

12
）

カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
四
六
〇
頁
。

13
）

同
、
一
一
六
頁
。

14
）

町
田
実
秀
『
ロ
ー
マ
法
史
概
説

』
一
一
九
頁
。

15
）

同
、
一
一
四
頁
。

16
）

F
rier a

n
d M

cG
in
n
,
A
 
casebook 

on
 
R
om
an
 
F
am
ily L

aw
,
p
p
.90.

17
）

カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
四
六
九
頁
。

18
）

同
、
四
五
二
頁
。

19
）

F
rier a

n
d M

cG
in
n
,
A
 
casebook 

on
 
R
om
an
 
F
am
ily L

aw
,
p
p
.298,

T
reg

g
ia
ri,
R
om
an
 
M
arriage

,
p
p
.28.

20
）

カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
四
六
八
頁
。

21
）

F
rier a

n
d M

cG
in
n
,
A
 
casebook 

on
 
R
om
an
 
F
am
ily L

aw
,
p
p
.227.

22
）

マ
ン
テ
『
ロ
ー
マ
法
の
歴
史
』
二
六
頁
。

23
）

G
a
rd
n
er,

F
am
ily an

d
 
F
am
ilia in

 
R
om
an
 
L
aw
 
an
d
 
L
ife
,
p
p
.259

〜260.

24
）

カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
四
六
五
頁
。

25
）

具
体
的
な
法
的
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
四
六
六
頁
。

26
）

G
ru
b
b
s,
W
om
en
 
an
d
 
th
e L

aw
 
in
 
th
e R

om
an
 
E
m
pire

,
p
p
.187

〜199.

27
）

マ
ン
テ
『
ロ
ー
マ
法
の
歴
史
』
二
九
〜
三
二
頁
。

四
、
国
家
に
お
け
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ア
」
の
意
味

１
）

吉
原
達
也
「
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
母
権
制
』
に
お
け
る
法
の
諸
相
」『
広
島
法
学
』
第
二
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
四
七
〜
一
四
八
頁
。

２
）

M
a
ry H

a
rlo
w
 
a
n
d R

a
y L

a
u
ren

ce,
G
row

in
g u

p
 an

d
 
grow

in
g old

 
in
 
an
cien

t R
om
e
(R
o
u
tled

g
e,
2002)

p
p
.39

〜40.

３
）

佐
藤
篤
士
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』
七
九
頁
。

４
）

カ
ー
ザ
ー
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
五
三
〇
頁
。
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５
）

同
、
五
一
〇
頁
。

６
）

F
rier a

n
d M

cG
in
n
,
A
 
casebook 

on
 
R
om
an
 
F
am
ily L

aw
,
p
p
.448.

７
）

G
ru
b
b
s,
W
om
en
 
an
d
 
th
e L

aw
 
in
 
th
e R

om
an
 
E
m
pire

,
p
p
.101.

８
）

T
reg

g
ia
ri,
R
om
an
 
M
arriage

,
p
p
.475.

９
）

佐
藤
篤
士
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』
一
一
八
頁
。

10
）

T
reg

g
ia
ri,
R
om
an
 
M
arriage

,
p
p
.11.

11
）

Ib
id
.,
p
p
.81.

12
）

H
a
rlo
w
 
a
n
d L

a
u
ren

ce,
G
row

in
g u

p 
an
d
 
grow

in
g old

 
in
 
an
cien

t R
om
e
,
p
p
.132

〜139.

13
）

G
ru
b
b
s,
W
om
en
 
an
d
 
th
e L

aw
 
in
 
th
e R

om
an
 
E
m
pire

,
p
p
.81.

14
）

町
田
実
秀
『
ロ
ー
マ
法
史
概
説

』
一
二
七
頁
。

五
、
ロ
ー
マ
法
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」

１
）

H
o
b
b
es,

H
u
m
an
 
N
atu
re an

d
D
e C

orpore P
olitico

(J.
C
.
A
,
G
a
sk
in
(ed
.),
O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
2008)

C
h
a
p
.23,

p
p
.130

〜133.

２
）

こ
の
部
分
は
、
実
は
モ
ル
ズ
ワ
ー
ス
編
集
の
ホ
ッ
ブ
ズ
全
集
に
お
い
て
は
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
父
か
母
が
、
そ
こ
で
の
主
権
を
も
つ
」と
い
う
よ
う
に
記
述

さ
れ
て
い
る
。S

ir W
illia

m
 
M
o
lesw

o
rth

(ed
.),
T
h
e E

n
glish

 
W
orks of T

h
om
as H

obbes V
ol.IV

(Jo
h
n B

o
h
n
,
1840)

p
p
.158.

こ
の
全
集

に
つ
い
て
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
欠
点
が
あ
る
た
め
研
究
者
の
使
用
に
は
適
さ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
全
集
に
使
わ
れ
た
テ
キ
ス

ト
が
、
間
違
い
や
省
略
を
含
む
版
で
あ
っ
た
り
、
編
集
の
過
程
で
恣
意
的
な
変
更
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
な
ど
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。H

o
w
a
rd W

a
r-

ren
d
er,

‘E
d
ito
r’s In

tro
d
u
ctio

n
’
in H

o
b
b
es,

D
e C

ive:
T
h
e L

atin
 
V
ersion

(O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1983)

p
p
.33

〜34.

本
書
で
使
用
し

た
『
法
の
原
理
』
の
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
解
説
は
、G

a
sk
in
,
‘A
 
N
o
te o

n th
e T

ex
t’
in H

o
b
b
es,

H
u
m
an N

atu
re an

d D
e C

orpore P
olitico

,p
p
.

x
lv
ii

〜x
lv
iii

を
参
照
。

３
）

H
o
b
b
es,

O
n 
th
e C

itizen
(R
ich
rd T

u
ck a

n
d M

ich
a
el S

ilv
erth

o
rn
e
(ed
.),
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
1998)

C
h
a
p
.9,
p
p
.108

〜110.

４
）

マ
ン
テ
『
ロ
ー
マ
法
の
歴
史
』
五
頁
。

５
）

H
o
b
b
es,

H
u
m
an
 
N
atu
re an

d
 
D
e C

orpore P
olitico

,
C
h
a
p
.23,

p
p
.132.
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６
）

Ib
id
.,
C
h
a
p
.29,

p
p
.181.

奴
隷
に
対
す
る
支
配
に
つ
い
て
も
ロ
ー
マ
が
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。Ib

id
.,
C
h
a
p
.22,

p
p
.127

〜128.
７
）

H
o
b
b
es,

O
n
 
th
e C

itizen
,
C
h
a
p
.7,
p
p
.98.

８
）

H
o
b
b
es,

L
eviath

an
(R
ich
rd T

u
ck

(ed
.),
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
1996),

C
h
a
p
.19,

p
p
.135.

９
）

Ib
id
.,
C
h
a
p
.44,

p
p
.433.

10
）
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
け
る
「
自
然
的
人
間
（N

a
tu
ra
ll P

erso
n

）」
と
「
人
工
的
人
間
（A

rtificia
ll p

erso
n

）」
と
の
対
比
を
参
照
の
こ
と
。Ib

id
.,

C
h
a
p
.16,

p
p
.111.

11
）

こ
れ
は
一
六
二
〇
年
に
匿
名
で
出
版
さ
れ
た‘H

o
ra
e S

u
b
seciv

a
e’

と
い
う
書
に
含
ま
れ
て
い
た
論
文
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
近
年
ホ
ッ
ブ
ズ
の
作
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
執
筆
者
を
誰
と
み
な
す
の
か
に
つ
い
て
対
立
が
あ
る
。
タ
ッ
ク
は
、
レ
イ
ノ
ル
ズ
な
ど
の
行
な
っ

た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
っ
た
文
体
分
析
の
結
果
と
論
文
の
内
容
か
ら
、
こ
の
論
文
を
含
む
三
つ
の
論
文
を
ホ
ッ
ブ
ズ
の
作
と
考
え
る
が
、
サ
マ
ヴ
ィ
ル
は
、

ホ
ッ
ブ
ズ
が
家
庭
教
師
を
務
め
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
キ
ャ
ベ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
共
同
作
業
の
成
果
で
あ
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
文
章
を
添
削
し
た

た
め
、
文
体
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
も
の
と
似
て
い
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
サ
マ
ヴ
ィ
ル
の
主
張
が
正
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
主

張
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、
本
書
で
は
こ
れ
を
参
考
と
し
て
取
り
上
げ
て
論
ず
る
。
両
者
の
議
論
と
も
、
次
の
書
に
含
ま
れ
る
論
文

を
参
照
。G

.
A
.
J.
R
o
g
ers a

n
d T

o
m
 
S
o
rell

(ed
.),
H
obbes an

d
 
H
istory

(R
o
u
tled

g
e,
2000).

タ
ッ
ク
の
議
論
は
、R

ich
a
rd T

u
ck
,
‘H
o
b
b
es

 
a
n
d T

a
citu

s’,
p
p
.99

〜102.

サ
マ
ヴ
ィ
ル
の
議
論
は
、J.

P
.
S
o
m
m
erv

ille,
‘H
o
b
b
es,

S
eld
en
,
E
ra
stia

n
ism

,
a
n
d th

e h
isto

ry o
f th

e Jew
s’,

p
p
.187

〜188,
N
o
te 124

参
照
。

12
）

T
h
o
m
a
s H

o
b
b
es,

‘A
 
D
isco

u
rse o

f R
o
m
e’
in T

h
ree D

iscou
rses

(T
h
e U

n
iv
ersity o

f C
h
ica
g
o P

ress,
1995)

p
p
.81.

13
）

Ib
id
.
p
p
.83.

ホッブズの「ファミリー」概念に対する古代ローマ法の影響
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