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フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

中
世
の
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
、

フ
ラ
ソ
ス
氏
名
制
度
の
確
立
し
た
の
が
、
こ
の
時
代
で
あ
る
。
氏
に
つ
い
て
は
、

s
u
r
n
o
m
相
続
の

普
及
に
よ
っ
て
国
内
一
般
に
氏
の
形
成
が
行
わ
れ
て
き
た
。
洗
礼
名
に
つ
い
て
は
、
純
然
た
る
個
人
名
と
し
て
の
性
質
を
一
そ
う
明
ら
か

個
人
の
洗
礼
名
と
偶
然
的
な

s
u
r
n
o
m
と
の
結
合
と
い
う
中
世
ジ
ス
テ
ム
か
ら
、

に
し
た
。
人
名
制
度
が
、

名
と
相
続
的
な
氏
と
の
結
合
と
い
う
近
代
シ
ス
テ
ム
に
移
行
す
る
に
は
数
世
紀
を
要
し
た
が
、
そ
れ
が
、
こ
の
時
代
を
通
じ
て
行
わ
れ
た

の
で
あ
る
。

氏
が
固
定
し
て
く
る
と
、
固
定
を
確
実
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
氏
の
公
認
ま
た
は
公
証
が
必
要
で
あ
り
、

ま
た
氏
の
変
更
を
し
な
い
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
分
登
録
の
制
度
と
改
氏
禁
止
令
は
、
こ
の
よ
う
な
要
請
に
応
ず
る

た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
氏
の
固
定
と
不
変
が
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
と
、
第
一
に
は
、
本
人
に
つ
い
て
は
、
人
別
を

明
ら
か
な
ら
し
め
、
他
人
と
の
混
同
や
他
人
の
冒
称
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
そ
の
家
系
全
体
と
し
て
、
名
誉
と
信
用
を
享
受
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
は
、
公
共
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
各
個
人
の
人
定
を
確
実
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
治
安
取
締
り
の
万
全

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
重
要
な
身
分
登
録
が
、
国
の
公
の
制
度
と
な
っ
て
、
身
分
登
録
簿
が
完
備
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

ス
の
み
で
な
く
ョ
ー
ロ
ッ
。
〈
の
い
ず
れ
の
地
方
で
も
、
あ
ま
り
古
い
こ
と
で
は
な
く
て
、

し
か
し
、
身
分
登
録
の
前
身
に
当
る
よ
う
な
も
の
が
早
く
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
登
録
簿
が
、

そ
の
よ
う
な
役
目
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
身
分
登
録
は
、
教
会
の
登
録
簿
に
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
起
源
を
た
ず

ね
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
教
会
で
は
、
洗
礼
登
録
簿

(registre,des
b
a
p
t
e
m
e
s
)

を
備
え
つ
け
て
い
た
。
プ
リ
ッ
ゾ
ー
の
い

う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
古
く
五
世
紀
こ
ろ
に
、
僧
侶
が
洗
礼
名
簿
を
つ
く
っ
て
お
く
風
習
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

と
取
引
の
安
全
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
中
世
末
期
以
後
の
こ
と
で
あ
る

フ
ラ
ン

―
つ
ま
た
は
二
つ
以
上
の
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ま、，
 

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

の
風
習
は
そ
の
後
す
た
れ
て
、
ふ
た
た
び
中
世
の
末
こ
ろ
に
い
た
っ
て
、
可
教
た
ち
の
命
令
で
、
洗
礼
登
録
簿
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た

③
 

の
だ
と
。
洗
礼
登
録
簿
と
は
別
に
、
婚
姻
の
際
に
、
ま
た
埋
葬
の
際
に
、
司
祭
が
お
布
施
と
し
て
受
け
取
っ
た
金
銭
を
記
し
て
お
く
た
め

の
会
計
帳
簿
が
備
え
ら
れ
て
あ
っ
た
。
こ
の
帳
簿
は
、
洗
礼
登
録
簿
と
は
や
や
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
後
の
婚
姻

登
録
と
死
亡
登
録
の
起
源
に
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

氏
の
変
更
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
氏
の
固
定
が
始
ま
る
と
と
も
に
、
当
然
に
必
要
と
な
っ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。

注
1
P
a
u
l

Lebel, L
e
s
 n
o
m
s
 d
e
 
personnesgFrance•5e 

edition•1962, 

p. 
62. -
こ
の
書
物
は
、

Q
u
e
g扇
je
文
庫
の
一
冊
と
し
て
1946年
に
初
版
が

出
た
も
の
で
あ
る
が
、
昨
年
五
版
の
改
訂
版
が
で
き
た
の
で
、
本
稿
前
回
は
旧
版
に
よ
っ
た
が
、
今
回
は
以
下
こ
の
改
訂
版
に
よ
る
こ
と
に
し
た
。

2
P
l
a
n
i
o
l
,
 Traite, 
no. 
459;ー

Jean

Imbert, Histoire d
u
 droit prive•1950, 

p.72, 
74. 

3
J
.
 Brissaud, 
M
a
n
u
e
l
 d'histoire 
d
u
 droit prive•1908, 

p. 
832. 

4
、

A.
Esniein, 
Co日
s
elementaire d'histoire 
d
u
 droit 
francs.is・
15e
edition. 
1925, 
p. 
739 ;1Planiol, Traite, n
。
459;-Beaune•p. 

363 note. 

フ
ラ
ン
ス
は
、
世
界
中
で
最
も
豊
富
な
身
分
登
録
簿
を
備
え
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
今
日
知
ら
れ
て
い
る
一
番
古
い
も
の
と
し
て

六
年
、

＝
＿
―
-
三
四
年
の
プ
ル
ク
ー
ニ
ュ
地
方
の
サ
＊
ヌ
・
ニ
・
ロ
ワ
ー
ル
県
ジ
ヴ
リ

Givry
の
町
の
教
区
の
登
録
簿
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

こ
れ
は
非
公
式
の
登
録
簿
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
正
式
に
司
祭
た
ち
に
対
し
て
登
録
禅
を
備
え
つ
け
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
一
四
〇

ナ
ン
ト
の
司
教
ア
ン
リ
・
ル
・
バ
ル
ビ
ュ
に
よ
っ
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
当
時
作
ら
れ
た
登
録
簿
は
も
と
よ
り
不
完
全
な
も
の

こ、＇ 

八
身
分
登
録
の
実
施
（
一
四
世
紀
ー
一
六
世
紀
）

一
五
世
紀
以
後
に
つ
い
て
は
、
や
や
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
が
改
氏
の
禁
止
令
と
し
て
現
わ
れ
た
の
は
、

い
つ
こ
ろ
か
ら
か
、

確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、

後
に
述
べ
る
よ
う

107 



で
あ
っ
た
し
、

⑱
 

ま
た
大
部
分
は
減
失
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
五
世
紀
の
終
り
ま
で
に
は
、
ひ
ろ
く
登
録
締
が
備
え
つ
け
ら
れ
た
の
で
、

現
在
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
も
相
当
に
多
い
。
そ
の
中
で
の
最
も
古
い
も
の
は
、
一
四
五
一
年
か
ら
一
五
二
八
年
ま
で
の
ロ
ス
・
ラ
ン
ド

リ
ウ

R
o
z
-
L
a
n
d
r
i
e
n
x
(
イ
ル
・
ニ
・
ヴ
ィ
レ
ー
ヌ
県
）
の
洗
礼
登
録
簿
で
あ
る
。

フ
ラ
ソ
ソ
ア
一
世
の
有
名
な
ヴ
ィ
レ
・
コ
ト
レ
の
王
令

(
O
r
d
o
n
n
a
n
c
e
d
e
 
Villers,Cotterets)
が
公
布
さ
れ

た
。
こ
の
王
令
の
第
五
0
条
•
第
五
一
条
は
、

R
 

じ
た
の
で
あ
っ
た
。
登
録
簿
に
は
氏
と
名
と
を
共
に
登
録
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
定
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
洗
礼
名
と
共
に
氏

が
明
確
に
公
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
王
令
は
、
す
で
に
少
な
く
と
も
都
市
で
は
慣
習
と
し
て
、
数
世
紀
に
わ
た
っ
て

フ
ラ
ソ
ス
王
の
全
領
土
の
司
祭
た
ち
に
、
洗
礼
と
埋
葬
の
登
録
簿
を
完
備
す
る
こ
と
を
命

根
を
張
っ
て
き
た
登
録
制
を
、
全
地
方
に
一
般
化
さ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
に
よ
っ
て
は
、
氏
が
十
分
に
固
定
し
な
い

と
こ
ろ
も
あ
っ
た
し
、
ま
だ
氏
を
も
た
な
い
で
名
だ
け
し
か
称
し
て
い
な
い
人
々
も
残
っ
て
い
た
。
ベ
ア
ル
ン
地
方
の
山
間
の
谷
合
い
に

住
ん
で
い
て
、
周
囲
か
ら
忌
み
嫌
わ
れ
て
特
殊
の
部
落
を
つ
く
っ
て
い
た

c
a
g
o
t
た
ち
は
、
そ
の
後
長
く
一
七
世
紀
こ
ろ
ま
で
氏
を
も
た

⑱
 

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヴ
ィ
レ
・
コ
ト
レ
の
王
令
の
規
定
は
、
洗
礼
登
録
簿
に
、
各
個
人
の
出
生
の
日
時
を
明
ら
か
に
記
載
す
る
こ
と
、
こ
の
記
載
が
完
全
な

公
信
力
を
有
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
登
録
簿
は
、
ま
だ
不
完
全
な
点
も
あ
っ
た
が
、
実
際
上
は
大
い
に
役
立
っ
た
。
当
時

多
く
の
人
々
は
、
殊
に
老
年
者
は
、
自
分
の
年
齢
も
正
確
に
は
覚
え
て
い
な
か
っ
た
し
、
親
た
ち
は
子
ど
も
の
生
ま
れ
た
年
月
日
を
、
祈

躊
書
や
小
説
書
な
ど
の
余
白
に
書
き
入
れ
て
お
い
て
、
わ
ず
か
に
備
忘
の
用
に
あ
て
た
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の
で
、
教
区
に
備
え
つ
け
ら

れ
た
登
録
簿
は
次
第
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
王
令
は
、
洗
礼
登
録
簿
が
公
証
人
の
検
認
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
の
で
、
司
祭
側
の
不
満
を
買
い
、
登
録
簿
整
備
の
規
定
が
完
全
に
は
守
ら
れ
な
か
っ
た

一
五
三
九
年
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

四
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フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

⑲
 

よ
う
で
あ
る
。

ア
ソ
リ
・
ボ
ー
ヌ
も
、
こ
の
王
令
の
意
図
し
た
革
新
は
、
第
一
に
は
教
区
登
録
を
広
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
登
録

の
内
容
を
完
全
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
第
三
に
は
従
来
の
任
意
登
録
を
強
制
的
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
第
三
の
点
が
最

も
重
要
な
の
で
あ
っ
た
が
、
当
初
は
十
分
に
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。

ヴ
ィ
レ
・
コ
ト
レ
の
王
令
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
登
録
簿
の
整
備
を
目
的
と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
内
に
は
、
す
で
に
新

教
の
信
徒
団
も
で
き
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
の
登
録
も
ま
た
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

・
一
五
二
五
年
以
来
作
成
さ
れ
て
い
た
し
、

一
五
五
九
年
五
月
の
全
国
宗
教
会
議
の
決
議
は
、

一
五
六
三
年
に
、
洗
礼
登
録
蒋
を
整
備
す
る
べ
き
こ
と
を
決
定
し
、

年
五
月
に
い
た
っ
て
、

葬
に
関
し
て
、

ま
た
そ
の
後
、

五

ア
ル
ザ
ス
の
ル
ー
テ
ル
派
に
つ
い

カ
ル
ヴ
ィ
ン
派
の
登
録
締
も
一
五
五
七
年
か
ら
調
製
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

⑬
 

一
般
に
新
教
徒
の
登
録
薄
も
整
備
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
定
め
た
。
ト
レ
ン
ト
の
会
議
も
、

⑬
 

ま
た
婚
姻
登
録
簿
を
整
備
す
る
べ
き
こ
と
に
し
た
。
更
に
一
五
七
九

ヴ
ィ
レ
・
コ
ト
レ
の
王
令
の
趣
旨
を
一
そ
う
強
化
し
、
そ
の
規
定
を
補
充
し
た
の
が
、
プ
ロ
ア
の
王
令

(Ordon-

n
a
n
c
e
 d
e
 Blois)
の
規
定
で
あ
っ
た
。
王
令
の
第
一
八
一
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

「
人
々
の
出
生
、
婚
姻
、
死
亡
お
よ
び
埋

し
ば
し
ば
法
廷
に
お
い
て
行
う
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
証
人
に
よ
る
立
証
を
避
け
る
た
め
に
、
裁
判
所
書
記
課

は
、
毎
年
、
そ
の
管
内
の
総
べ
て
の
司
祭
ま
た
は
助
司
祭
を
し
て
、
年
度
終
了
後
二
個
月
内
に
、
そ
の
年
度
に
作
成
し
た
そ
の
教
区
の
洗

礼
、
婚
姻
お
よ
び
埋
葬
の
登
録
簿
を
提
出
せ
し
め
る
よ
う
に
、
督
促
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
」
と

こ
れ
ら
の
王
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
洗
礼
登
録
簿
も
、
登
録
薄
そ
れ
自
体
は
、
簡
単
な
手
帳
が
用
い
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
実
状

で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
の
正
確
さ
は
、
十
分
に
保
証
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
差
し
替
え
た
り
、
抜
き
取
っ
た
り
、

挿
入
し
た
り
す
る
こ
と
も
容
易
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
に
、
最
も
重
大
な
欠
陥
と
し
て
は
、
登
録
簿
の
記
載
が
、
法
廷
に
お
い
て
完
全
な
信

憑
性
を
も
っ
も
の
と
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
ブ
ロ
ア
の
王
令
も
こ
れ
を
明
白
に
は
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
欠

て
は
、
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注
2 1 

点
も
、
後
ま
も
な
く
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
後
に
記
す
通
り
で
あ
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
徒
で
な
い
者
に
つ
い
て
も
完
備
す
る
た
め
に
、

身
分
登
録
簿
を
、

九
身
分
登
録
簿
の
整
備
（
一
七
世
紀
ー

1

八
世
紀
）

出
さ
れ
た
。
そ
の
二
年
後
に
革
命
が
起
り
、
革
命
政
府
は
第
一
に
身
分
登
録
制
度
の
非
宗
教
化
を
宣
言
し
た
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
。

Pierre D
u
r
y
e
,
 La genealogie, 1961•p. 

87 ;
-
C
f
:
 Planiol, 
no. 
459. 

翌
阪

5
u
d
•
p
,
832
，833;ー

D
日
ye,
p. 8
7
;
-
—
ー

B
e
a
u
n
e
•
p
.

363 note; 

Esmein•p. 

8
3
3
;
ー

D
a
u
z
a
t
•
p
.

40. 

4Dauzat•p. 

40. 

5
D
u
r
y
e
,
 p. 
87 ;--jaい
登
録
簿
を
保
存
し
て
．
い
る
市
町
村
と
し
て
は
、
例
え
ば
南
部
地
方
の

L
a
v
a
u
r
で
は
一
五

0
八
年
以
来
の
も
の
を
、
ま
た

Antibes
で
は

一
五
五
五
年
以
来
の
も
の
を
も
っ
て
い
る
ー
ー
JeanFavier•Les 

archives, 1959•p. 

106. 

6

B
仕
恩
ud,
p. 
833
ふ
34;ー

Esmein,
p. 
738, 
739 ;-ーー
J
g
n
I
m
b
e
r
t
•
H
5
5
i

只

d
u
droit prive•p. 

7
2
;
ー

D
u
r
y
e
•
p
.

87. 

7
D
a
u
z
a
t
,
 N
o
m
s
 d
e
 
famille•p. 

40;ー

Dauzat,
Histoire d
e
 la 
langue franc;ai咎
、
習
代
即
ion,1959•p. 

76. 

8
D
a
u
z
a
t
,
 N
o
m
s
 d
e
 
famille•p. 

4Q-41;'ー
ー
Brissaud,
p. 
859,
こ
の

C

品
ot
と
い
う
の
は
、
ベ
ア
ル
ン
の
方
言
で
あ
っ
て
、
語
源
は
い
ろ
い
ろ
と
説
明
さ
れ

て
い
る
が
、
正
確
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

9
B
r窟
“
u
d
,
p. 
833-834 ;
ー
Esmein,
p. 
739. 

1
0
P
l
a
n
i
o
l
,
 n
。
460.

1
1
B
e
a
u
n
e
,
 p. 
364. 

1
2
D
u
r
y
e
,
 p.器．

13Planiol, n
。
460;ー

Durye,
p. 
87. 

1
4
B
e
a
u
n
e
,
 p. 
364;ー

Planiol,
no. 
460 

1
5
B
g
u
n
e
,
 p. 
364' 

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

一
七
八
七
年
―
一
月
に
、

六

ル
イ
一
六
世
の
王
令
が
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部
地
方
に
居
住
し
て
い
た
が
、

ブ
ロ
ア
の
王
令
の
規
定
の
欠
陥
を
補
強
し
、
身
分
登
録
の
公
信
性
を
明
白
に
し
た
の
は
一
六
六
七
年
四
月
の
王
令
で
あ
る
。
こ
の
王
令

身
分
登
録
は
、

は
、
民
事
訴
訟
手
続
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
身
分
登
録
簿
を
正
副
二
通
作
成
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
ま
た
司
祭
た
ち

に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
て
い
る
身
分
登
録
簿
が
、
裁
判
所
に
お
い
て
公
正
な
証
拠
た
り
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

5
(
-
5仁

o)。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
I
人
民
の
大
多
数
が
そ
れ
で
あ
っ
た
が
ー
に
限
ら
ず
、
総
べ
て
の
人
民
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
新
教
徒
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、

を
整
備
す
べ
き
こ
と
を
決
議
し
て
い
た
が
、

ア
ン
リ
四
世
は
一
五
九
八
年
の
ナ
ン
ト
の
王
令

(
E
d
i
t
d
e
 N
a
n
t
e
s
)

で
、
新
教
徒
に
対
し

て
信
仰
の
自
由
を
認
め
る
と
共
に
、
新
教
の
牧
師
た
ち
に
対
し
て
、
新
教
徒
の
身
分
登
録
の
事
務
を
管
掌
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
と
こ
ろ

が
、
そ
の
後
一
六
八
五
年
に
い
た
っ
て
、
時
の
国
王
ル
イ
一
四
世
が
、
こ
の
ナ
ン
ト
の
王
令
を
取
消
し
て
、
身
分
登
録
の
法
的
効
力
を
認

め
な
い
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
以
後
一

0
0年
間
、
ル
イ
一
六
世
が
一
七
八
七
年
の
王
令
で
再
び
新
教
徒
の
身
分
登
録
を
許
す
ま

で
、
身
分
登
録
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
新
教
の
牧
師
た
ち
は
禁
制
を
侵
し
て
、
教
区
の
信
徒
の
登
録
簿
を
作
成
し
て
い
た
。
こ③

 

れ
ら
の
登
録
簿
は
「
贖
野
の
登
録
簿
」

(registre
d
u
 D
e
s
e
r
t
)

と
名
付
け
ら
れ
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
は
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
禁
制
の
期
間
、
新
教
徒
た
ち
は
、
森
の
中
や
洞
穴
の
中
で
集
会
を
つ
づ
け
て
い
た
の
で
、

出
生
は
、
総
べ
て
教
区
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
に
届
け
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

゜

に
つ
い
て
公
証
の
利
益
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

身
分
登
録
の
な
い
人
々
と
し
て
、
こ
の
ほ
か
に
多
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
い
た
。

そ
れ
を
「
嘱
野
の
教
会
」

D
e
s
e
r
t
)

と
称
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
登
録
簿
に
も
右
の
よ
う
な
名
称
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
期
間
に
生
ま
れ
た
子
の

カ
ト
リ
ッ
ク
の
洗
礼
を
受
け
な
か
っ
た
子
は
、
出
生

一
三
世
紀
・
一
四
世
紀
の
歴
代
の
国
王
に
迫
害
を
受
け
排
斥
さ
れ
て
、

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

一
五
五
九
年
の
全
国
宗
教
会
議
が
、

七

ユ
ダ
ヤ
人
は
、
き
わ
め
て
古
く
か
ら
、

ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
付
近
に
集
合
し
て

フ
ラ
ン
ス
の
南
東

(
E
g
l
i
s
e
s
 d
u
 

ひ
ろ
く
新
教
徒
の
登
録
簿

111 



フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

簿
を
作
成
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
が
、

⑱
 

ダ
ヤ
教
徒
団
の
登
録
簿
が
備
え
ら
れ
た
。

全
人
口
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
身
分
登
録
を
出
生
届
と
対
照
し
て
確
定
す
る
よ
う
に
し
た
。

注
1
B
e
a
u
n
e
,
p. 
3
6
5
 

;ー
Planiol,
no. 4
6
0
 

;ー
Dauzat,
N
o
n
s
 de 
famille, p. 
4
1
.
 

2
B
r
i
s
s
a
u
d
,
 p. 
8
3
4
 ;
-
P
l
a
n
i
o
l
,
 n
。
4
6
1
;ー

Durye,
p. 
8
8
.
 

3
D
u
r
y
e
,
 p. 
8
8
.
 

4

茫
aune,
p. 
3
6
7
 ;
ー
ー
—P
l
a
n
i
o
l
,

n
。
4
6
1
.

5
D
a
u
z
a
t
,
 N
o
m
s
 de famille, p. 2
4
9
.
 

6

D
日
ye,
p. 8
8
.
 

7
D
a
u
z
a
t
,
 N
o
m
s
 de famille, p. 
250・ 

8

B
磁
une,
p. 
3
7
0
,
3
7
1
.
 

9
D
u
r
y
e
,
 p. 88・ 

メ
ッ
ツ
市
で
は
、 相

続
的
な

s
u
r
n
o
m

を
称
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
自
分
た
ち
が
追
わ
れ

た
元
の
住
居
の
町
の
名
を
s
u
r
n
o
m
と
し
て
名
乗
っ
て
い
る
も
の
が
か
な
り
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ
ら
に
身
分
登
録
が
許
さ
れ
た
の

は
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
一
八
世
紀
の
中
ご
ろ
一
七
六
三
年
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
先
、

に
、
ス
ペ
イ
ン
や
ボ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
相
当
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
入
っ
て
来
て
、
ボ
ル
ド
ー
や
バ
イ
ヨ
ソ
ヌ
に
住
み
つ
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
ユ

ダ
ヤ
人
た
ち
は
、
す
で
に
一
般
に
氏
を
称
し
て
い
だ
。
こ
れ
ら
の
者
の
身
分
登
録
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
登
録
簿
は

作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
に
も
、

方
は
一
六
世
紀
中
葉
か
ら
一
八
世
紀
な
か
ば
ま
で
に
次
第
に
フ
ラ
ン
ス
に
併
合
さ
れ
て
、

ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
や
メ
ッ
ツ
で
は
、
身
分
登
録

8
 

そ
れ
以
外
の
地
域
で
は
登
録
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
メ
ッ
ツ
で
は
、

し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
大
部
分
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
団
体
の
手
に
よ
っ
て
、
市
内
に
居
住
し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
家
族
の

一
七
一
七
年
か
ら
ュ

ユ
ダ
ヤ
人
の
定
住
す
る
者
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
地

一
六
世
紀
こ
ろ

八
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フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

次
の
一
六
世
紀
の
始
め
に
な
っ
て
、

氏
の
禁
で
あ
る
。

一
四
七
四
年
に
、

C
a
u
m
o
n
t
を
変
更
し
て
、

d
e
C
h
a
u
m
o
n
t
に
改
め
た
。

の
新
旧
二
つ
の
氏
は
、
い
ず
れ
も
地
名
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
旧
の
氏
の
地
方
訛
り
を
厭
っ
て
改
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
改
氏
特
許
の
直
後
、
や
は
り
同
じ
一
四
七
四
年
に
、
国
王
か
ら
特
許
を
え
て
、

le 
M
a
u
v
a
i
s
と
い
う
氏
を
改
め
て

le
D
a
i
m
と
し
た
。

日
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
最
も
古
い
改
氏
特
許
状
の
例
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、

に
は
、
す
で
に
、
氏
の
変
更
は
国
王
の
許
可
が
な
け
れ
ば
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
氏
の
変
更
は
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
氏
の
変
更
に
国
王
の
特
許
を
要
し
た
の
は
、
そ
れ
を
規
定
し
た
明
文
の
法
令
が
あ
っ
た
た
め
か
、

て
承
認
し
て
も
ら
う
と
い
う
慣
習
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
、
そ
の
辺
ま
で
は
明
ら
か
で
な
い
。

フ
ラ
ン
ソ
ア
一
世
か
ら
改
氏
の
許
可
を
え
た
例
の
中
に
は
、

B
a
d
i
n
(
愚
鈍
な
）
と
か
、

Couillaud

（
大
き
な
睾
丸
を
も
っ
た
）
と
か
、

P
i
n
e
a
u
(
松
か
さ
）
と
か
い
う
氏
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ふ
ざ
け
た
下
卑
な
名
字
は
、
も
と
よ

り
最
初
あ
だ
名
で
あ
っ
た
も
の
が
次
第
に
氏
と
な
っ
て
固
定
し
た
も
の
で
、
こ
の
種
の
形
容
の
粗
野
は
、
世
代
が
か
わ
っ
て
子
孫
の
生
活

国
王
ル
イ
―
一
世
の
特
許
状
を
え
て
、

て
、
ま
た
身
分
関
係
に
つ
い
て
混
乱
を
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

1
0
 

九

一
五
世
紀
な
か
ば
こ
ろ

Olivier 
le 
M
a
u
v
a
i
s
と
い
う
者
が
、

J
e
a
n
 
d
e
 
C
a
u
m
o
n
t
と
い
う
者
が
、

氏
の
変
更
の
禁
止
(
-
五
世
紀
ー
一
七
世
紀
）

氏
が
相
続
性
を
帯
び
て
固
定
し
て
く
る
と
、
氏
の
固
定
を
保
ち
、
こ
れ
を
変
更
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
定
に
つ
い

ま
ず
、
氏
は
任
意
に
変
更
す
る
こ
と
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
改

国
王
の
秘
書
官

自
分
の
氏

d
e

簡
単
な
綴
字
の
変
更
に
過
ぎ
な
い
。
変
更
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ

こ
の
場
合
は
、
元
の
氏
を
嫌
っ
た
理
由
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
二
つ
は
、
今

ま
た
は
、
最
高
権
力
者
に
よ
っ
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2
 

注
1

令

(
E
d
i
t
d
'
A
m
b
o
i
s
e
)

で
あ
る
。
こ
の
王
令
は
、

が
向
上
し
て
く
る
と
、
氏
と
し
て
は
称
す
る
に
堪
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
新
ら
し
い
氏
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、

d
e
R
o
c
h
e
f
o
r
t
 

と
か
、

d
e
V
a
u
c
e
l
l
e
s

と
か
、
領
地
の
地
名
を
と
っ
て
上
品
な
貴
族
的
な
氏
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

氏
の
変
更
を
禁
止
す
る
法
令
と
し
て
最
も
古
い
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ア
ン
リ
ニ
世
の
一
五
五
五
年
一
二
月
二
六
日
の
ア
ン
ポ
ア
ズ
の
王

「
氏
と
紋
章
の
偽
称
を
防
ぐ
た
め
に
、
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
、
免
許
の
状
を
得
ず

し
て
氏
を
変
更
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
こ
れ
に
反
す
る
も
の
は
、
偽
造
者
と
し
て
一

0
0
0
リ
ー
ヴ
ル
の
罰
金
を
科
せ
ら
れ
、
紋
章
お

よ
び
貴
族
の
特
権
を
剥
奪
さ
れ
る
」
と
規
定
し
た
。
こ
の
王
令
は
一
二
つ
の
原
則
を
立
て
て
い
る
。
第
一
に
は
、
国
王
の
み
が
氏
の
変
更
ま

た
は
付
加
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
は
、
氏
の
変
更
の
許
可
は
、
他
人
の
権
利
を
害
し
な
い
場
合
に
の
み

て
も
、

こ
の
法
典
の
第
ニ
―
一
条
の
規
定
は
、
貴
族
に
対
し
、
領
地
の
名
を
署
名
と
し
て
用
い

与
え
ら
れ
る
こ
と
。
第
三
に
は
、
氏
お
よ
び
紋
章
の
変
更
は
遺
言
に
よ
っ
て
も
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
男
系
の
血
族
か
ら
の

異
議
の
申
立
の
な
い
場
合
に
限
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
い
で
、
有
名
な
禁
令
は
、
ル
イ
一
三
世
が
一
六
二
九
年
に
公
布
し
た
王
令
、
ミ
シ
ョ

ー
法
典

(
C
o
d
e
M
i
c
h
a
u
)

の
規
定
で
あ
る
。

る
こ
と
を
禁
止
し
、
こ
れ
に
違
反
し
て
署
名
し
た
証
書
類
お
よ
び
契
約
書
類
は
無
効
と
す
る
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
条
文
の
解
釈
と
し

て
、
。
ハ
リ
高
等
法
院
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
署
名
と
し
て
領
地
の
名
だ
け
を
用
い
る
の
は
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
氏
を
記
し
た

の
に
付
け
加
え
て
地
名
を
記
す
こ
と
は
、
規
定
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
実
は
、
古
法
時
代
を
通
じ

て
行
わ
れ
た
地
名
を
氏
に
付
加
し
て
記
す
慣
習
を
尊
重
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

と
も
に
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
慣
習
は
、
貴
族
に
つ
い
て
も
平
民
に
つ
い

Dauzat•Norns 

d
e
 farnille, 
p. 
344, 345||

!
Dauzat•Dictionnaire 

etyrnologique des n
o
m
s
 d
e
 farnille 
et 
prenorns d
e
 France, 
p. 
95, 
118. 

Lebel, 
p. 
61 ;
-
ー

|
D
a
u
z
a
t
,
N
o
r
n
s
 d
e
 farnille, 
p. 
345;ー
ー
ー

Dauzat,
Dictionnaire, p. 
i69ー
170,

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

1
0
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洗
礼
名
は
、
そ
の
当
時
ま
で
、
む
ろ
ん
―
つ
だ
け
を
命
名
さ
れ
て
い
た
の
で
、

8
 

7
 

6
 

3Cf•Dauzat, 

N
o
m
s
 de famille, 
p. 3
4
3
.
 

4
D
a
u
z
a
t
,
 N
o
m
s
 de famille, 
p. 3
4
5
 

;ー
Dauzat,
Dictionnairè
p. 2
0
,
 
1
5
2
,
 4
8
5
.
 

5
D
a
u
z
a
t
,
 N
o
m
s
 de famille, 
p. 
3
4
5
;ー
ー

-Dauzat̀
Dictionnaire,
p. 
5
2
4
,
 
5
8
7
.
 

Sirey, 
Lois annotees, 1
7
8
9
 
a
 1850, p. 
628 sous-note. 

Planiol, 
n
。
3

き
5

ー

Repertoire,
Norn, n
。
9
.

R
岱
召
t
o
i
苔
N
o
m
,
n
。
10.

中
世
の
中
こ
ろ
ま
で
、

sur:o.om
が
付
け
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
次
第
に
相
続
性
を
帯
び
て
、
氏
に
転
化
し
て
き
て
、
中
世
の
終
り
に
は
、
多
く
の

人
々
は
氏
名
を
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

て
名
乗
る
の
が
慣
習
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
世
に
い
た
っ
て
、
洗
礼
名
を
い
く
つ
も
付
け
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
の
民
法
典

の
身
分
登
録
の
規
定
（
戸
這
鱗
．
）
に
は
、
洗
礼
名
す
な
わ
ち

p
r
e
n
o
m
は、

―
つ
ま
た
は
二
つ
以
上
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
実
際
に
、
二
つ
以
上
の
洗
礼
名
を
も
っ
て
い
る
者
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
正
確
な
記
録
に
よ
っ
て
見
て
も
、
五
つ
も
六
つ
も
付
け

て
い
る
例
が
、
少
な
く
な
い
。
そ
の
中
か
ら
、
わ
た
く
し
の
拾
っ
て
み
た
最
も
数
多
い
洗
礼
名
を
つ
け
て
い
る
例
は
、

八
つ
と
い
う
の
が

あ
る
。

J
e
a
n
,
M
a
r
i
e
,
D
a
v
i
d
‘
L
o
u
i
s
-
E
u
g
e
n
e、P
a
u
l
-
E
d
m
o
n
d
'
A
r
t
h
u
r
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
氏
は

B
a
r
t
h
e
d
e
 S
a
n
d
f
o
r
t
で、

八
七
六
年
実
在
の
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
極
端
な
例
で
あ
ろ
う
が
、
ど
に
か
く
洗
礼
名
が
今
日
で
は
複
数
に
な
っ
て
い
る
と
い

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

洗
礼
名
の
変
遷
(
-
五
世
紀
—
一
七
世
紀
）―

つ
の
洗
礼
名
と
―
つ
の
氏
と
を
合
せ
て
、
氏
名
と
し

人
名
は
、
そ
の
人
が
洗
礼
の
際
に
与
え
ら
れ
た
名
が
主
た
る
名
で
あ
っ
た
。

こ
の
洗
礼
名
に
へ

付
随
的
に
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つ
い
て
も
、
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
と
も
に
、

う
の
が
通
例
で
あ
ろ
う
。
そ
の
複
数
の
洗
礼
名
の
第
一
の
を
一
っ
と
っ
て
、
こ
れ
を
氏
と
合
せ
て
称
し
て
い
る
の
が
、
通
常
の
氏
名
な
の

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
洗
礼
名
の
複
数
性
と
い
う
こ
と
は
、

い
つ
頃
か
ら
ど
の
よ
う
な
原
因
で
姶
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
特
に
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
記
し
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
が
、
た
だ
、

「
ル
ネ
サ
ン
ス
時

代
に
貴
族
の
間
で
姶
ま
っ
た
洗
礼
名
の
複
数
性
は
、
や
が
て
他
の
社
会
階
層
の
中
に
も
ひ
ろ
が
っ
て
い
っ
た
」
と
述
べ
て
あ
る
。

一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
の
こ
ろ
は
、
氏
の
形
成
が
、

よ
り
、
全
国
一
般
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
身
分
登
録
簿
の
整
備
が
命
ぜ
ら
れ
た
の
も
、

を
研
究
す
る
の
は
、

名

(
p
r
e
n
o
m
)
す
な
わ
ち
洗
礼
名
に
つ
い
て
も
、
こ
の
時
代
以
後
の
事
実

一
そ
う
容
易
に
な
っ
た
し
、
ま
た
特
別
の
研
究
に
も
値
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
時
の
洗
礼
名
に
現
わ
れ
た
変
化

の
第
一
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
複
数
化
で
あ
る
。
こ
の
風
習
は
、
貴
族
の
間
で
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
何
故
に
貴
族
が
洗
礼

名
を
い
く
つ
も
命
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
正
確
な
原
因
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
形
式
を
飾
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
だ
っ
た
ろ

う
と
推
測
さ
れ
る
。
氏
の
方
は
、
貴
族
は
、
そ
の
領
地
の
地
名
を
、

っ
て
付
加
す
る
の
が
氏
の
貴
族
化
を
す
る
し
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
名
の
方
は
、
貴
族
た
る
こ
と
を
表
示
し
う
る
よ
う
な
特
別
な
方
法

は
な
か
っ
た
。
洗
礼
名
は
、
す
べ
て
の
人
が
聖
徒
の
名
を
選
ん
で
、
命
名
す
べ
き
こ
と
を
、

年
）
も
、
強
制
的
に
決
定
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
洗
礼
名
と
し
て
は
、
父
祖
の
称
し
て
い
た
ゲ
ル
マ
ン
系
そ
の
他
の
名
を
襲
う
も
の
も

あ
っ
て
、
聖
徒
の
名
を
用
い
よ
う
と
す
る
教
会
の
規
定
が
厳
格
に
実
行
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
任
意
に
選
名
瀕
を
他
に
求

め
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
い
た
。
貴
族
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
慣
例
上
の
選
名
源
の
中
か
ら
、
い
く
っ
も
の
名
を
、
例
え
ば
父
祖

で
あ
る
。

ブ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

d
e
と
い
う
"
particule 
nobiliaire "
 (
貴
族
用
単
綴
語
）
に
よ

ト
レ
ン
ト
の
会
議
（
一
五
四
三
—
一
五
六
一
―
―

一
六
世
紀
の
中
葉
で
あ
っ
た
。
氏
の
全
般
的
な
実
態
に

ド
ー
ザ
ー
の
「
フ
ラ
ソ
ス
語
の
歴
史
」
の
中
に
、

よ
う
や
く
固
定
の
段
階
に
入
っ
た
時
代
で
あ
る
。
ヴ
ィ
レ
・
コ
ト
レ
の
王
令
に
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、。し`

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
渡
小
史

―
二
、
一

1
'
]

世
紀
以
後
の
も
の
は
、

女
子
の
洗
礼
名
は
、

こ
れ
ら
の
洗
礼
名
は
、
最
初
貴
族
の
間
で
は
、
血
統
や
家
系
に
従
っ
て
、

の
名
や
聖
徒
の
名
の
中
か
ら
、
生
児
の
洗
礼
名
を
選
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
誇
る
べ
き
父
祖
の
名
、
守
護
を
垂
れ
る
聖
徒
の

名
の
中
か
ら
、
洗
礼
名
を
い
く
つ
も
選
ん
で
、
名
の
豪
華
さ
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
貴
族
の
風
習
は
、

洗
礼
名
に
見
え
て
い
る
第
二
の
変
化
は
、

一
般
的
に
聖
徒
名
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

ま
も
な
く
平
民
た
ち
の
間

い
か
な
る
名
が
選
ば
れ
る
か
と
い
う

m
o
d
e
に
つ
い
て
の
変
化
で
あ
る
。

0
 

時
代
に
も
流
行
に
支
配
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
争
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
洗
礼
名
と
し
て
は
、
早
く
か
ら
一
般
に
聖
徒
の
名
が
選
ば
れ
て

い
た
こ
と
は
、
上
来
し
ば
し
ば
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
聖
徒
の
名
の
中
で
も
、

St,Pierre 
(
聖
ペ
テ

E)
の
よ
う
に
、

い
つ
の
時
代
に
も
洗
礼
名
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
名
と
、
や
は
り
時
代
の
好
尚
に
従
っ
て
い
る
名

と
が
あ
る
。
例
え
ば
、

saint
M
a
r
t
i
n
は
、
四
世
紀
に
ト
ゥ
ル

T
o
u
r
s
の
司
教
を
つ
と
め
、
ガ
リ
ア
地
方
の
伝
道
に
力
を
尽
し
た
人
で

あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
土
地
に
基
督
教
の
信
仰
を
ひ
ろ
め
た
第
一
の
功
労
者
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
の

M
a
r
t
i
n
と
い
う
名
が
中
世
の

洗
礼
名
と
し
て
好
ん
で
選
ば
れ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
中
世
の
こ
の

M
a
r
t
i
n
と
い
う
名
の
流
行
は
、
や
が
て
中
世

末
に
な
る
と
す
た
れ
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
、

J
e
a
n
や

Pierre
は
、
依
然
と
し
て
多
い
洗
礼
名
で
あ
っ
た
。

M
a
r
t
i
n
と
は
逆
に
、
中
世

末
に
非
常
に
数
が
増
し
て
い
た
洗
礼
名
は
、
例
え
ば

G
u
i
l
l
a
u
m
e
で
あ
る
。
中
世
末
期
に
最
も
流
行
し
た
洗
礼
名
の
―
つ
で
あ
る
。
ゲ

ひ
ろ
く
普
及
し
た
の
で
あ
る
。

~
h
a
r
l
e
s

と
か

H
e
n
r
iと
か

L
o
n
i
s
と
か
い
う
名
も
ま
た
こ
れ
と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
洗
礼
名
で
あ
っ
て
、
中
世
の
封
建
制
度
の
中
で
襲
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

一
種
の
襲
名
が
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

ル
マ
ン
系
の
名
で
あ
っ
て
、
封
建
貴
族
の
間
で
殊
に
愛
用
さ
れ
た
の
が
、

―
一
世
紀
こ
ろ
ま
で
は
、
貴
族
の
女
性
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
い
る
程
度
で
、
あ
ま
り
詳
し
く
は
伝
え
ら
れ
て
い
な

り^

よ
う
や
く
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
世
末
、

に
も
伝
染
し
て
い
っ
た
こ
と
は
察
す
る
に
難
く
な
い
。

選
ば
れ
る
名
は

St-Jean

（
聖
ヨ
ハ
ネ
）

ゃ

選
名
は
い
つ
の
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G
u
i
l
l
e
m
i
n
o
t
,
 
Guillet, 
G
u
i
l
h
e
m
,
 
G
u
i
l
l
e
r
m
e
な
ど
、
全
国
に
わ
た
っ
て
無
数
で
あ
る
。

i
 

M
a
r
i
e
t
t
e
,
 M
a
r
i
o
n
,
 M
a
r
i
o
t
t
e

な
ど

端
な
例
と
し
て
は
、
た
だ
―
つ
の
名
か
ら
転
形
し
て
、

お
び
た
だ
し
い
数
の
洗
礼
名
が
作
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
中
世
末
か
ら
近
世
始
め

⑲
 

に
は
、
狭
い
源
名
源
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
豊
富
な
洗
礼
名
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
一
、
四
六
）
の
中
の
話
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

注
1

J
印

3
m
e
,
Dictionnaire d
g
g
g
g
e
m
e
n
t
s
 de n
o
m
s
 de 1803 a
 1956, 
1957. 

2
D
a
u
z
a
t
,
 Histoire, 
p. 
97. 

3
L

汀
l
•
p
.62. 

4
D
a
u
z
a
t
,
 N
o
m
s
 de famille, 
p. 
35. 

5
D
a
u
z
a
t
,
 N
o
m
s
 de famille, 
p. 
104, 1
2
5
;
|
|
D
a
u
z
a
t
•
H

臣
0
甘
!
,
p. 
54;ー

Dauzat,Dictionnaire•p. 

4
2
0
;
’
~この

M
日

t
i
nと
い
う
名
は
、
早

く
洗
礼
名
と
し
て
用
い
ら
れ
、
後
に
転
化
し
て
数
多
く
の
氏
と
し
て
残
り
、
更
に
ま
た
、
今
日
ま
で
フ
ラ
ソ
ス
全
国
い
た
る
と
こ
ろ
に
地
名
と
な
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
町
村
の
名
で
最
も
多
い
の
が

St-Martin
で
あ
る

(Charles
Rostaing, Les n
o
m
s
 de lieux, 
5e edition, 
1961, 
p. 
99)。

St.
Martin
と
名

乗
っ
て
い
る
町
村
は
、
お
よ
そ
七

0
0と
い
う
驚
く
べ
き
数
で
あ
る
（
ア
ン
ド
レ
・
モ
ロ
ワ
、
平
岡
昇
他
訳
「
フ
ラ
ン
ス
史
」
上
巻
・
三
七
頁
）
。

6
D
a
u
z
a
t
,
 N
o
m
s
 de famille, 
p. 
104. 

7
D
a
u
z
a
t
,
 p. 
120. 

8
D
a
u
z
a
t
,
 p. 
111ー
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
「
随
想
録
」

せ
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
般
に
愛
称
の
最
も
流
行
し
た
の
は
、

ま
た
、

M
a
r
i
e
に
つ
い
て
は
、

Marielle,

―
二
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
侯
に
よ
っ
て

一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
に
か
け
て
で
あ
っ
て
、
穏

例
え
ば
、
先
に
挙
げ
た

G
u
i
l
l
a
u
m
e

の
転
形
と
し
て
は
、

G
u
i
l
l
a
u
m
e
t
,

G
u
i
l
l
e
m
e
t
,
 

洗
礼
名
に
つ
い
て
、
中
世
末
か
ら
著
し
く
目
に
つ
く
変
化
の
も
―
つ
は
、

プ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

と
、
女
児
に
も
洗
礼
名
と
し
て
聖
女
の
名
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、

る
が
、

A
n
n
e
と
か

M
a
d
e
l
e
i
n
e
と
か

M
a
r
t
h
e
と
か

E
l
i
z
a
b
e
t
h
な
ど
も
、

M
a
r
i
e
は
最
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
名
で
あ

り“U・

ひ
ろ
く
普
及
し
た
洗
礼
名
で
あ
っ
た
。

愛
称

(
h
y
p
o
c
o
r
i
s
t
i
q
u
e
)

的
な
変
形
・
転
形
が
多
く
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
選
名
は
、
範
囲
が
比
較
的
に
狭
い
上
に
、
時
の
好
尚
に
投
じ
た
名
に
集
中
す
る
の
で
、
流
行
の
名
を
い
ろ
い
ろ
変
化
さ

一
四

118 



っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

い
」
と
い
う
宜
言
で
あ
る
が
、
そ
の
第
二
項
に
、

も
ま
た
免
が
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

て、

催
さ
れ
た
宴
会
に
、
ふ
と
し
た
思
い
付
き
で
同
じ
よ
う
な
名
（
洗
礼
名
）
の
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
同
じ
と
こ
ろ
に
並
ん
で
み
る
こ
と
に
し
た

6

の
騎
士
だ
け
で
、
そ
の
席
に
一
―

0
人
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
名
で
も
、
平
民
や
給
仕
た
ち
は
数
か
ら
除
外
し
て
で
あ
る
。

1
0
L
瓦

•
p
.4
&
|
4
8
.
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1
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1
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D
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革
命
時
代
の
立
法
す
な
わ
ち
中
間
法
の
氏
名
に
関
す
る
規
定
は
、
現
行
氏
名
制
度
の
基
本
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
中
間
法
に
よ
っ

フ
ラ
ン
ス
近
代
氏
名
制
度
が
完
成
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

づ
け
ら
れ
、
第
一
章
を
、

一
五

し
か
し
、
完
成
に
い
た
る
ま
で
に
、
大
き
な
動
揺
を
経
た
こ
と

革
命
時
代
(
-
七
八
九
ー

1

八
一
五
年
）
の
立
法

一
七
九
一
年
九
月
三
日
ー
一
四
日

中
間
法
に
お
い
て
、
‘
ま
ず
完
全
な
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
た
の
は
、
身
分
登
録
の
制
度
で
あ
っ
た
。

の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
、
す
な
わ
ち
革
命
第
一
憲
法
の
第
二
章
第
七
条
第
一
項
は
、
有
名
な
「
法
律
は
婚
姻
を
民
事
契
約
と
し
て
し
か
考
え
な

「
立
法
権
は
、
す
べ
て
の
住
民
に
対
し
て
差
別
な
く
、
出
生
、
婚
姻
お
よ
び
死
亡
を
確

証
す
る
方
法
を
設
け
、
そ
れ
ら
の
証
書
を
受
理
し
保
管
す
べ
き
公
務
員
を
任
命
す
る
」
と
規
定
し
た
。
こ
の
憲
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

一
七
九
二
年
九
月
二

0
ー
ニ
五
日
令
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
命
令
は
、

「
市
民
の
身
分
を
確
証
す
る
方
法
を
定
め
る
命
令
」
と
名

「
出
生
、
婚
姻
お
よ
び
死
亡
の
登
録
簿
を
管
掌
す
べ
き
公
務
員
」
と
題
し
て
、
第
一
条
に
は
、

「
市
町
村
は
、

今
後
、
出
生
、
婚
姻
お
よ
び
死
亡
を
確
証
す
る
た
め
の
証
書
を
受
理
し
て
保
管
す
る
」
と
規
定
し
、
第
二
章
は
「
登
録
簿
の
保
管
お
よ
び

Guillaume
と
い
う
名
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い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
直
後
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
二
条
に
は
、

許
さ
れ
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
直
接
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
、
後
に
述
べ
る
よ
う
な
混
乱
を

一
七
九

0
年
六
月
一
九
ー
ニ
三
日
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

ア
ン
ツ
ア
ン
・
レ
ジ

r
ム
が
終
末
を
告
げ
た
翌
年
に
、
国
民
議
会
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
命
令
で
あ
っ
て
、
貴
族
制
度
の
廃
止
を
定
め
た

「
い
か
な
る
市
民
も
、
自
己
の
真
実
の
氏
し
か
名
乗
る
こ
と
が
で
き
な
い
…
…
」
と
規
定
し
た
。

氏
は
、
本
来
の
氏
を
名
乗
る
べ
き
で
、
領
地
や
所
有
地
の
地
名
を
名
乗
っ
た
り
、
こ
れ
を
付
加
し
た
り
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。

貴
族
的
な
紛
飾
を
一
掃
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
定
は
、
氏
名
を
整
理
し
正
常
化
し
て
、
健
全
な
効
果
を
挙
げ
た
も
の
と
い
っ
て
よ

一
七
九
一
年
の
憲
法
（
第
二
章
第
七
条
）
が
、
す
べ
て
の
住
民
に
つ
い
て
の
身

分
登
録
を
非
宗
教
化
す
る
こ
と
を
宜
言
し
、
こ
れ
に
関
す
る
規
定
を
前
記
の
一
七
九
二
年
九
月
二

0
ー
ニ
＿
―
-
日
の
命
令
と
し
て
設
け
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
命
令
が
、
立
法
者
の
予
想
し
な
か
っ
た
混
乱
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
命
令
は
、
す
べ
て
身
分

証
書
の
取
扱
を
、
国
の
公
務
員
の
所
管
に
属
す
る
も
の
と
し
、
身
分
の
確
認
と
身
分
登
録
簿
の
保
管
を
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
が
、
氏
名
の

ひ
き
起
す
こ
と
に
な
っ
た
。
氏
名
に
関
す
る
中
間
法
立
法
と
し
て
の
最
初
は
、

寄
託
「
と
題
し
、
第
七
条
に
、

「
各
市
町
村
に
お
い
て
は
、
第
一
に
出
生
、
第
二
に
婚
姻
、
第
三
に
死
亡
を
確
証
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら

三
種
の
登
録
簿
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
。
更
に
、
第
三
章
を
「
出
生
」
と
題
し
て
、
そ
の
第
七
条
に
出
生
届
出
を
規
定
し
、

「
そ
の
届
書
に
は
、
子
の
出
生
の
日
・
時
・
場
所
・
そ
の
性
別
・
子
に
与
え
ら
れ
た
名
(le
p
r
e
n
o
m
 q
u
i
 lui 
s
e
r
a
 
d
o
n
n
e
)
、
父
母
の

氏
・
名
、
職
業
、
住
所
、
証
人
の
氏
・
名
、
職
業
、
住
所
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
身
分
登
録
制
度
が
確
立
し
て
、
出
生
子
の
氏
名
の
登
録
も
完
全
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
制
度
は
、
後
の

一
八

0
四
年
の
ナ
ボ
レ
オ
ン
法
典
に
受
け
継
が
れ
て
現
行
制
度
の
つ
く
ら
れ
た
基
本
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏
名
そ
の
も
の

に
つ
い
て
、
氏
は
い
か
に
し
て
決
定
さ
れ
る
か
、
出
生
子
に
は
い
か
な
る
名
が
命
名
さ
れ
る
べ
き
か
、
氏
名
は
自
由
に
変
更
す
る
こ
と
を

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

一
六
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一
七

「
各
市
民
は
、

選
択
に
つ
い
て
は
、
何
ら
の
制
限
的
規
定
も
定
め
て
お
か
な
か
っ
た
。
自
己
の
名
乗
る
氏
名
に
つ
い
て
も
、
生
児
に
与
え
る
氏
名
に
つ
い

て
も
、
こ
れ
を
制
約
す
る
規
定
を
設
け
て
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
氏
名
を
自
由
に
選
択
・
変
更
し
う
る
余
地
が
あ
る
も
の
と
、

に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
生
児
に
対
し
て
、
親
が
任
意
の
氏
名
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
各
人
が
自
己
の
氏
名
を

も
自
由
に
変
更
し
、
市
町
村
役
場
に
屈
け
出
る
だ
け
で
、

た
ち
ゃ
革
命
の
い
ろ
い
ろ
な
事
件
な
ど
を
、
自
己
の
新
ら
し
い
氏
と
し
て
選
ん
で
、
自
ら
を
飾
り
た
い
と
い
う
よ
う
な
気
ま
ぐ
れ
の
者
が

多
く
現
わ
れ
た
。

ま
た
、
洗
礼
名
す
な
わ
ち
名
に
関
し
て
は
、
こ
の
当
時
か
ら
洗
礼
名
は

p
r
e
n
o
m

(
前
名
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、
こ
れ
も
も
ち
ろ
ん
自
由
に
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
、
抽
象
的
の
も
の
や
無
生
物
の
名
を
採
っ
た
り
し
た
こ
と
は
、

の
弊
害
も
大
き
く
は
な
か
っ
た
が
、
現
存
の
人
た
ち
の
氏
を
採
っ
て
、
自
己
の
名
と
す
る
者
も
多
く
な
っ
て
、

団

生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
氏
名
自
由
の
解
釈
に
対
し
て
、

七
九
三
年
―
一
月
一
四
日
）
の
国
民
公
会
の
決
定
し
た
命
令
で
あ
る
。
こ
の
命
令
は
、
国
民
公
会
に
お
い
て
、
議
員
提
案
に
よ
っ
て
議
決

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
国
民
公
会
の
政
情
を
示
し
て
い
る
最
も
革
新
的
な
命
令
で
あ
っ
た
。
こ
の
命
令
は
、
三
つ
の
事
項
を
定

め
て
い
る
が
、
う
ち
二
つ
が
氏
名
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
―
つ
は
、

G
o
u
x
と
い
う
氏
の
女
が
、

と
い
う
氏
に
す
る
こ
と
を
認
め
よ
と
の
提
案
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
「
国
民
公
会
は
、
か
の
女
の
採
用
し
た
新
ら
し
い
氏
を
、
そ
の
現
在

の
住
所
地
の
役
場
に
、
通
常
の
手
続
に
従
っ
て
、
届
出
る
よ
う
」
差
戻
す
と
決
定
し
た
、
更
に
今
―
つ
の
提
案
は
、
逆
に
、
す
べ
て
の
市

民
が
、

L
i
b
e
r
t
e
お
よ
び

E
g
a
l
i
t
e
と
い
う
名
詞
を
自
分
の
個
有
名
詞
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
国
民
公
会
は
、
採
択
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
た
。
氏
に
関
し
て
は
、
革
命
の
指
導
者

ま
だ
あ
ま
り
そ

「
最
も
危
険
な
混
乱
」
を

は
っ
き
り
と
公
認
を
与
え
た
の
が
、
有
名
な
共
和
暦
二
年
霧
月
二
四
日
（
一

そ
の
氏
を
変
更
し
て
L
i
b
e
r
t
e

一
般
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れ
た

s
u
r
n
o
m
以
外
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
、

同
じ
く
禁
止
さ
れ
る
。
但
し
、
封
建
的
ま
た
は
貴
族
的
な
名
称
を
示
す
の
で
は
な
く
て
、
同
一
家
族
の
成
員
を
互
に
区
別
す
る
た
め
に
従

こ
の
限
り
で
な
い
」
と
規
定
さ
れ
た
。
第
三
条
は
、
以
上
二
個
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
六
個
月

の
禁
錮
お
よ
び
そ
の
収
入
の
四
分
の
一
に
当
る
罰
金
が
科
せ
ら
れ
、
再
犯
は
公
民
権
の
剥
奪
と
い
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
更
に
ま

た
、
第
四
条
に
は
、
す
べ
て
の
公
務
員
に
対
し
て
、

い
か
な
る
市
民
に
つ
い
て
も
、
出
生
証
書
記
載
の
氏
名
以
外
ま
た
は
第
二
条
で
許
さ

お
よ
び
、
そ
の
発
給
す
る
謄
本
・
抄
本
類
の
中
に
、
他
の
名
称
を
記
す
こ
と
を
禁
ず
る

と
し
た
。
そ
し
て
第
五
条
に
は
、
こ
れ
に
違
反
し
た
公
務
員
の
所
罰
を
定
め
、
第
六
条
に
は
、
す
べ
て
の
市
民
が
本
令
違
反
の
告
発
を
な

し
う
る
こ
と
を
、
第
七
条
に
は
、
裁
判
所
の
管
轄
を
規
定
し
た
。
こ
の
命
令
は
、
同
じ
年
の
共
和
暦
二
年
の
始
め
に
公
布
さ
れ
た
霧
月
二

来
用
い
ら
れ
た

s
u
r
n
o
m
は、

な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
第
二
条
に
は
、

法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
手
続
に
従
っ
て
、
そ
の
望
み
の
ま
ま
に
、
自
ら
名
乗
る
権
能
を
有
す
る
」
か
ら
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
規
定

は
、
つ
ま
り
、
住
所
地
の
市
町
村
役
場
へ
の
単
な
る
届
出
に
よ
っ
て
、
自
由
に
氏
の
変
更
を
す
る
こ
と
を
明
文
を
も
っ
て
許
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
一
年
来
、
氏
の
変
更
の
禁
止
は
、
事
実
上
は
解
か
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
完
全
に
自
由
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

0
 

る
。
こ
の
解
禁
に
よ
っ
て
、
新
ら
し
い
氏
の
濫
用
の
目
に
余
る
も
の
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
氏
名
を
解
放
し
て
自
由
化
し
た
た
め
に
、
異
常
な
そ
の
濫
用
と
混
乱
が
生
じ
た
の
で
、

に
わ
か
に
こ
れ
を
抑
え
て
正
常

な
制
度
に
戻
そ
う
と
し
た
の
が
、
同
じ
く
共
和
暦
二
年
果
月
六
日
（
一
七
九
四
年
八
月
二
三
日
）
の
命
令
で
あ
っ
た
。
こ
の
命
令
が
、
前

の
氏
名
解
放
の
命
令
か
ら
、
わ
ず
か
に
一

0
個
月
し
か
経
っ
て
い
な
い
の
を
見
て
も
、
国
民
公
会
自
身
が
、
い
か
に
そ
の
弊
害
に
困
惑
し

た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
本
令
は
、
条
文
七
個
条
の
規
定
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
条
に
は
、

証
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
以
外
の
氏
名
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
氏
名
を
捨
て
た
者
は
、
再
び
そ
れ
を
回
復
し
な
け
れ
ば

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

「
い
か
な
る

s
u
r
n
o
m
を
も
、
自
己
の
個
有
の
氏
に
、
付
け
加
え
る
こ
と
は
、

「
い
か
な
る
市
民
も
、
出
生

~
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四
日
の
命
令
に
よ
る
氏
名
解
放
を
、

に
わ
か
に
旧
に
引
き
戻
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
朝
令
暮
改
の
典
型
的
な
一
例
で
あ
る
と
は
い
え

る
だ
ろ
う
が
、
ま
た
他
面
か
ら
い
え
ば
、
氏
名
の
解
放
に
対
す
る
一
般
市
氏
の
渇
望
と
そ
の
過
度
の
反
応
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と

に
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
法
令
が
、
単
に
革
命
期
の
大
胆
な
法
令
の

aller,retour
で
あ
っ
た
と
だ
け
で
は
説
明
し
尽
せ

な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
霧
月
二
四
日
令
に
よ
＇
っ
て
許
さ
れ
た
氏
名
解
放
の
結
果
は
、
こ
の
果
月
六
日
令
の
氏
名
制
回
復
の
た

め
の
厳
罰
規
定
に
よ
っ
て
も
十
分
に
回
復
の
実
効
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
か
ら
四
年
後
に
、
共
和
暦
六
年
雪
月
一
九
日

（
一
七
九
八
年
一
月
八
日
）
の
命
令
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
雪
月
一
九
日
令
と
い
う
の
は
、
総
裁
政
府
が
、

特
に
前
の
果
月
六
日
令
の
実
施
を
強
化
す
る
た
め
に
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
前
文
に
も
、

日
令
）
が
、
し
ば
し
ば
違
反
さ
れ
る
こ
と
、

一
九

「
実
際
に

お
よ
び
今
や
こ
の
違
反
に
つ
い
て
痛
憤
す
べ
き
時
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
、
市

民
お
よ
び
公
務
員
が
、
そ
の
法
律
の
設
け
て
い
る
規
定
の
正
確
な
順
守
を
な
す
べ
き
こ
と
を
喚
起
せ
し
め
ん
と
し
て
」
と
述
べ
て
い
る
。

本
文
四
個
条
の
条
文
は
、
す
べ
て
違
反
摘
発
に
つ
い
て
の
司
法
、
行
政
、
軍
隊
な
ど
の
公
務
員
た
ち
の
一
そ
う
の
努
力
を
要
請
す
る
た
め

の
も
の
で
、
ま
た
そ
れ
ら
の
者
の
職
務
怠
慢
に
対
し
て
厳
罰
を
科
す
た
め
で
あ
っ
た
。

中
間
法
の
諸
法
令
中
で
最
も
重
要
な
も
の
は
、
共
和
暦
―
一
年
芽
月
―
一
日
（
一
八

0
三
年
四
月
一
日
）
法
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、

氏
名
制
度
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
、
共
和
暦
―
一
年
、
第
一
統
領
ボ
ナ
。
＾
ル
ト
の
治
下
、

知
ら
れ
る
通
り
、
従
来
か
ら
の
い
か
な
る
規
定
も
、

止
し
て
い
る
も
の
が
な
い
，

0

ナ
ボ
レ
オ
ソ
法
典
制
定
の
前
の
年
に
公
布
さ

れ
た
も
の
で
、
以
来
一
六

0
年
間
今
日
に
い
た
る
ま
で
施
行
力
を
失
わ
な
い
現
行
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
法
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
た

と
き
に
、
政
府
委
員
と
し
て
コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
ク
の
評
定
官
ミ
オ
1
M
i
o
t
は
、
次
の
よ
う
に
提
案
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。

ま
だ
今
日
ま
で
、
〔
他
人
の
〕
現
存
の
氏
を
自
己
の
子
の
名
と
し
て
与
え
る
こ
と
を
禁

い
か
な
る
規
定
も
、
革
命
の
嵐
の
中
で
、
不
謹
慎
な
父
親
ま
た
は
知
人
に
よ
っ
て
、
名
乗
る
の
に
赤
面
し
、

「
そ
の
法
律
（
共
和
二
年
果
月
六
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ま
た
は
不
安
を
感
ず
る
よ
う
な
氏
名
を
与
え
ら
れ
た
者
が
、
こ
れ
を
変
更
し
て
、
当
人
の
そ
の
一
生
を
通
じ
て
自
己
の
向
上
ま
た
は
運
命

の
妨
げ
と
な
り
う
る
ほ
ど
ま
こ
と
に
強
力
な
世
評
と
も
な
る
障
害
を
ば
取
り
除
く
と
こ
ろ
の
権
能
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
法
律
は
、

い
か
な
る
機
関
に
対
し
て
も
、
過
去
の
立
法
が
氏
の
変
更
を
許
し
た
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
も
、
そ
の
変
更
を
許
可
す
る
権
限
を
認
め
て

い
な
い
。
政
府
が
、
わ
た
く
し
を
し
て
、
政
府
の
名
で
こ
こ
に
提
出
す
る
法
案
を
採
択
せ
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
の
は
、
こ
の
欠
陥
を
補
っ

て
、
法
律
の
沈
黙
が
日
々
発
生
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
誤
り
と
濫
用
に
終
末
を
告
げ
さ
せ
た
い
た
め
で
あ
る
」
と
。

こ
の
法
律
は
、
第
一
章
を
名

D
e
s
p
r
e
n
o
m
s
と
題
し
て
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
、
第
二
章
を
氏
の
変
更

D
e
s
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 d
e
 

n
o
m
s

と
題
し
て
、
第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
規
定
し
て
い
る
。
名
に
つ
い
て
は
、
本
法
公
布
以
後
に
お
い
て
は
、
種
々
の
暦
の
中
に

現
に
自
己
の
名
と
し
て
現
存
の

そ
の
変
更
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

使
わ
れ
て
い
る
名
と
昔
の
歴
史
の
人
物
の
名
だ
け
が
、
子
の
出
生
を
証
す
る
た
め
の
身
分
登
録
簿
に
、
名
と
し
て

(
c
o
n
m
e
p
r
e
n
o
m
s
)
 

記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
務
員
は
そ
の
証
書
の
中
に
他
の
名
を
記
す
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
る
（
噂
麺
）
。

氏
と
か
、
前
記
の
名
称
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
何
ら
か
の
名
を
名
乗
っ
て
い
る
者
は
、

同法）。

（
二
条

右
の
変
更
は
、
身
分
証
書
の
訂
正
を
命
ず
る
郡
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
も
で
き
る
。
こ
の
判
決
は
、
変
更
を
申
請
す
る
本
人

が
成
年
者
ま
た
は
解
放
未
成
年
者
な
ら
ば
自
身
で
、
ま
た
未
成
年
者
な
ら
ば
父
母
ま
た
は
後
見
人
に
よ
っ
て
、
単
な
る
尋
問
の
上
で
、
与

え
ら
れ
る
（
表
蝉
）
。
氏
の
変
更
に
関
し
て
は
、
氏
の
変
更
に
つ
い
て
何
ら
か
の
理
由
の
あ
る
者
が
、
政
府
に
そ
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で

同
法
五
条
）
。

き
る
（
疇
鱗
）
。
政
府
は
行
政
規
定
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
手
続
で
許
否
を
決
す
る
。
変
更
の
許
可
は
、
一
年
後
に
執
行
さ
れ
る
(
•
六
条

そ
の
一
年
間
、
す
べ
て
の
者
は
政
府
に
対
し
て
氏
変
更
許
可
の
取
消
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
異
議
申
立
が
理
由
あ
り
と
判
断
せ

ら
れ
た
場
合
に
は
、
政
府
は
取
消
を
命
ず
る
。
異
議
申
立
の
な
い
場
合
ま
た
は
そ
の
申
立
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
氏
の
変
更
許
可

ほ
、
前
記
期
澗
満
了
に
よ
っ
て
完
全
な
効
力
を
生
ず
る
項
碍
）
。
氏
の
変
更
を
生
ず
ぺ
き
身
分
の
問
題
に
関
す
る
現
存
の
法
律
の
規
定

1
1
0
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余

論

は
、
本
法
に
よ
っ
て
何
ら
改
め
ら
れ
る
も
の
で
な
い
。
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
従
来
通
り
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
で
訴
及
す
る
こ
と
が
で
き
る

寇麺）。
以
上
、
条
文
の
内
容
を
摘
録
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
詳
細
な
解
説
は
、
す
で
に
別
稿
で
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
省

⑲
 

略
す
る
。
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sous-note. 

12

木
村
「
フ
ラ
ソ
ス
法
に
お
け
る
氏
名
」

（
法
学
論
集
六
巻
四
号
二
七
頁
以
下
、
七
巻
一
号
二
三
頁
以
下
。

お
わ
り
に
、
こ
の
小
史
を
通
じ
て
見
る
と
、

フ
ラ
ン
ス
の
氏
名
制
度
は
、
わ
が
国
の
そ
れ
と
較
べ
て
、
か
な
り
発
展
を
異
に
し
て
来
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
相
異
す
る
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
た
い
と
お
も
う
。
人
名
制
度
の
差
異
が
、
根
本
的
に
は
言
語
の
相
異
か
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可
能
な
場
合
だ
け
、
母
の
氏
が
継
承
さ
れ
た
。
婚
姻
に
因
っ
て
も
、
妻
は
婚
姻
前
の
氏
を
当
然
に
は
失
わ
な
い
。
婚
姻
中
、
夫
の
氏
を
称

す
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
に
、
氏
の
継
承
が
厳
格
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、

許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て
、
現
存
の
氏
の
由
来
を
正
確
に
た
ず
ね
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
。
現
存
の
氏
は
、

③
 

そ
の
数
お
よ
そ
十
数
万
と
推
計
さ
れ
て
い
る
が
、
何
世
紀
に
も
遡
っ
て
、
そ
の
源
流
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
も
少
な
く
な
い
と
い
わ

③
 

れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
の
氏
は
、
必
ず
し
も
父
子
の
血
縁
に
伴
な
う
の
で
は
な
い
。
血
緑
と
氏
を
称
す
る
こ
と
と
の
関
係
は
、
や
や
複
雑

第
二
に
、
氏
は
、

ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
し
ば
ら
く
お
い
て
、
こ
こ
で
は
制
度
的
な
対
比
を
述
べ
て
み
た
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
氏
名
制
度
の
発
達
は
、
自
生
的
で
あ
っ
て
、
長
い
年
代
を
経
て
漸
進
的
に
完
成
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
固
有
の
制
度
と
し
て
は
、

一
部
に
は
、

的
で
あ
り
、

八
世
紀
こ
ろ
か
ら
次
第
に
成
立
し
、
甚
督
教
の
影
響
を
受
け
た
洗
礼
名
と
、
慣
習
的
に
与
え
ら
れ
た

s
u
r
n
o
m
は
相
続
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
氏
を
形
成
す
る
に
い
た
っ
た
。
革
命
時
代
に
、

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
わ
ず
か
に
数
年
間
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
で
、
間
も
な
く
旧
に
復
し
て
安
定
に
戻
っ
た
。
そ
の
際
に
、
制
度
の
基
本
と

し
て
、
共
和
暦
―
一
年
法
と
ナ
ボ
レ
オ
ン
法
典
の
諸
規
定
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
氏
名
制
度
は
、
き
わ
め
て
早
い
時
代
か

い
わ
ゆ
る
氏
姓
の
制
度
が
行
わ
れ
、
特
に
そ
れ
が
賜
姓
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
全
般
的
な
氏
名
制
度
と
し
て
は
、
そ
れ
が
完
成
を
見
た
の
は
、
明
治
維
新
の
大
変
革
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
に
氏
名
の

一
挙
に
飛
躍
的
に
発
展
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
較
べ
て
、

一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

解
放
と
い
う
形
で
、

ら、
第
一
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
氏
名
制
度
の
発
展
は
、
徐
行

フ
ラ
ン
ス
で
は
父
か
ら
子
へ
と
継
承
す
る
。
こ
の
こ
と
は
古
来
厳
守
さ
れ
て
来
た
。
父
の
氏
を
継
承
す
る
こ
と
が
不

s
u
r
n
o
m
が
結
び
つ
き
、

ア
ン
ツ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
で
は
、
養
子
縁
組
を
認
め
な
か
っ
た
か
ら
、
養
子
の
氏
と
い
う
問
題
も
な
か
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
変
更
が
、
任
意
の
変
更
も
身
分
変
動
に
伴
な
う
変
更
も

一
時
急
激
な
動
揺
が
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る
と
す
れ
ば
、
総
数
は
数
倍
に
な
る
だ
ろ
う
と
。
そ
れ
に
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
出
生
名
と
し
て
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
名
の
数
は
、

徒
の
名
を
採
用
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

第
三
に
は
、
出
生
名
に
つ
い
て
、

あ
る
。

多
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、

で
あ
る
。
古
く
は
氏
族
の
名
称
と
し
て
、
後
に
は
家
の
名
字
と
し
て
、
ま
た
先
年
の
民
法
改
正
ま
で
は
民
法
上
の
家
の
名
称
と
し
て
、
そ

し
て
現
行
法
の
下
に
お
い
て
も
、
氏
は
当
然
に
父
子
の
血
緑
関
係
に
よ
っ
て
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
氏
の
数
は
、
現
在
八
万
な
い

し
十
万
く
ら
い
あ
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
多
数
は
明
治
初
年
の
新
設
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
て
、
遠
く
沿
革
を
た
ず
ね

る
必
要
も
な
い
し
、
少
数
の
旧
来
の
氏
も
変
遷
を
経
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
遡
っ
て
原
初
を
正
確
に
つ
き
と
め
る
こ
と
は
困
難
な
場
合
が

主
と
し
て
基
督
教
的
な
洗
礼
名
が
一
般
に
用
い
ら
れ
て
来
た
が
、
共
和
暦
―
一
年
の
法
律
は
、
選
名
の
範
囲
を
、
各
種
の
暦
の
中
に
用
い

ら
れ
て
い
る
名
と
昔
の
歴
史
で
有
名
な
人
物
の
名
だ
け
に
限
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
る
と
、
重
大
な
制
限
を
加
え

た
も
の
で
あ
る
。

「
各
種
の
暦
」
と
し
た
の
は
、
従
来
ひ
ろ
く
使
用
さ
れ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
暦
の
ほ
か
に
、
新
た
に
当
時
の
革
命
政

府
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
共
和
暦
を
用
い
る
べ
き
こ
と
を
勧
奨
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
共
和
暦
の
中
の
一
日
一
日
に
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
名

は
、
出
生
名
と
し
て
用
い
る
に
は
適
し
な
い
よ
う
な
も
の
が
多
く
、
結
局
は
従
来
用
い
慣
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
暦
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
聖

相
当
な
制
約
で
あ
る
。
こ
こ
に
手
も
と
に
あ
る
や
や
実
用
的
な
一
冊
の
選
名
辞
典
を
見
る
と
、
収
載
し
て
い
る
名
の
数
は
、
わ
ず
か
に
約

⑥
 

五
百
に
過
ぎ
な
い
。
著
者
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
現
に
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
名
や
、
滑
稽
な
名
や
、
大
部
分
の
軍
人
・
政

治
家
の
名
や
、
聖
書
の
中
の
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
名
な
ど
を
除
外
し
た
と
断
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
名
を
も
含
め
て
数
え

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

フ
ラ
ン
ス
人
の
氏
は
、
家
系
に
つ
い
て
も
語
源
に
つ
い
て
も
、
遡
り
易
い
よ
う
で

フ
ラ
ソ
ス
法
で
は
、
選
名
ま
た
は
命
名
は
い
ち
じ
る
し
く
制
約
さ
れ
て
い
る
。
中
世
以
後
、
慣
習
上

「
昔
の
」
歴
史
で
「
有
名
な
」
人
物
の
名
と
い
う
と
範
囲
が
や
や
明
確
で
な
い
が
、
や
は
り
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フ
ラ
ソ
ス
法
の
歴
史
の
中
で
は
、
氏
に
つ
い
て
も
名
に
つ
い
て

わ
が
国
で
は
、
昔
か
ら
命
名
に
つ
い
て
の
制
限
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
用
字
に
つ
い
て
、

い
く
ら
か
慣
例
上
の
制
約
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
法
令
を
も
っ
て
、
厳
格
な
制
限
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
初
年
の
太
政
官
布
告
は
、
命
名
用
の
文
字

に
若
干
の
制
限
を
設
け
た
が
、
現
在
で
は
、
こ
の
種
の
制
限
は
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
行
戸
籍
法
は
、
新
た
に
、
命
名
用
の
文
字
は

「
常
用
平
易
な
文
字
」
に
限
る
こ
と
を
定
め
（
正
事
蝉
）
、
そ
の
「
常
用
平
易
な
文
字
」
の
範
囲
を
、
当
用
漢
字
・
命
名
用
漠
字
・
片
か
な

•
平
が
な
に
限
定
し
た
（
記
聾
濯
師
）
。
こ
の
規
定
は
、
従
来
の
命
名
の
自
由
に
大
き
な
制
限
を
加
え
た
も
の
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
国

語
の
性
質
上
、
こ
の
範
囲
内
で
も
、
作
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
名
の
数
は
無
限
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
比
較
す
る
と
、

フ
ラ
ン
ス
法
の
制
限

は
、
ま
こ
と
に
厳
格
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
名
は
二
つ
以
上
も
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
複
数
の

名
を
命
じ
て
、
こ
こ
に
変
化
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
四
に
は
、
氏
名
の
階
級
的
性
格
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

も
、
階
級
的
な
規
制
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
封
建
貴
族
の
間
で
は
、
所
領
の
地
名
を
氏
に
付
加
し
、
ま
た
は
氏
に
転
化
さ

せ
た
が
、
こ
の
慣
例
は
厳
密
に
貴
族
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
こ
れ
に
関
し
て
特
に
定
め
ら
れ
た
法
規
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
古
く
氏
姓
が
階
級
的
な
性
質
を
帯
び
、
明
治
以
前
に
は
、
氏
を
称
す
る
階
級
と
氏
を
称
し
な
い
階
級
と
が
、

は
っ
き
り
と
別
れ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
名
の
選
定
に
つ
い
て
も
実
際
上
は
、
い
く
ら
か
階
級
的
制
約
を
受
け
て
い
た
こ
と
と
比
較
し
て
み

る
と
、
明
ら
か
に
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
制
の
表
面
に
現
わ
れ
た
こ
と
だ
け
を
見
て
、

れ
て
い
た
こ
と
は
、
各
時
代
の
氏
変
更
の
禁
止
令
に
よ
っ
て
も
、

級
意
識
を
も
た
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
氏
の
外
見
を
貴
族
ら
し
く
見
せ
よ
う
と
す
る
欲
望
が
、
実
に
執
拗
に
追
求
さ

ま
た
は
一
八
世
紀
一
九
世
紀
に
し
ば
し
ば
氏
名
権
紛
争
と
し
て
判
例
の

千
か
四
千
、
お
そ
ら
く
五
千
を
出
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

フ
ラ
ソ
ス
人
が
、
氏
名
に
関
し
て
階

ニ
四
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中
に
現
わ
れ
て
い
る
事
件
に
よ
っ
て
も
、
こ
れ
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
際
を
基
準
に
し
て
、

四、

0
0
0家
族
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
の
数
は
、

二
五

―
つ
の

―二、

0
0
0件
ほ

お
よ
そ
―
二
、

0
0
0家
族
（
人
数
に
し
て
約
六

0
、
0
0
0人
）
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
中
の

い
わ
ゆ
る

noblesse
i
m
m
e
m
o
r
i
a
l
e
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
由
緒
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
容
易
で

な
い
く
ら
い
古
い
貴
族
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
多
数
で
、
し
か
も
公
式
の
登
録
簿
さ
え
備
っ
て
い
な
い
貴
族
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
偽

称
・
詐
称
な
ど
も
多
く
、
紛
争
を
生
ず
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

第
五
に
、
氏
名
の
変
更
は
、
氏
の
変
更
に
し
て
も
名
の
変
更
に
し
て
も
、

に
は
わ
ず
か
に
国
王
の
特
許
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
革
命
時
代
に
一
時
的
に
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後

は
ま
た
、
法
定
の
特
別
の
場
合
以
外
に
は
、
氏
の
変
更
は
そ
の
許
可
を
政
府
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
が
禁
止
に
近
い
ほ

一
八

0
三
年
か
ら
一
九
五
六
年
ま
で
の
一
五
四
年
間
に
正
式
に
許
可
さ
れ
た
氏
の
変
更
は
、

ど
の
困
難
さ
で
あ
る
。

⑧
 

ど
に
過
ぎ
な
い
。
年
平
均
に
す
る
と
、
わ
ず
か
七
八
件
で
あ
る
。
こ
の
数
は
、
こ
こ
ろ
み
に
わ
が
国
の
改
氏
許
可
に
比
し
て
も
、

R
 

大
阪
家
庭
裁
判
所
の
許
可
の
数
に
も
及
ば
な
い
。
い
か
に
厳
格
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
名
の
変
更
に
つ
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス

⑲
 

法
は
も
と
よ
り
厳
禁
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
そ
の
許
可
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
の
と
大
に
異
な
る
。

第
六
に
、
氏
名
の
公
証
は
身
分
登
録
簿
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
出
生
、
婚
姻
お
よ
び
埋
葬
の
登
録
簿
が
、
実
用
上
の
必
要
か
ら
、
カ
ト

リ
ッ
ク
の
司
祭
の
手
で
正
式
に
作
ら
れ
始
め
た
の
は
、
よ
う
や
く
中
世
の
中
頃
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
身
分
の
登
録
が
教
会
の
手
を
離
れ

て
、
国
の
公
的
制
度
と
な
っ
た
の
は
、
大
革
命
以
後
に
過
ぎ
な
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
古
代
か
ら
精
密
な
戸
籍
を
備
え
、
後
に
次
第
に

行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
近
世
に
い
た
っ
て
は
、
人
別
帳
の
類
を
も
っ
て
完
全
に
公
証
に
資
し
て
い
た
の
と
比
較
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
の

身
分
登
録
制
度
は
、
全
国
統
一
的
な
制
度
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
歴
史
の
浅
い

i
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
身
分
登
録

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
古
来
厳
禁
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
前

一
七
八
九
年
の
貴
族
制
度
廃
止
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木
村
「
氏
名
の
制
度
」
法
学
論
集
•
関
西
大
学
創
立
七
十
周
年
記
念
特
集
二0
五
ー
ニ
0
七
頁
。

2Dauzat•Dictionnaire, 

VI,VII.
こ
の
辞
典
の
中
に
原
形
・
変
形
合
せ
て
約
三
万
の
氏
が
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録
さ
れ
て
、
そ
の
語
源
、
語
義
、
形
成
の
時
代
、
お
よ
び
地
方
的
変

形
な
ど
が
解
説
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れ
て
い
る
。
著
者
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氏
の
総
数
が
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十
五
六
万
に
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推
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D
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XVII,XVIII. 
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柳
田
国
男
「
地
名
の
話
そ
の
他
」
（
昭
和
八
年
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書
院
）
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頁
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木
村
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氏
名
の
制
度
」
一
九
六
ー
ニ
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照
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7
P
h
i
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e
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u
y
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e
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l
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h
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8
D
u
r
y
e
,
 p. 
119 ;
ー

J
g
,
o
m
e
•
D
i
c
t
i
o
n
n
a
i
r
e
.

9

例
え
ば
、
大
阪
家
庭
裁
判
所
「
昭
和
36
年
度
・
家
庭
事
件
の
す
う
勢
」

(
1
9
6
1
年
度
報
告
）
に
よ
る
と
、
戸
籍
法
に
よ
る
氏
の
変
更
の
許
可
（
認
容
）
は
、
同
年
度
に

お
い
て
は
八
五
件
で
あ
る
。

10

大
阪
家
庭
裁
判
所
の
昭
和
36
年
度
に
お
け
る
戸
籍
法
に
よ
る
名
の
変
更
の
許
可
（
認
容
）
件
数
は
四
一
三
で
あ
る
。

っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

制
度
の
完
成
の
お
く
れ
た
原
因
は
、
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
が
、
信
教
に
つ
い
て
の
複
雑
な
事
情
の
影
響
が
、
そ
の
一
っ
と
し
て
考
え
ら

れ
る
し
、

ま
た
税
制
の
統
一
が
欠
け
て
い
て
、
徴
税
の
必
要
か
ら
登
録
を
促
進
せ
し
め
る
こ
と
の
な
か
っ
た
の
も
原
因
の
―
つ
で
は
な
か

フ
ラ
ン
ス
氏
名
制
度
小
史

二
六
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