
第１章 イングランドの伝統的国制論 

 
第
一
章 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
国
制
論 

   

一
七
世
紀
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
に
、
当
時
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
の
絶

対
主
義
的
な
諸
政
策
に
対
す
る
懸
念
か
ら
、
庶
民
院
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が

現
実
政
治
の
な
か
で
対
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
「
古
来
の
国
制
」
論
を
展
開
し
て

い
っ
た
際
に
、
彼
ら
が
も
っ
と
も
頻
繁
に
依
拠
し
た
の
は
、
一
三
世
紀
後
半
の
ヘ
ン

リ
ー
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
（H

enry D
e B

racton :  ? -1268

）
、
一
五
世
紀
の
ジ
ョ
ン
・

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
（Sir John Fortescue : 1394 ? -1476 ?

）
、
そ
し
て
一
六

世
紀
の
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
（Sir Thom

as Sm
ith : 1513-1577

）
の
法
と
国
制
に

関
す
る
言
説
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
三
人
の
伝
統
的
な
論
者
が
著
し

た
作
品
は
、
一
七
世
紀
当
時
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
権
威
的
な
書
で
あ
り
、

か
つ
必
携
の
書
と
も
な
っ
て
い
た
。 

こ
れ
ら
三
人
の
論
者
の
言
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
時
代
的
制
約
か
ら
来
る
強
調
点
の
違

い
こ
そ
見
ら
れ
る
も
の
の
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
伝
統
的
な
法
思
想
・
国
制
観

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
形
成
し
、
一
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
現
実
政
治

の
な
か
で
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
の
絶
対
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
諸
政
策
に
直
面

し
た
と
き
、
抵
抗
の
論
理
と
し
て
「
古
来
の
国
制
」
論
を
展
開
す
る
う
え
で
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
重
要
な
議
論
の
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ブ

ラ
ク
ト
ン
の
言
説
は
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
「
法
の
支
配
」
の
原
則
を
確
立
す
る
う
え
で

重
要
な
先
例
と
し
て
用
い
ら
れ
た
し
、
「
古
来
の
慣
習
」
に
基
づ
く
「
政
治
的
か
つ

王
権
的
統
治
」
と
い
う
国
制
の
枠
組
み
を
説
い
て
、
立
法
と
課
税
に
お
け
る
「
議
会

の
同
意
」
を
定
式
化
し
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
言
説
は
、
「
古
来
の
国
制
」
論
の

基
本
的
な
枠
組
み
を
提
供
し
た
。
ま
た
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
に
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」

の
理
念
を
説
き
、
議
会
の
権
能
を
大
い
に
擁
護
し
た
ス
ミ
ス
の
言
説
は
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
至
上
性
と
リ
ン
ク
し
た
議
会
の
絶
対
性
の
主
張
を
展
開
す
る
う
え
で
好
個
の

先
例
と
な
っ
て
い
た
。
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
こ

れ
ら
三
人
の
権
威
的
著
書
に
依
拠
し
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
に
お
け
る
伝

統
的
な
国
制
理
念
と
し
て
「
古
来
の
国
制
」
論
の
政
治
言
説
を
生
み
出
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。 

イ
ギ
リ
ス
政
治
史
あ
る
い
は
そ
の
政
治
的
伝
統
は
、
た
と
え
ば
基
本
法
と
し
て
の

近
代
憲
法
が
つ
い
に
成
文
法
の
形
式
を
と
る
こ
と
な
く
、
不
文
法
の
ま
ま
成
立
し
た

と
い
う
事
実
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
過
去
と
の
連
続
性
を
重
視
す
る
態
度

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
近
代
政
治
の
端
緒
と
な
っ
た
一
七
世
紀
前
半
の

「
古
来
の
国
制
」
論
も
ま
た
過
去
と
の
連
続
性
に
立
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
一
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
当
時
の
現
実
政
治
の
な
か
で
展
開

し
た
「
古
来
の
国
制
」
論
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
彼
ら
が

過
去
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
あ
る
い
は
権
威
的
先
例
と
し
て
参
照
し
た
ブ
ラ
ク
ト

ン
、
フ
ォ
ー
ス
キ
ュ
ー
、
ス
ミ
ス
の
三
人
の
論
者
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
の
法
と
国
制

に
関
す
る
理
念
の
基
本
的
枠
組
み
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
く
こ
と
に
し

た
い
。 
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第
一
節 

ヘ
ン
リ
ー
・
ブ
ラ
ク
ト
ン 

 

（
一
）
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
慣
習
」 

  

一
二
世
紀
後
半
、
ヘ
ン
リ
ー
二
世
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
全
域
に
中
央
集
権
体
制
を

敷
い
て
い
く
な
か
で
、
国
王
裁
判
所
を
導
入
し
た
。
そ
れ
は
、
地
域
ご
と
の
慣
習
を

超
え
た
全
王
国
に
及
ぶ
一
般
的
な
裁
判
権
の
確
立
を
意
味
し
、
ノ
ル
マ
ン
人
・
サ
ク

ソ
ン
人
と
い
っ
た
属
人
主
義
の
区
別
な
し
に
処
理
で
き
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
共
通

の
属
地
主
義
的
な
裁
判
権
で
あ
っ
た
。
こ
の
国
王
裁
判
所
の
裁
判
官
の
判
断
は
、
慣

習
法
に
依
拠
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
が
、
し
か
し
こ
の
点
で
重
要
な
の
は
、
地
域

ご
と
の
現
実
の
慣
習
に
由
来
し
、
各
地
域
の
裁
判
所
で
適
用
さ
れ
る
地
域
慣
習
法
と

は
異
な
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
慣
習
法
は
、
主
と
し
て
裁
判
官
自
身
が
作
り

出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
旧
き
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
「
法
発
見
」

と
い
う
建
前
を
取
り
つ
つ
も
、
実
際
に
は
多
分
に
裁
判
官
に
よ
る
「
法
創
造
」
の
側

面
を
含
ん
で
い
た
。
こ
の
国
王
裁
判
所
で
発
達
し
た
新
し
い
慣
習
法
と
し
て
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
を
、
国
王
裁
判
所
の
導
入
か
ら
お
よ
そ
半
世
紀
を
経
た
一
三
世
紀
前
半
に

「
法
書
」
と
し
て

で
あ
っ
た
。 

成
文
化
し
た
の
が
ブ
ラ
ク
ト
ン

 

ブ
ラ
ク
ト
ン
（H

enry of B
racton, ?-1268

）
は
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
を
誕
生

さ
せ
た
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
注
釈
学
派
の
代
表
的
学
者
の
一
人
で
あ
る
ア
ー
ゾ

（A
zo,1150?-1230

）
の
強
い
影
響
の
も
と
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
体
系
的
に
編

纂
し
よ
う
と
試
み
た
。
こ
れ
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
ロ
ー
マ
法

と
本
格
的
に
接
触
し
た
最
初
の
機
会
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ

モ
ン
・
ロ
ー
は
、
「
ブ
ラ
ク
ト
ン
」
の
名
で
知
ら
れ
る
ラ
テ
ン
語
の
法
書
『
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
法
と
慣
習
に
つ
い
て
』
（D

e Legibus et Consuetudinibus 

Angliae

）
１ 

に
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
主
要
部
分
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
一
二
三

〇
年
代
と
さ
れ
、
後
に
改
訂
さ
れ
た
。
こ
の
法
書
は
、
国
王
裁
判
所
の
判
決
記
録

に
基
づ
き
な
が
ら
編
纂
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
ア
ー
ゾ
の
『
勅
法
彙
纂

集
成
』
（Sum

m
a Codicis

）
か
ら
取
り
出
し
た
ロ
ー
マ
法
概
念
の
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
法
へ
の
適
用
が
随
所
に
確
認
さ
れ
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
理
解
で
は
、
国
王
裁
判

所
が
判
決
で
宣
言
し
た
法
を
、
あ
る
程
度
一
貫
し
た
体
系
的
な
方
法
で
ま
と
め
る

た
め
に
は
一
般
的
な
概
念
構
造
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
概
念
構
造
を
提
供
で

き
る
の
は
ロ
ー
マ
法
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
書
の
な
か
に
は
、
『
学
説
彙
纂
』

（D
igesta

）
や
『
勅
法
彙
纂
』
（Codex

）
の
法
文
が
随
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る

が
、
正
規
の
引
用
と
い
う
形
式
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
法
文
の
成
句
を
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
解
説
の
な
か
に
編
み
込
む
と
い
う
形
で
ア
レ
ン
ジ
し
な
が
ら
用
い
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
著
者
が
ロ
ー
マ
法
を
自
身
の
法
的
な
思
考
法
の
一
部
と

し
て
身
に
付
け
、
馴
染
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
法
書
は
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
系
統
だ
っ
た
発
展
の
た
め
に
必
要
な
最
小
限
の
理
論
構
造
を
、
ア

ー
ゾ
の
著
作
を
通
じ
た
ロ
ー
マ
法
学
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
提
供
す
る
も
の

で
あ
っ
た 

２ 
。 

こ
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
す
で
に
そ
の
誕
生
と
形
成
期
に
お
い
て
ロ
ー
マ
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法
と
の
接
触
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
慣
習
法
の
素
材
を
系
統
だ
っ

た
形
で
整
理
す
る
と
い
う
局
面
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
法
の
概
念
や
原
則
、
思
考
法
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
有
用
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
そ
う
し

た
概
念
枠
組
み
な
し
に
は
、
慣
習
法
の
系
統
化
も
困
難
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
よ

い
。
同
様
の
こ
と
は
、
第
二
章
な
ど
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
合

理
的
体
系
化
が
要
請
さ
れ
た
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
法
改
革
の
状

況
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
こ
で
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
枠
組
み
を
参
照
し
な
が
ら
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

彼
は
、
自
然
法
、
万
民
法
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
と
い
う
連
続
性
の
な
か
で
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
と
っ
て
、
自
然
法
と
は
、

「
生
気
の
あ
る
自
然
か
ら
生
じ
た
一
定
の
本
能
的
衝
動
」
で
あ
り
、
「
こ
れ
に
よ
っ

て
個
々
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
、
一
定
の
様
式
に
お
い
て
行
動
す
る
よ
う
導
か

れ
る
」
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
法
と
は
「
自
然
、
す
な
わ
ち
神
自
身
が

あ
ら
ゆ
る
生
物
に
教
え
る
と
こ
ろ
の
法
で
あ
る
」
。
あ
ら
ゆ
る
生
物
が
、
「
生
ま
れ

な
が
ら
に
、
す
な
わ
ち
自
然
的
本
能
に
よ
っ
て
」
自
然
法
を
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
自
然
法
は
「
合
理
的
お
よ
び
非
合
理
的
な
す
べ
て
の
被
造
物
」

に
与
え
ら
れ
た
衝
動
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
正
義
」
は
「
合
理
的
被
造
物
」
の

み
を
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
合
理
的
被
造
物
た
る
人
間
に
即
し
て
い
え
ば
、
自

然
法
と
は
、
「
個
々
の
人
間
が
自
然
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
自
己
に
正
当
に
帰
属
す

べ
き
一
定
の
も
の
」
を
指
す
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
「
正
義
」
に
相
当
す
る
。
自

然
法
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
の
な
か
で
「
最
も
衡
平
に
適
っ
た
法
」
で
あ
り
、
人
び
と

が
陥
っ
た
誤
り
は
、
自
然
法
に
由
来
す
る
「
自
然
的
エ
ク
ィ
テ
ィ
（natural 

equity

）
」
に
よ
っ
て
正
さ
れ
る
の
で
あ
る 

３ 

。 

他
方
、
自
然
法
の
う
ち
、
理
性
的
被
造
物
と
し
て
の
人
間
に
の
み
固
有
の
も
の
は

「
万
民
法
（jus gentium

）
」
と
呼
ば
れ
る
。
万
民
法
は
、
男
女
の
結
合
や
両
性
相

互
の
同
意
に
基
づ
く
婚
姻
、
子
ど
も
の
生
殖
と
躾
、
両
親
お
よ
び
国
へ
の
服
従
義
務
、

暴
力
に
抵
抗
す
る
権
利
な
ど
、
「
人
間
に
の
み
共
通
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ

る
民
族
の
人
び
と
が
用
い
る
共
通
の
法
で
あ
る
。
そ
し
て
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
、
各
国
の

領
土
や
各
人
の
所
有
地
の
「
境
界
」
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
万
民
法
に
よ
っ
て

で
あ
る
と
い
う 

４ 

。
す
な
わ
ち
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
人
間
が
「
自

由
（libertas

）
」
を
獲
得
し
、
自
ら
の
解
放
を
可
能
と
す
る
の
は
、
「
自
然
法
」
に

基
づ
い
て
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
然
法
に
よ
っ
て
「
自
然
的
な
権
利
」
を
手
に
す
る
。

そ
れ
は
「
制
限
さ
れ
た
り
、
削
減
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
え
て
も
、
廃
止
し
た

り
、
完
全
に
取
り
去
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
不
変
の
も
の
」
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
万
民
法
に
よ
っ
て
も
そ
の
権
利
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
万

民
法
が
与
え
る
の
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
見
解
で
は
、
各
国
の
分
立
や
王
国
の
設
立
、

所
有
権
の
区
分
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
権
の
「
境
界
」
の
設
定
で
あ
る
。
た
だ
し

ブ
ラ
ク
ト
ン
は
、
所
有
権
の
根
拠
そ
れ
自
体
は
、
万
民
法
に
で
は
な
く
、
「
旧
約
聖

書
」
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う 

５ 

。 

こ
の
よ
う
に
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
理
解
で
は
、
自
然
法
が
人
び
と
に
「
自
然
的
な
権

利
」
を
付
与
し
、
旧
約
聖
書
が
「
所
有
権
」
成
立
の
根
拠
を
提
供
し
、
そ
し
て
万
民
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法
が
王
国
の
領
有
や
各
人
の
所
有
の
「
境
界
」
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

う
し
た
枠
組
み
の
延
長
線
上
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
が
把
握
さ
れ
て
い

く
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い
う
国
家
に
お
い
て
「
人
格
（persons

）
」
や

「
事
柄
（things
）
」
、
「
行
為
（actions

）
」
な
ど
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
具
体
的

な
権
利
を
確
立
さ
せ
た
の
が
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
慣
習
」
で
あ
る
と 

６ 

。
こ

の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
共
通
の
国
法
と
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
王
国
全
体
で
用

い
ら
れ
て
き
た
「
不
文
の
法
と
慣
習
」
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
特
殊
性
を
次
の
よ
う
に

指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
国

全
体
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
「
法
（lex

）
」
と
は
通
常
、
「
成
文
法
」
の
も
の
を
意

味
す
る
。
し
か
し
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
「
不
文
の
法
」
で
あ
り
な
が
ら
、
王
国
全

体
を
規
定
す
る
、
ま
さ
し
く
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
（lex Anglicanas

）
」
と
呼
ぶ
に

相
応
し
い
慣
習
法
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る 

７ 

。
本
来
、
慣
習
と
い
う
も
の
は
「
そ

れ
を
用
い
る
人
び
と
の
慣
行
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
て
き
た
地
域
に
お
い
て
」
効
力
を

発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
慣
習
法
と
は
地
域
的
な
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
場
合
の
よ
う
に
、
「
長
期
の
使
用
」
か
ら
生
ず
る
「
慣

習
の
権
威
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
時
と
し
て
「
法
（lex

）
と
し
て
の
位
置
に
つ
く
」

こ
と
が
あ
る
、
と
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
い
う 

８ 

。
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
本
質

的
な
特
徴
と
し
て
示
し
た
こ
の
論
点
は
、
第
三
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
一
七
世
紀

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
「
古
来
の
国
制
」
論
に
お
い
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性

を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
際
に
も
、
重
要
な
思
考
の
枠
組
み
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い

る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
さ
ら
に
慣
習
法
が
王
国
共
通
の
「
法
（lex

）
」
と
し
て
の
効
力

を
獲
得
す
る
形
式
に
つ
い
て
、
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
慣

習
は
、
そ
れ
ら
を
用
い
る
人
び
と
の
同
意
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
、
国
王
の
宣
誓
に
よ

っ
て
確
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
９ 

。
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
と
っ
て
、
法
と
は
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
全
体
の
「
一
般
的
同
意
」
を
意
味
し
、
そ
こ
に
は
「
神
に
由
来
」
す
る
「
正

義
」
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
「
ユ
ー
ス
（jus

）
」
と
し
て
の
性
格
を
併
せ

持
ち
、
そ
れ
ゆ
え
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
は
「jus

とlex

は
同
義

で
あ
る
」
と
い
う 

１
０ 

。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
な
か
に
「
ユ
ー
ス
（jus

）
」
と
し
て
の

側
面
を
強
調
す
る
こ
う
し
た
態
度
は
、
不
文
の
慣
習
法
の
卓
越
性
を
同
じ
く
不
文
の

自
然
法
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
主
張
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
同
じ

よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
自
然
法
の
体
系
の
な

か
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
古
来
の
慣
習
」
を
機
能
的
に
位
置
づ
け
る
フ
ォ
ー
テ
ス
キ

ュ
ー
に
お
い
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
顕
著
に
表
現
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
し
て
ま
た
一
七

世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
「
古
来
の
国
制
」
論
の
な
か
で
展
開
し
た
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
至
上
性
の
主
張
に
お
い
て
も
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。 

ブ
ラ
ク
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法

と
慣
習
」
は
、
そ
れ
な
し
に
は
人
び
と
が
「
正
義
を
行
う
」
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

な
、
す
な
わ
ち
「
人
と
人
と
の
間
に
公
正
な
判
断
を
与
え
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
よ

う
な
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る 

１
１ 

。
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ
く
「
正

義
を
行
う
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
創
出
さ
れ
た
「
国
王
」
の
統
治
に
お
い
て
も
、
「
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
慣
習
」
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。 
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（
二
）
制
限
君
主
制
の
理
念
―
法
に
従
う
「
良
き
統
治
」
― 

 

ロ
ー
マ
法
の
造
詣
が
深
か
っ
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
言
説
に
は
、
一
方
で
王
権
の
絶

対
主
義
的
、
権
威
主
義
的
な
側
面
に
関
わ
る
言
及
が
見
ら
れ
る
と
同
時
に
、
他
方

で
は
「
国
王
は
神
と
法
の
下
に
あ
る
」
と
い
っ
た
立
憲
主
義
的
な
観
念
が
説
か
れ

て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
か
れ
の
言
説
を
、
絶
対
主
義
的
に
参
照
し
た
り
、
立
憲
主

義
的
に
引
証
し
た
り
と
い
う
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
解
釈
を
生
み
出
し
て
き
た
。

実
際
、
後
述
す
る
よ
う
に
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
は

コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
人
民
間
訴
訟
裁
判
所
主
席
裁
判
官
の
任
に
あ
っ
た
際
、

「
国
王
の
禁
止
令
状
事
件
」
（Prohibitions del R

oy, 1607
）
に
お
い
て
、
国

王
が
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
カ
ン
タ
ベ
リ

ー
大
主
教
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
（R

ichard B
ancroft : 1544-1610

）

の
訴
え
と
、
そ
れ
に
同
調
す
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
に
対
し
、
「
国
王
は
人
の
下
に

あ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
神
と
法
の
下
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
ブ
ラ
ク
ト
ン

の
言
葉
を
引
証
し
て
法
の
支
配
に
よ
る
制
限
君
主
制
を
説
い
て
い
る
し 

１
２

、
他

方
、
ロ
ー
マ
法
学
者
カ
ウ
エ
ル
が
『
解
釈
者
』
（The Interpreter

）
の
な
か
で

「
絶
対
君
主
制
（absolute M

onarchy

）
」
の
議
論
を
展
開
し
、
国
王
の
絶
対

的
権
力
を
説
い
た
際
に
そ
の
典
拠
と
し
た
の
も
や
は
り
ブ
ラ
ク
ト
ン
で
あ
っ
た 

１
３ 

。
こ
の
よ
う
に
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
言
説
に
は
、
後
世
の
論
者
が
国
王
権
力
の
絶

対
化
を
図
る
際
の
論
拠
に
も
、
ま
た
法
の
支
配
を
説
く
制
限
君
主
制
を
説
く
際
の

論
拠
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
な
両
義
的
性
格
が
確
認
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、

彼
の
法
と
統
治
の
理
念
に
つ
い
て
、
そ
の
主
要
な
枠
組
み
を
再
構
成
し
て
お
こ
う
。 

ブ
ラ
ク
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
国
王
が
創
出
さ
れ
た
の
は
、
「
す
べ
て
の
人
び
と
に

正
義
を
行
う
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
で
あ
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
と
っ
て
、
「
正
義
」

と
は
「
各
人
に
彼
の
権
利
を
与
え
る
」
こ
と
を
意
味
す
る 

１
４ 

。
各
人
を
正
当
に

取
り
扱
い
正
義
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
「
平
和
」
は
容
易
く
崩

れ
去
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
目
的
の
た
め
に
、
国
王
は
「
地
上
に

お
け
る
神
の
代
理
人
」
と
し
て
、
「
正
」
と
「
不
正
」
、
「
衡
平
」
と
「
不
衡
平
」

を
区
別
し
、
各
人
が
自
ら
に
帰
属
す
る
も
の
を
正
当
に
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
そ
の
権
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ブ
ラ
ク
ト
ン

に
と
っ
て
「
正
義
」
と
は
、
各
人
が
自
己
に
帰
属
す
べ
き
も
の
を
正
当
に
享
受
で

き
る
こ
と
を
意
味
し
、
国
王
の
権
力
は
、
こ
の
正
義
を
社
会
全
体
に
お
い
て
実
現

す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
彼
が
国
王
（rex

）
と
呼
ば
れ

る
の
は
」
、
単
に
「
支
配
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「
良
き
統
治
を
行

う
こ
と
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
彼
は
「
良
き
統
治
を
行
う
限
り
に
お
い
て
国
王
で

あ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
も
し
彼
が
「
暴
力
に
よ
る
排
他
的
支
配
」
に
よ
っ
て
人
民

を
抑
圧
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
単
な
る
「
暴
君
（tyrannus

）
」
に
す
ぎ
な
い
。
国

王
は
「
正
義
を
行
う
限
り
に
お
い
て
、
永
遠
な
る
国
王
﹇
神
﹈
の
代
理
人
で
あ
る

か
ら
、
不
正
へ
と
逸
脱
し
て
し
ま
え
ば
、
悪
魔
の
僕
」
（
﹇ 

﹈
は
筆
者
）
と
化
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る 
１
５ 

。 

国
王
が
こ
の
よ
う
に
不
正
へ
逸
脱
し
た
暴
君
と
化
し
て
、
人
民
を
抑
圧
す
る
と
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い
う
事
態
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
そ
し
て
国
王
の
本
来
の
目
的
た
る
正
義
の
実
行
の

た
め
に
「
良
き
統
治
を
行
う
こ
と
」
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
に

よ
れ
ば
、
「
国
王
の
権
力
を
法
に
よ
っ
て
抑
制
す
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
と
っ
て
法
と
は
「
権
力
の
手
綱
」
で
あ
っ
て
、

「
法
に
従
っ
て
」
統
治
す
る
こ
と
が
、
「
良
き
統
治
を
行
う
」
こ
と
に
つ
な
が
る

の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
「
良
き
統
治
を
行
う
こ
と
」
が
神
の
代
理
人

と
し
て
の
国
王
が
権
力
を
持
つ
こ
と
の
条
件
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
に
従
っ
て
統

治
す
る
こ
と
以
上
に
、
国
王
に
と
っ
て
最
適
な
統
治
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
は
い
う
。
「
法
に
従
っ
て
統
治
す
る
こ
と
以
上
に
至
高
の
統
治
権
力

は
な
い
」
と
。
国
王
が
「
法
に
従
っ
て
統
治
す
る
こ
と
」
と
は
、
「
法
が
国
王
に

与
え
て
き
た
も
の
」
に
国
王
が
服
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
法

が
国
王
に
与
え
る
も
の
」
に
国
王
が
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
正
当
な
国
王
と

な
り
得
る
。
す
な
わ
ち
「
法
が
彼
を
国
王
に
す
る
」
の
で
あ
る 

１
６ 
。
し
た
が
っ

て
、
確
か
に
国
王
は
「
王
国
内
に
お
い
て
比
類
な
き
存
在
」
で
あ
る
が
、
し
か
し

「
法
が
国
王
を
つ
く
る
が
ゆ
え
に
、
国
王
は
人
の
下
に
あ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、

神
の
下
に
、
そ
し
て
法
の
下
に
は
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
言
明

す
る 

１
７ 

。
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
と
っ
て
「
神
の
下
に
あ
る
」
と
は
「
法
の
下
に
あ
る
」

こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ク
ッ
ク
ら
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
時
代
の
コ

モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
し
ば
し
ば
引
証
す
る
「
国
王
は
人
の
下
に
あ
る
べ
き
で
は
な

い
が
、
神
と
法
の
下
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
、
先
述
の
格
律
が
定
式
化
さ

れ
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
法
に
従
う
統
治
の
理
念
は
、
服
す
る
と
こ
ろ
の
法
の
性
格
、

つ
ま
り
法
の
制
定
手
続
の
問
題
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し

国
王
が
立
法
者
と
し
て
、
自
ら
の
意
思
を
法
と
す
る
な
ら
ば
、
法
に
従
う
統
治
と

は
、
せ
い
ぜ
い
国
王
に
よ
る
自
己
規
律
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
法
に
よ
る
権
力
の

制
約
は
、
法
の
制
定
手
続
に
お
け
る
権
力
の
制
約
を
伴
っ
て
は
じ
め
て
有
効
な
も

の
と
な
る
。
法
を
「
権
力
の
手
綱
」
と
表
現
し
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
権
力
観
か
ら
す

れ
ば
、
当
然
そ
こ
に
は
法
の
制
定
手
続
に
お
け
る
権
力
の
制
限
に
つ
い
て
の
洞
察

が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
は
い
う
。
法
と
は
「
国
王
自
身
の
意
思
か
ら

無
思
慮
に
提
議
さ
れ
た
何
も
の
か
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
彼
の
大
諸
侯
か
ら
な

る
評
議
会
と
と
も
に
正
し
く
決
断
さ
れ
て
き
た
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ

に
は
、
「
熟
慮
と
諮
問
（deliberation and consultation

）
」
が
存
在
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
指
摘
す
る 

１
８ 

。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て

法
と
は
、
「
大
諸
侯
の
助
言
と
同
意
と
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（res publica

）
の

一
般
的
同
意
に
よ
っ
て
、
正
し
く
決
断
さ
れ
、
是
認
さ
れ
て
き
た
も
の
」
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る 

１
９ 

。 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
成
立
を
こ
の
よ
う
に
把
握
す
る
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
認
識
か
ら

す
れ
ば
、
当
然
、
国
王
は
法
の
成
立
に
関
わ
っ
た
当
事
者
た
ち
の
同
意
な
く
自
由

に
法
を
改
変
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
い
う
。
そ
れ
ら
は
、
「
発
布
さ
れ
た

際
に
助
言
と
同
意
を
与
え
た
す
べ
て
の
人
び
と
の
共
通
の
同
意
な
し
に
は
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と 

２
０ 

。
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
時
代
に
は
、
い
ま
だ
議
会
が
形

成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら 

２
１ 

、
彼
の
場
合
に
は
、
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
一
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般
的
同
意
」
と
は
大
諸
侯
か
ら
な
る
「
国
王
評
議
会
」
の
「
助
言
と
同
意
」
に
求

め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
枠
組
み
と
し
て
は
、
君
主
が
統
治
に
お
い
て
従
う
と
こ

ろ
の
法
を
、
被
治
者
の
参
加
を
と
も
な
っ
た
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
「
一
般
的
同
意
」

を
通
じ
て
、
制
定
手
続
上
の
制
約
を
図
る
と
い
う
思
考
の
枠
組
み
が
確
認
さ
れ
う

る
。 コ

モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
な
い
し
王
国
全
体
の
「
一
般
的
同
意
」
と
い
う
観
念
は
、
ブ

ラ
ク
ト
ン
か
ら
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
、
そ
し
て
一
七
世
紀
の

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
至
る
ま
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
と
法
の
観
念
を
時
代

的
に
通
底
す
る
最
も
基
本
的
な
要
素
で
あ
る
と
い
え
る
。
後
の
考
察
で
そ
れ
ぞ
れ

詳
述
す
る
よ
う
に
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
以
後
、
た
と
え
ば
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い

て
は
、
よ
り
端
的
に
「
議
会
」
を
通
じ
た
「
人
民
の
同
意
」
と
し
て
展
開
さ
れ
、

そ
れ
は
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
に
と
っ
て
「
血
液
」
の
ご
と
き
重
要
な
要
素
で

あ
る
と
見
な
さ
れ
る
し
、
ま
た
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
王
国
全
体
の
一
般
的
同
意

と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
議
会
の
も
つ
「
絶
対
的
権
力
」
が
説
か
れ
て
い
く
。
さ

ら
に
一
七
世
紀
の
「
古
来
の
国
制
」
論
に
お
い
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性

を
議
会
権
力
に
引
き
つ
け
な
が
ら
論
じ
て
い
く
が
ゆ
え
に
、
当
然
、
議
会
を
通
じ

た
王
国
全
体
の
「
一
般
的
同
意
」
は
最
も
重
要
な
観
念
で
あ
っ
た
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
制
限
君
主
制
の
理
念
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
以

降
の
伝
統
の
な
か
で
つ
ね
に
、
法
に
よ
る
制
約
と
法
制
定
手
続
に
お
け
る
制
約
と

い
う
、
王
権
に
対
す
る
二
重
の
制
約
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。 

 

 

（
三
）
王
権
の
至
上
性
と
元
首
立
法
権 

 

以
上
の
よ
う
に
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
著
作
の
な
か
に
は
、
法
に
よ
る
国
王
権
力
の

制
約
を
説
く
言
説
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
こ
う
し
た
制
限
君
主
制
の
理
念
と
一
見

背
反
す
る
王
権
の
至
上
性
に
言
及
し
た
議
論
も
併
せ
て
確
認
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

「
国
王
に
対
し
て
は
、
い
か
な
る
令
状
も
発
せ
ら
れ
な
い
か
ら
、
彼
が
自
ら
の
行

為
を
修
正
し
、
改
め
る
よ
う
に
求
め
る
に
は
、
た
だ
請
願
の
機
会
の
み
が
あ
る
で

あ
ろ
う
。
も
し
彼
が
修
正
し
な
い
な
ら
、
彼
は
神
の
復
讐
を
待
つ
こ
と
に
な
る
の

だ
と
い
う
こ
と
が
、
彼
に
と
っ
て
は
十
分
な
罰
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
「
何

人
も
国
王
の
行
為
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
な
い
し
、
ま
し
て
反
駁
し
よ
う
と
は
し

な
い
で
あ
ろ
う
」
２
２ 

と
。 

こ
う
し
た
王
権
の
至
上
性
を
説
く
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
見
解
は
、
彼
が
中
世
ロ
ー
マ

法
学
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ロ
ー
マ
法
の
元
首
立
法
権
に
関
す

る
彼
の
解
釈
の
問
題
と
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い 

２
３ 

。
ブ
ラ
ク
ト
ン

は
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
元
首
立
法
権
と
帝
国
法
（lex regia

）
に
関
す
る
ウ

ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
格
言
に
つ
い
て
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
文
は
、

ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
（
東
ロ
ー
マ
帝
国
）
の
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
に
よ
っ
て
編
纂
さ

れ
た
ロ
ー
マ
法
典
で
あ
る
『
学
説
類
纂
』
お
よ
び
『
法
学
提
要
』
に
収
録
さ
れ
た

一
節
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。
「
元
首
の
嘉
す
る
と
こ
ろ

の
も
の
は
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
。
な
ぜ
な
ら
国
民
は
、
元
首
の
命
令
権
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に
関
し
て
つ
く
ら
れ
た
帝
国
法
（Lex Regia

）
に
よ
っ
て
（cum

）
、
元
首
に
そ

の
一
切
の
命
令
権
と
職
権
（im

perium
 et potestas

）
と
を
譲
り
渡
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
」
２
４ 

。
こ
の
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
文
の
な
か
の
「
元
首
の
嘉
す
る
と
こ

ろ
の
も
の
は
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
」
と
い
う
部
分
は
、
元
首
な
い
し
君

主
の
権
限
強
化
の
た
め
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
箇
所
で
あ
り
、
と
き
に
ビ

ザ
ン
テ
ィ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ
の
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ニ
ズ
ム
的
理
解
は
、
第

五
章
で
ジ
ョ
ン
・
カ
ウ
エ
ル
の
「
絶
対
君
主
制
」
を
検
討
す
る
際
に
確
認
す
る
よ

う
に
、
王
権
の
絶
対
化
に
与
す
る
言
説
を
説
い
た
一
七
世
紀
の
ロ
ー
マ
法
学
者
に

よ
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

ブ
ラ
ク
ト
ン
は
、
こ
の
ロ
ー
マ
法
の
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
文
を
め
ぐ
っ
て
こ
う
述
べ

て
い
る
。
「
国
王
は
神
の
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
で
あ
り
、
代
理
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

支
配
に
お
い
て
は
法
に
よ
り
権
威
づ
け
ら
れ
た
以
外
の
い
か
な
る
行
動
を
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
つ
ぎ
の
こ
と
は
こ
れ
と
矛
盾
し
な
い
。
『
元
首
の
嘉

す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
法
律
の
効
力
を
有
す
る
』
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
法
律
は
続

け
て
、
『
元
首
の
命
令
権
に
関
し
て
定
式
化
さ
れ
た
帝
国
法
に
従
っ
て
…
』
と
言

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
２
５ 

。
こ
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
文
章
は
、
そ
の
解
釈
を
め

ぐ
っ
て
し
ば
し
ば
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
箇
所
で
あ
る
。
国
王
が
神
の
サ
ー

ヴ
ァ
ン
ト
お
よ
び
代
理
人
と
し
て
、
そ
の
支
配
が
法
に
よ
る
権
威
づ
け
に
基
づ
く

と
す
る
文
章
は
、
立
憲
主
義
的
な
解
釈
を
伴
う
の
に
対
し
て
、
後
段
の
元
首
な
い

し
国
王
の
意
思
こ
そ
が
法
で
あ
る
と
い
う
文
章
は
、
王
権
の
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ニ
ズ
ム

的
・
権
威
主
義
的
な
理
解
と
つ
な
が
る
。 

ブ
ラ
ク
ト
ン
の
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
文
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
「
こ
の
元
首
の
嘉
す
る

と
こ
ろ
の
も
の
は
法
律
の
効
力
を
有
す
る
」
と
い
う
ロ
ー
マ
法
の
格
律
を
引
用
し
た

後
、
そ
こ
に
「
帝
国
法
に
し
た
が
っ
てcum

 

」
と
い
う
箇
所
が
意
図
的
に
読
み
込
ま

れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
彼
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
の
伝
統
に
則
す
る
よ

う
な
形
で
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
文
を
解
釈
し
直
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、cum

を
接

続
詞
で
は
な
く
前
置
詞
と
し
て
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
王
の
意
思
は
、
帝
国

法
と
一
致
し
、
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

解
釈
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
あ
っ
て
は
大

諸
侯
の
助
言
と
そ
れ
に
基
づ
く
十
分
な
熟
慮
を
経
た
う
え
で
、
つ
ま
り
同
意
を
得
た

う
え
で
は
じ
め
て
国
王
の
意
思
は
、
法
と
し
て
の
至
高
性
を
持
つ
の
だ
と
結
論
づ
け

る
わ
け
で
あ
る
。 

 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ

ン
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
文
を
引
用
す
る
際
、
原
文
の
あ
る
箇
所
を
意

図
的
に
省
略
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
文
で
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン

が
引
用
し
た
理
由
文
の
「
帝
国
法
に
従
っ
て
」
の
後
に
、
「
国
王
か
ら
譲
り
渡
さ
れ

た
一
切
の
命
令
権
お
よ
び
職
権
」
と
い
う
文
が
続
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ

ラ
ク
ト
ン
で
は
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
セ
ル
デ
ン
に
よ
れ

ば
、
こ
の
欠
落
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
よ
る
意
図
的
な
省
略
で
あ
る
と
い
う
。
「
ブ
ラ

ク
ト
ン
の
頃
に
は
、
外
国
の
学
者
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
学
者
も
、
他
の
書
物
と
同
様
、

転
写
さ
れ
た
『
学
説
類
纂
』
の
完
全
な
コ
ピ
ー
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
自
身
が
契
約
の
方
式
に
関
す
る
議
論
の
な
か
で
勅
法
典
、
学
説
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類
纂
の
転
写
が
こ
の
国
で
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
語
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
十
分
に
明
ら
か
で
あ
る
」 

２
６ 

。
そ
し
て
、
セ
ル
デ
ン
は
、
こ
の
ブ
ラ

ク
ト
ン
の
省
略
の
意
図
を
こ
う
説
明
す
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
、
「
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
や

ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
と
違
っ
て
、
自
身
の
主
題
、
そ
う
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制

を
論
じ
る
場
合
、
と
く
に
諸
身
分
の
会
議
に
関
し
て
一
貫
し
て
価
値
あ
る
多
く
の
も

の
を
引
用
す
る
の
で
あ
る
」 
２
７ 
。
こ
の
よ
う
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
代
表

的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
セ
ル
デ
ン
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
ウ
ル
ピ

ア
ヌ
ス
文
解
釈
を
通
し
て
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
意
図
が
も
っ
ぱ
ら
法
に
よ
る
制
限
君
主

制
に
あ
っ
た
点
を
指
摘
す
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法
の
部
分
的
継
受
が
行
わ
れ
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
言
説
の

な
か
に
は
、
君
主
権
力
を
め
ぐ
っ
て
論
争
の
余
地
が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｃ
・
Ｈ
・
マ
ク
ワ
ル
ワ
イ
ン
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
こ
う
し
た
王

権
の
両
義
的
な
性
格
を
、
「
統
治
（gubernatio

）
」
と
「
司
法
（jurisdictio

）
」

と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
説
明
す
る
こ
と
で
理
解
し
よ
う
と
試
み
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
王
権
の
作
用
の
う
ち
、
臣
民
の
自
由
に
関
わ
り
を
持
ち
、
そ
の
限

り
で
法
の
拘
束
が
妥
当
す
る
領
域
を
「
司
法
」
と
し
て
捉
え
、
他
方
、
臣
民
の
自
由

に
は
直
接
関
係
せ
ず
、
叛
乱
の
鎮
圧
や
国
土
の
防
衛
、
平
和
の
維
持
な
ど
の
よ
う
に

高
度
な
政
治
的
決
断
を
要
す
る
領
域
に
つ
い
て
は
、
法
的
な
統
制
を
受
け
ず
に
国
王

の
自
由
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
「
統
治
」
の
領
域
と
し
て
把
握
す
る 

２
８ 

。
マ
ク
ワ
ル

ワ
イ
ン
は
こ
の
図
式
を
、
一
三
世
紀
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
、
一
五
世
紀
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ

ュ
ー
、
一
六
世
紀
の
ス
ミ
ス
、
そ
し
て
一
七
世
紀
の
ク
ッ
ク
を
始
め
と
す
る
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
を
通
底
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
の
共
通
認
識
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
安
藤
高
行
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
す
で
に
一
三
世
紀

に
お
い
て
臣
民
の
自
由
に
関
わ
る
「
司
法
」
と
い
う
王
権
の
作
用
と
、
そ
れ
以
外
の

高
度
な
「
統
治
」
と
い
う
王
権
の
作
用
に
つ
い
て
明
確
な
認
識
を
備
え
て
い
た
と
は

思
え
な
い
し
、
実
際
に
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
そ
の
著
作
の
な
か
で
法
の
制
約
に
関
す
る
記

述
と
王
権
の
至
上
性
に
関
す
る
記
述
と
を
上
記
の
よ
う
な
王
権
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
区
分
し
て
明
確
な
形
で
使
い
分
け
て
い
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
国
王
の
専
権

事
項
を
意
味
す
る
「
国
王
大
権
」
と
し
て
の
高
度
な
統
治
の
領
域
が
存
在
す
る
と
い

う
認
識
が
明
確
に
現
れ
て
く
る
の
は
、
一
六
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る 

２
９ 

。
そ
の
意
味
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
の
法
と
国
制
の
観
念
の
な
か
に
は
、

マ
ク
ワ
ル
ワ
イ
ン
が
言
う
よ
う
な
「
統
治
」
と
「
司
法
」
に
相
当
し
う
る
王
権
の
二

つ
の
領
域
が
明
確
に
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
一
七
世
紀
前
期
の
コ

モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
、
こ
う
し
た
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
の
枠
組
み
の
延
長
線
上
で
絶
対
的

な
国
王
大
権
に
対
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
議
会
を
通
じ
た
二
重
の
制
約
を
図
ろ
う
と

試
み
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

そ
こ
で
最
後
に
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
言
説
の
要
点
を
筆
者
な
り
に
簡
潔
に
指
摘
し
て

お
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
三
つ
の
論
点
に
お
い
て
把
握
で
き
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
王
権
に
関
す
る
言
説
の
要
点
と
し
て
ま
ず
第
一
に
挙
げ

ら
れ
る
の
は
、
王
国
内
に
お
い
て
王
権
が
「
人
」
の
支
配
な
い
し
拘
束
を
受
け
な
い

性
格
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
す
べ
て
の
者
は
国
王
の

下
位
に
あ
り
、
国
王
は
、
唯
一
、
神
を
除
い
て
は
、
誰
び
と
の
下
に
も
服
さ
な
い
」
。
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そ
れ
ゆ
え
、
「
国
王
は
王
国
内
に
お
い
て
比
類
す
べ
き
も
の
を
持
た
な
い
」
と
。
そ

し
て
第
二
の
重
要
な
論
点
は
、
唯
一
拘
束
を
受
け
る
「
神
の
下
に
」
存
す
る
王
権
と

い
う
形
式
を
、
神
の
正
義
に
由
来
し
た
「
法
の
下
に
」
存
す
る
王
権
と
い
う
制
約
の

形
式
へ
と
現
実
に
移
し
換
え
て
い
く
点
で
あ
る
。
「
国
王
は
神
の
代
理
人
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
彼
が
法
の
下
に
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
点
は
、
地
上
に
お
け
る
神
の
代
理

人
た
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
明
確
に
現
れ
て
い
る
」
。

し
た
が
っ
て
、
「
国
王
は
人
の
下
に
存
在
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
神
の
下
に
、
そ
し

て
法
の
下
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
が
国
王
を
つ
く
る
か
ら
で
あ
る
」

と
。
そ
し
て
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
い
う
こ
の
法
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
慣
習
と

し
て
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
法
を
指
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
立
法
者
の
意
思
に
よ

る
単
な
る
人
為
的
規
定
で
は
な
い
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
不
文
の
慣
習

法
を
「
ユ
ー
ス
（Jus

）
」
と
し
て
言
及
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
最
後
に
第
三
の
要
点

と
し
て
、
し
か
し
な
が
ら
国
王
に
対
し
て
法
を
強
制
的
に
遵
守
さ
せ
る
よ
り
上
位
の

人
な
い
し
機
関
は
王
国
内
に
存
在
し
な
い
と
い
う
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治

構
造
が
も
つ
限
界
性
に
つ
い
て
の
現
実
的
な
認
識
で
あ
る
。
「
国
王
に
対
し
て
は
、

い
か
な
る
令
状
も
発
せ
ら
れ
な
い
か
ら
、
彼
が
自
ら
の
行
為
を
修
正
し
、
改
め
る
よ

う
に
求
め
る
に
は
、
た
だ
請
願
の
機
会
の
み
が
あ
る
で
あ
ろ
う
」 

３
０ 

。
こ
の
よ
う

に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
言
説
が
法
に
よ
る
制
限
君
主
制
の
原
理
を
展

開
し
よ
う
と
す
る
点
に
主
た
る
狙
い
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
彼

の
王
権
の
無
統
制
に
関
す
る
言
説
は
、
法
に
よ
る
制
限
君
主
制
に
伴
っ
て
い
る
現
実

上
の
限
界
に
つ
い
て
の
彼
の
認
識
と
し
て
理
解
し
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
国
王
裁
判
所
の
裁
判
を
通
じ
て
確
立
さ
れ
た
新
た
な
慣
習
法
は
、

そ
の
形
成
か
ら
約
半
世
紀
後
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
考
察
に
よ
っ
て
、
聖
書
や
自
然
法
、

万
民
法
と
い
っ
た
体
系
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

法
と
慣
習
」
を
通
じ
た
制
限
君
主
制
の
論
理
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

が
「
法
の
支
配
」
の
論
理
を
展
開
す
る
際
に
重
要
な
先
例
と
し
て
し
ば
し
ば
参
照
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
お
い
て
は
、
聖
書
す
な

わ
ち
神
法
や
自
然
法
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
考
察
は
い
ま
だ
体
系
的
な
世
界
観
と

し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
法
に
よ
る
制
限
君
主
制
の
理
念
も
、
議

会
形
成
以
前
の
言
説
で
あ
る
と
い
う
事
情
も
相
俟
っ
て
、
必
ず
し
も
熟
成
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
神
法
や
自
然
法
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
と
の
関
連
性
、
お
よ

び
制
限
君
主
的
な
国
制
の
枠
組
み
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
続
く
一
五
世
紀
の
ジ
ョ

ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
継
承
さ
れ
、
発
展
的
に
議
論
さ
れ
て
い
く
こ
と

と
な
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
も
っ
ぱ
ら
ア
ー
ゾ
の
著
作
を
通
じ
た
ロ
ー
マ
法
の
影
響
の

下
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
考
察
し
た
の
に
対
し
て
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
場
合
は
、

む
し
ろ
ロ
ー
マ
法
に
対
抗
的
な
姿
勢
を
示
す
と
と
も
に
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の

ス
コ
ラ
哲
学
の
体
系
を
受
容
す
る
な
か
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
国
制
に
つ
い
て

の
考
察
が
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 
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第
二
節 

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー 

   

一
七
世
紀
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
「
古
来
の
国
制
」

論
を
展
開
す
る
際
に
最
も
頻
繁
に
引
証
し
た
の
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ

ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
と
い
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
な
法
学
者

た
ち
の
言
説
で
あ
っ
た
が
、
な
か
で
も
「
国
制
」
の
枠
組
み
に
関
し
て
は
、
彼
ら
は

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
言
説
に
依
拠
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
の

成
立
と
と
も
に
課
税
や
独
占
な
ど
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
絶
対
主
義
的
政
策
へ
の
懸
念

が
高
ま
る
な
か
、
庶
民
院
お
よ
び
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
こ
れ
に
対
抗
す
る
形
で
「
古

来
の
国
制
」
論
を
展
開
す
る
際
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
国
制
観
が
持
つ
意
義
は

改
め
て
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
言
説
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
と

が
結
合
し
た
ト
マ
ス
主
義
の
強
い
影
響
下
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ

け
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
自
然
法
の
観
念
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
法
思
想
に

お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
念

を
継
承
し
た
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
、
そ
の
思
考

作
業
に
あ
た
っ
て
ト
マ
ス
主
義
的
な
自
然
法
に
立
っ
た
存
在
論
的
な
規
範
の
う
え
に

立
脚
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る 

３
１ 

。
彼
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
、
こ
う
し
た

中
世
自
然
法
の
観
念
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
特
有
の
歴
史
の
観
念
と
結
合
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
「
古
来
の
国
制
」
論
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

  

（
一
）
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
歴
史
的
位
置 

  

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
ト
マ
ス
・
リ
ト
ル
ト
ン
（Thom

as Littleton

）
と
並

ん
で
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
固
有
の
法
を
再
興
し
た
一
五
世
紀
の
主
要
な
人
物
」
３
２ 

だ

と
さ
れ
る
。
リ
ト
ル
ト
ン
が
「
土
地
の
法
」
に
お
い
て
大
き
く
貢
献
し
た
の
に
対
し
、

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
と
く
に
「
国
制
」
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

法
に
重
要
な
貢
献
を
な
し
た
。
こ
れ
ら
二
人
の
人
物
の
貢
献
に
対
し
て
、
た
と
え
ば

一
七
世
紀
の
代
表
的
な
法
律
家
の
一
人
で
あ
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
は
、
次
の

よ
う
に
賛
嘆
し
て
い
る
。
彼
は
、
リ
ト
ル
ト
ン
に
つ
い
て
は
、
「
人
文
学
に
お
い
て

こ
れ
ま
で
書
か
れ
た
作
品
の
な
か
で
最
も
完
全
で
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
」 

３
３ 

と

評
価
し
、
他
方
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
つ
い
て
は
、
彼
の
代
表
的
な
作
品
で
あ
る

『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』（D

e Laudibus Legum
 Angliae

）
を
、

「
金
の
文
字
で
書
か
れ
る
べ
き
ほ
ど
重
要
で
価
値
あ
る
も
の
」
３
４ 

と
讃
え
て
い
た
。

と
り
わ
け
一
七
世
紀
の
政
治
社
会
に
お
い
て
「
国
制
」
の
問
題
が
激
し
く
論
議
さ
れ

た
局
面
に
お
い
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
国
制
を
論
じ
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ

ー
の
理
念
は
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
一
四
二
○
年
ま
で
リ
ン
カ
ー
ン
ズ
・
イ
ン
の
法
曹
学
院

に
在
籍
し
、
一
四
二
一
年
か
ら
は
議
会
に
お
い
て
活
動
。
さ
ら
に
四
二
年
に
は
ヘ
ン
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リ
ー
六
世
の
下
で
王
座
裁
判
所
の
主
席
裁
判
官
と
な
り
、
そ
し
て
一
四
六
一
年
に
大

法
官
に
任
命
さ
れ
た 

３
５ 

。
彼
の
代
表
作
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』

は
、
一
六
世
紀
半
ば
に
ラ
テ
ン
語
か
ら
英
語
へ
の
翻
訳
が
な
さ
れ
、
以
来
エ
リ
ザ
ベ

ス
治
世
期
か
ら
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
か
け
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
必
携
の
書

と
し
て
急
速
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
著
作
は
前
期
ス
テ
ュ
ア

ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
最
も
よ
く
読
ま
れ
た
作
品
の
一
つ
と
言
わ
れ
、
そ

の
意
味
で
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
法
と
国
制
の
理
念
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
知
的
教
養
と
し
て
広
く
共
有

さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
七
世
紀
の
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
言
説
の
な
か
に
は
、
し
ば
し
ば
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
へ

の
言
及
が
確
認
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン
は
、
一
六
一
六
年
に
自

ら
序
文
を
付
け
て
、
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』
の
英
訳
版
を
刊
行
し

て
い
る 

３
６ 

。
ま
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
は
、
『
判
例
集
（R

eports
）
』
の
序
文

に
お
い
て
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
説
明
を
詳
細
に
引
用
し
て
い

る 

３
７ 

。
こ
の
よ
う
に
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
法
思
想
は
、
変
容
や
修
正
を
受
け
つ

つ
も
、
後
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
大
き
な
思
想
的
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で

あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
重
要
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に

つ
い
て
は
、
通
常
、
法
思
想
史
の
文
脈
で
断
片
的
な
引
用
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
そ
の
法
と
国
制
の
理
念
を
体
系
的
に
考
察
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
こ
と

の
ほ
か
少
な
い 

３
８ 

。
そ
こ
で
、
立
憲
主
義
の
系
譜
を
た
ど
る
う
え
で
、
そ
の
重
要

な
エ
ポ
ッ
ク
と
な
る
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
と
の
関
連
か
ら
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー

の
法
と
国
制
に
関
す
る
言
説
を
再
構
成
し
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。 

 

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
法
の
観
念
は
多
く
の
点
で
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
そ
れ

に
近
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
と
く
に
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
「
自
然
法
」
に
関
す
る
思

想
を
か
な
り
受
容
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
か
ら
の
影
響
が
最
も
色
濃

く
現
れ
て
い
る
『
自
然
法
の
性
質
に
つ
い
て
』
（D

e N
atura Legis N

aturae

）
３
９ 

を
確
認
し
て
み
る
と
、
自
然
法
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
『
神
学
大
全
』
（Sum

m
a 

Theologiae

）
か
ら
の
頻
繁
な
参
照
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
統
治
形
態
の
問
題
に
つ
い

て
は
『
君
主
統
治
論
』
（D

e Regim
ine Principum

）
か
ら
の
引
用
も
見
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
こ
の
後
に
執
筆
さ
れ
た
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』
の
な
か

で
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
か
ら
の
明
示
的
な
引
用
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
『
自
然
法
の

性
質
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
確
認
さ
れ
た
ア
ク
ィ
ナ
ス
そ
の
他
の
引
証
は
、
『
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』
で
は
そ
の
多
く
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理

由
は
、
ク
ラ
イ
ム
ズ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
、
『
自
然
法
の
性

質
に
つ
い
て
』
の
執
筆
時
に
は
携
帯
し
て
い
た
蔵
書
の
多
く
を
、
王
妃
と
エ
ド
ワ
ー

ド
皇
子
に
随
行
し
た
一
四
六
三
年
の
フ
ラ
ン
ス
出
発
の
際
に
携
帯
し
え
ず
、
『
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
』
執
筆
時
（
一
四
七
○
年
頃
と
推
定
）
に
は
他
の
文
献
か
ら
の

正
確
な
参
照
や
引
用
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
と
さ
れ
る 

４
０ 

。
し
た
が
っ
て
、
『
イ

ン
ク
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』
で
展
開
さ
れ
た
彼
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
め
ぐ

る
考
察
も
、
本
稿
の
こ
の
後
の
内
容
的
分
析
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
や
は
り
そ

の
基
底
に
は
ア
ク
ィ
ナ
ス
的
な
自
然
法
の
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
後
年
執
筆
さ
れ
た
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
』
（The G

overnance of 

England
）
４
１ 

も
含
め
て
、
彼
の
体
系
的
著
作
で
あ
る
こ
れ
ら
三
つ
の
作
品
の
理
論

的
枠
組
み
は
、
そ
れ
ぞ
れ
強
調
点
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
基
本
的
に
は
同
一
の
も
の

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い 
４
２ 

。 

 

ま
た
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
著
作
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
へ
の
言
及
も
頻
繁
に

見
受
け
ら
れ
る
。
彼
は
著
作
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
を
参
照
し
て
い
る
が
、
と

く
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る 

４
３ 

。
フ

ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
受
容
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
影
響
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
法
の
説
明
も
、

「
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
者
の
解
釈
を
通
し
て
濾
過
さ
れ
た
」
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
説

明 

４
４ 

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
広
い
意
味
で
の
政
治
思
想
家
と
し
て
フ

ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
を
見
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
彼
を
独
創
的
な
思
想
家
と
見
な
す
こ

と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い 

４
５ 

。 

し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
思
考
は
、
他
方
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
制
度
に
関
す
る

理
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
独
自
の
光
彩
を
放
っ
て
い
る
。
フ
ォ
ー
テ
ス

キ
ュ
ー
の
独
自
性
は
、
ま
さ
に
ト
マ
ス
的
な
自
然
法
の
理
解
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣

習
法
と
統
治
形
態
に
関
す
る
考
察
と
の
結
び
つ
き
の
点
に
こ
そ
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

そ
こ
に
、
〈
歴
史
〉
と
し
て
の
古
来
の
慣
習
法
と
、
〈
存
在
論
〉
と
し
て
の
神
法
・

自
然
法
と
が
あ
る
特
有
の
形
で
結
合
し
あ
っ
た
型
の
観
念
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。 

 

 

（
二
）
自
然
法
と
神
法 

  

ま
ず
は
じ
め
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
自
然
法
理
解
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ

う
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
モ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る

ま
で
、
人
類
は
自
然
法
の
み
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（D

N
LN

 ,p.193.

）
。

彼
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
と
は
理
性
的
被
造
物
が
創
造
さ
れ
た
そ
の
当
初
に
起
源
を
持

ち
、
以
来
今
日
ま
で
変
化
す
る
こ
と
な
く
不
変
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
き
た
と
さ

れ
る
。
自
然
法
こ
そ
は
「
時
の
な
か
で
最
初
の
位
置
を
占
め
る
」
も
の
で
あ
り
、
そ

の
威
厳
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
凌
ぐ
。
そ
れ
は
「
正
義
」
に
由
来
す
る
「
自
然

的
衡
平
（natural equity

）
」
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
「
自
然
法
は
慣
習
や
制
定
法

よ
り
も
優
位
し
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
、
慣
習
法
で
あ
れ
制
定
法
で
あ
れ
、
自
然
法
に

反
す
る
も
の
は
す
べ
て
無
効
だ
と
み
な
さ
れ
る
（D

N
LN

 ,p.194,233.

）
。
フ
ォ
ー

テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
「
自
然
法
（Jus N

aturae

）
」
と
は
「
正
義
」
あ
る
い
は
「
衡

平
」
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
「
正
義
（justitia

）
」
の
名
か
ら
そ
う

呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
ま
さ
に
〈 jus 

〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
衡
平
で
善
な
る

も
の
す
べ
て
の
謂
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
〈 lex 

〉 

は
、
そ
れ
が
衡
平

で
善
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は 

〈 jus 

〉
に
適
っ
た
、
「 

〈 jus 

〉 

の
一
種
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
（D

N
LN

 ,pp.222-223.

）
。 

 

他
方
、
自
然
法
は
「
神
法
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
も
、
フ
ォ
テ
ス
キ
ュ
ー
は
い
う
。

彼
に
よ
れ
ば
、
神
法
と
自
然
法
と
の
関
係
は
母
と
娘
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
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彼
は
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
『
神
学
大
全
』
に
お
け
る
自
然
法
の
説
明
を
踏
襲
し
な
が
ら
、

「
自
然
法
と
は
理
性
的
被
造
物
に
お
け
る
永
久
法
の
分
有
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

（D
N

LN
 ,p.194, 240.

）
と
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
神
の
摂
理
」
に
服
し
て
い

る
と
こ
ろ
の
も
の
は
す
べ
て
「
永
久
法
」
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
永
久

法
の
刻
印
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
働
き
や
目
的
へ
の
傾
向
性
を
有
し
て
い
る
、

と
。
彼
は
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
引
証
す
る
。 

 

理
性
的
被
造
物
は
み
ず
か
ら
も
神
の
摂
理
の
分
有
者
と
な
っ
て
自
己
な
ら
び
に

他
の
者
の
た
め
に
配
慮
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
よ
り
卓
越
し
た
仕

方
で
神
の
摂
理
に
服
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
理
性
的
被
造
物
自
体
に
お
い
て

も
永
遠
な
る
理
性
が
分
有
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
し
い
行
為
お
よ
び
目
的
へ

の
自
然
本
性
的
な
る
傾
向
性
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
理
性
的
被
造
物
に
お
け

る
こ
の
よ
う
な
永
久
法
の
分
有
が
自
然
法
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
４
６

 

前
述
し
た
よ
う
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
定
法
や
慣
習

法
は
自
然
法
に
服
す
べ
き
も
の
だ
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
自
然
法
は
、
こ
の
よ
う
に
理

性
的
被
造
物
た
る
人
間
に
お
け
る
神
の
理
性
・
摂
理
の
分
有
と
し
て
神
法
に
基
礎
を

お
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
人
定
法
、
慣
習
、
国
制
の
持
つ
権
能
や
徳
性

は
究
極
的
に
は
す
べ
て
神
法
に
由
来
す
る
の
だ
と
、
彼
は
い
う
（D

N
LN

 ,p.241.

）
。 

 

こ
の
よ
う
に
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
解
は
、
基
本
的
に
は
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
神
法
、

永
久
法
、
自
然
法
、
人
定
法
と
い
う
枠
組
み
を
継
承
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
書

の
な
か
に
記
さ
れ
た
神
の
直
接
の
啓
示
た
る
「
神
法
」
、
全
宇
宙
を
創
造
し
支
配
す

る
神
の
理
性
な
い
し
摂
理
と
し
て
の
「
永
久
法
」
、
理
性
的
被
造
物
た
る
人
間
に
お

け
る
永
久
法
の
分
有
と
し
て
の
「
自
然
法
」
、
そ
し
て
自
然
法
か
ら
の
コ
ロ
ラ
リ
ー

と
し
て
導
出
さ
れ
、
君
主
の
権
威
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
共
同
体
の
掟
と
し
て
の
「
人

定
法
」
で
あ
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
永
久
法
は
、
宇
宙
の
支
配
者
と
し
て
の
神

の
な
か
に
存
在
す
る
諸
事
物
統
轄
の
理
性
自
体
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
神
の
本
質
と

同
一
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
真
の
法
と
し
て
絶
対
的
な
拘
束
力
を
持
ち
、

他
の
あ
ら
ゆ
る
法
の
源
泉
と
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
自
然
法
は
、
神
に

よ
っ
て
人
間
に
賦
与
さ
れ
た
「
自
然
的
理
性
の
光
」
に
よ
っ
て
、
永
久
法
か
ら
直
接

的
に
導
出
可
能
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。 

 

さ
ら
に
、
こ
の
ス
コ
ラ
的
な
法
理
解
の
摂
取
に
お
い
て
後
の
章
と
の
関
連
で
指
摘

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
自
然
法
と
人
定
法
（
あ

る
い
は
実
定
法jus regis

）
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、< Prim

a Secundae > 

と
い
う

当
時
の
有
名
な
問
題
（quaestiones

） 

を
明
ら
か
に
念
頭
に
お
い
て
考
察
し
て
い

た
点
で
あ
る 

４
７ 

。
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
法
は
、
神
的
理
性
の
現
れ
に

ほ
か
な
ら
ず
、
宇
宙
を
支
配
す
る
神
的
理
性
た
る
永
久
法
に
、
理
性
的
被
造
物
と
し

て
の
人
間
が
神
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
に
刻
印
さ
れ
た
自
然
理
性
に
よ
っ
て
参
画
・
分

有
す
る
と
こ
ろ
に
「
自
然
法
」
が
あ
る
。
人
定
法
は
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
自
然
法
か

ら
導
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、「
思
弁
的
理
性
（ratio 

speculativa
）
」
に
よ
る
も
の
と
「
実
践
的
理
性
（ratio practica

）
」
に
よ
る
も

の
と
の
二
つ
の
導
出
形
式
を
説
く
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
い
て
は
、
自
然
法
の
自
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明
の
諸
原
理
か
ら
人
間
の
持
つ
自
然
理
性
に
よ
る
推
論
を
通
じ
て
「
論
証
的

（dem
onstrativae

）
」
に
人
定
法
は
導
出
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
思
弁
的
理
性
」
に

よ
る
人
定
法
の
自
然
法
か
ら
の
導
出
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
人
定
法
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
政
治
社
会
の
地
域
的
情
況
に
応
じ
て
、
自
然
法
か
ら
「
個
別
的
確
定

（determ
inatio paticularis

）
」
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
る
形
式
を
説
く
。
こ
れ
が

「
実
践
的
理
性
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る 

４
８ 

。
こ
の
後
に
本
章
で
検
討
す
る
よ
う
に
、

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
自
然
法
と
人
定
法
と
の
関
係
性
に
お
い
て
、
論
証
に
よ
っ

て
導
出
さ
れ
る
自
然
法
の
準
則
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
社
会
の
情
況
に
照
ら

し
て
自
然
法
か
ら
の
個
別
確
定
的
な
導
出
を
要
す
る
「
実
践
的
理
性
」
の
働
く
局
面

に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
古
来
の
「
慣
習
法
」
と
い
う
リ
ア
リ
ズ
ム
の
世
界
を
機
能
的
に
据

え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
自
然
法
と
人
定
法
と
の
関
係
の
説
明
に
あ
た
っ
て
、

こ
う
し
た
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
枠
組
み
に
基
づ
く
、
第
一
次
的
な
自
然
理
性
と
第
二
次
的

な
実
践
理
性
と
い
う
ふ
た
つ
の
理
性
概
念
の
パ
ラ
レ
ル
な
組
み
合
わ
せ
と
、
そ
こ
へ

の
慣
習
法
の
機
能
的
位
置
づ
け
と
い
う
論
理
は
、
一
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
後
の
第
四
章
に
お
い
て
一
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
の
言
う
「
技
巧
的
理
性
（artificial reason

）
」
の
観
念
を
検
討
す
る
際

に
あ
ら
た
め
て
関
連
し
て
く
る
。 

 

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
は
、
こ
の
よ
う
に
ス
コ
ラ
哲
学
へ
の
傾
斜
が
明
確
に
確
認

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
ス
コ
ラ
哲
学
の
受
容
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー

に
限
ら
ず
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
初
期
に
か
け
て
の
一
般
的
傾
向
で
あ
っ
た
。

当
時
の
法
学
生
は
、
通
常
の
教
育
課
程
を
経
る
と
し
た
場
合
、
ま
ず
ス
コ
ラ
哲
学
と

教
会
法
の
学
習
か
ら
着
手
し
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
一
四
世
紀
の
ヘ
ン
リ
ー
・

ブ
ラ
ク
ト
ン
が
、
ロ
ー
マ
法
か
ら
法
の
修
練
を
は
じ
め
た
の
と
対
照
的
で
あ
っ
た
。

ロ
ー
マ
法
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
、
元
首
立
法
権
な
ど
を
論
じ
て
い
た
ブ
ラ
ク
ト

ン
の
言
説
が
、
時
と
し
て
国
王
大
権
を
擁
護
す
る
言
説
と
な
り
か
ね
な
か
っ
た
の
に

対
し
て
、
ト
マ
ス
主
義
の
知
的
枠
組
み
で
理
解
さ
れ
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
法
観

念
は
、
立
憲
主
義
を
導
き
出
す
の
に
よ
り
適
合
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ス
テ
ュ

ア
ー
ト
朝
へ
の
移
行
に
と
も
な
い
、
王
権
神
授
説
と
ロ
ー
マ
法
的
見
地
に
依
拠
し
た

絶
対
君
主
制
の
言
説
が
次
第
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
増
す
に
つ
れ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
た
ち
は
と
く
に
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
枠
組
み
を
再
編
す
る
形
で
「
古
来
の
国

制
」
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
う
し
た
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
法
概
念
の
枠
組
み
を
基
本
的
に
踏
襲
し
た
フ
ォ
ー
テ
ス

キ
ュ
ー
に
と
っ
て
、
「
法
（lex

）
」
と
は
、
よ
り
深
遠
な
倫
理
的
実
体
に
根
差
し
た

も
の
と
し
て
、
本
来
的
に
何
ら
か
神
聖
な
機
能
を
果
た
す
べ
き
も
の
と
し
て
把
握
さ

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
、
次
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
単
な
る
共
同
体
の
「
掟
」

に
と
ど
ま
ら
ず
、
究
極
的
に
は
神
の
「
祝
福
」
と
も
直
結
す
る
道
徳
的
規
範
と
し
て

の
特
徴
を
色
濃
く
帯
び
た
も
の
と
な
る 

４
９ 

。 

  
（
三
）
人
定
法
と
「
徳
」
の
実
現 

  

そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
「
法
（lex

）
」
の
問
題
を
め
ぐ
る
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
解
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に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
彼
は
、
法
を
概
ね
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義

し
て
い
る
。
「
法
と
は
、
正
し
き
事
を
命
じ
、
そ
の
反
対
の
こ
と
を
禁
じ
る
、
神
聖

な
掟
の
こ
と
で
あ
る
（Lex est sanctio sancta iubens honesta et prohibiens 

contraria

）
」
。
ま
た
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
し
ば
し
ば
依
拠
し
た
ロ
ー
マ
法
の
ウ
ル
ピ
ア

ヌ
ス
の
法
文
に
従
っ
て
、
法
と
は
「
善
と
衡
平
に
関
す
る
技
術
（ars boni et 

aequi

）
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
法
が
こ
の
よ
う
な
定
義
に
お
い
て

把
握
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
定
法
は
「
神
聖
な
」
も
の
と
み
な
さ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
究
極
的
に
は
、
「
人
間
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
す
べ
て
の
法
は
神
に

よ
っ
て
布
告
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
。
「
法
は
人
間
の
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
神

聖

な

も

の

で

あ

り

、

神

に

よ

っ

て

命

じ

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

」

と

（D
LLA

 ,pp.6/7-8/9.

（
一
）
四
一
―
四
二
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
神
の
権
威
に
基
礎

づ
け
ら
れ
た
神
聖
な
人
間
の
「
法
」
は
、
「
神
へ
の
畏
怖
」
の
念
を
産
み
出
す
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
彼
は
い
う
。
「
悪
か
ら
離
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ

そ
が
神
を
畏
れ
る
こ
と
の
悟
り
な
の
で
あ
る
が
、
法
は
ま
さ
に
こ
れ
を
教
え
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
法
は
ま
た
神
へ
の
畏
怖
を
も
産
み
出
す
の
で
あ
る
」

（D
LLA

 ,pp.6/7.

（
一
）
四
○
頁
）
。 

 

か
く
し
て
人
間
は
、
神
聖
な
掟
た
る
「
法
」
を
通
じ
て
神
を
畏
怖
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
賢
明
に
も
な
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
「
こ
の
世
に
お
い
て
獲
得
し
う
る
限
り
の

幸
福
と
祝
福
を
獲
得
す
る
」
こ
と
に
つ
な
が
る
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
「
幸
福
」

と
「
祝
福
」
と
い
う
観
念
を
手
掛
か
り
と
し
な
が
ら
、
神
聖
な
掟
た
る
人
定
法
が
人

間
に
果
た
す
機
能
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し
て
い
く
。
ま
ず
「
幸
福
」
に
つ
い
て
彼

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
幸
福
に
つ
い
て
は
哲
学
者
た
ち
が
実
に
さ
ま
ざ
ま
に
論

争
し
て
き
た
が
、
し
か
し
彼
ら
は
み
な
、
幸
福
な
い
し
祝
福
が
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
欲

求
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
意
見
が
一
致
し
て
い
た
」
。
そ
れ
ゆ
え
「
哲

学
者
の
う
ち
の
あ
る
者
は
、
幸
福
な
い
し
祝
福
を
最
高
善
（Sum

m
um

 Bonum

）

と
呼
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
逍
遥
学
派
、
ス
ト
ア
学
派
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
学
派

等
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
こ
の
「
幸
福
」
を
産
み
出
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
唯
一
の

も
の
、
そ
れ
は
「
徳
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
い
う
。
彼
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
に
お
け
る
幸
福
の
定
義
に
な
ら

っ
て
、
「
幸
福
と
は
徳
の
完
全
な
る
実
現
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。
こ
う
し
て
、
人

間
の
こ
の
世
で
の
生
の
目
的
で
あ
り
最
高
善
で
あ
る
「
幸
福
」
が
、
「
徳
」
に
よ
っ

て
産
み
出
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
彼
は
法
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
考

察
し
て
い
く
。 

 

人
定
法
（lex hum

ane

）
と
は
、
完
全
な
正
義
（perfecta iusticia

）
が
そ

れ
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
て
い
る
準
則
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
確
か
に
法
が
開

示
す
る
と
こ
ろ
の
正
義
と
は
、
平
均
的
正
義
な
い
し
配
分
的
正
義
と
呼
ば
れ
て

い
る
特
殊
な
も
の
で
も
、
他
の
何
か
ら
特
殊
な
徳
で
も
な
く
、
法
的
正
義

（justitia legalis

）
の
名
で
呼
ば
れ
る
完
全
な
徳
（virtus perfecta

）
な
の

で
あ
る
。 

 

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
的
正
義
は
、
そ
れ
が
「
す
べ
て
の
悪
徳
を
滅
し
、
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か
つ
す
べ
て
の
徳
を
教
示
す
る
」
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ま
さ
に
完
全
な
も
の
と

い
っ
て
よ
く
、
し
た
が
っ
て
「
そ
れ
は
正
当
に
も
全
き
徳
と
呼
ば
れ
て
い
る
」
の
だ

と
い
う
。
前
述
し
た
ご
と
く
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
幸
福
と
は
「
徳
の
完
全

な
る
実
現
」
を
意
味
し
た
が
、
人
間
世
界
に
あ
っ
て
徳
な
い
し
正
義
を
完
全
に
開
示

し
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
技
術
は
法
に
よ
る
ほ
か
な
い
と
、
彼
は
い
う
。
こ
う
し

て
、
こ
の
「
全
き
徳
（om

nis virtus

）
」
た
る
法
的
正
義
に
よ
っ
て
こ
そ
、
人
間
は

最
高
善
た
る
幸
福
を
獲
得
す
る
こ
と
が
唯
一
可
能
に
な
る
と
さ
れ
る
。
彼
は
い
う
。

「
幸
福
と
は
徳
の
完
全
な
る
実
現
で
あ
り
、
し
か
も
法
に
よ
る
以
外
に
完
全
に
は
教

示
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
人
間
の
正
義
（justitia hum

ana

）
は
徳
の
効
果
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
全
き
徳
（om

nis virtus

）
で
も
あ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
「
正
義
を
享
受
す

る
者
は
法
に
よ
っ
て
幸
福
と
な
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
「
つ
か
の
間

の
人
生
に
お
い
て
は
祝
福
と
幸
福
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
」
が
ゆ
え
に
、
法
に
よ
っ

て
幸
福
を
実
現
し
た
者
は
「
祝
福
」
を
受
け
た
者
で
も
あ
り
、
法
の
正
義
を
通
し
て

こ
の
世
の
最
高
善
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
、
と
。
彼
に
と
っ
て
法
の
徳

の
働
き
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
最
高
善
と
し
て
の
幸
福
を
実
現
す
る
の
み
な
ら
ず
、

ひ
い
て
は
神
の
祝
福
を
も
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
神
の
「
恩

寵
」
な
く
し
て
は
成
し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
彼
の
描
く
人
間
観
と
関
連

し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
人
が
内
奥
か
ら
望
む
徳
は
原
罪
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ

て
い
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
幸
福
や
祝
福
を
可
能
と
す
る
法
や
徳
の
獲
得
に
あ
た
っ
て
も
、

そ
れ
は
「
神
の
善
の
賜
物
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
人
の
徳
の
賜
物
」
で
は
な
い

（D
LLA

 ,pp.10/11 -12/13.

（
一
）
四
三
―
四
四
頁
）
。
つ
ま
り
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ

ュ
ー
の
人
間
観
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
は
原
罪
に
よ
っ
て
こ
の
世
の
最
高
善
た
る
「
幸

福
」
や
神
に
よ
る
「
祝
福
」
を
可
能
と
す
る
だ
け
の
徳
を
も
は
や
喪
失
し
て
し
ま
っ

た
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
生
来
、
堕
落
し
や
す
い
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
「
法
的

正
義
の
名
で
呼
ば
れ
る
完
全
な
徳
」
を
通
じ
て
こ
の
世
の
最
高
善
た
る
幸
福
を
獲
得

す
る
ほ
か
な
い
の
だ
と
、
彼
は
強
調
す
る
。 

  

（
四
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
慣
習
法 

  

で
は
、
こ
う
し
た
完
全
な
徳
を
人
間
世
界
に
開
示
す
る
法
は
、
い
か
に
し
て
形
成

さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
想
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、

こ
う
し
た
最
高
善
た
る
幸
福
を
実
現
し
、
も
っ
て
神
に
よ
る
祝
福
を
も
可
能
と
す
る

至
高
の
人
定
法
の
形
成
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
よ
り
継
承
さ
れ
た
不
変
の
慣
習

法
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
実
現
さ
れ
て
い
る
と
す
る
点
で
あ
り
、
そ
こ
に
彼
の
重
要
な

思
想
的
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
神
法
・
自
然
法
に
正
統
性
の
根
拠
を
求
め

つ
つ
、
同
時
に
も
う
一
方
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
慣
習
と
い
う
リ
ア
リ
ズ
ム
の

世
界
に
法
的
基
礎
を
求
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
政
治
社
会
と
し
て
の
共

同
体
の
規
範
的
実
体
は
、
神
法
・
自
然
法
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
具
体
的
な
現
れ
と

し
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
の
世
界
が
媒
介
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
は
、
古
代
の
ブ
リ
ト

ン
人
の
時
代
以
来
、
変
化
を
被
ら
ず
に
永
ら
え
て
き
た
の
だ
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
征
服
し
た
ど
の
民
族
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
法
を
改
変
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
。
そ
し
て
こ
の
事
実
こ
そ
が
ま
さ
に
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
法
の
卓
越
性
を
証
明
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。 

 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
は
、
最
初
、
ブ
リ
ト
ン
人
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
、
つ
い
で

ロ
ー
マ
人
に
よ
り
支
配
さ
れ
、
再
び
ブ
リ
ト
ン
人
に
よ
り
支
配
さ
れ
、
そ
し
て

つ
ぎ
に
サ
ク
ソ
ン
人
に
よ
っ
て
領
有
さ
れ
た
。
こ
の
サ
ク
ソ
ン
人
が
、
こ
の
王

国
の
名
称
を
ブ
リ
タ
ニ
ア
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

後
、
こ
の
王
国
は
し
ば
ら
く
の
間
、
デ
ー
ン
人
に
支
配
さ
れ
、
再
び
サ
ク
ソ
ン

人
に
支
配
さ
れ
た
。
し
か
し
最
後
に
は
ノ
ル
マ
ン
人
に
支
配
さ
れ
、
そ
の
子
孫

が
現
在
も
こ
の
王
国
を
領
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
民

族
と
そ
の
国
王
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
、
こ
の
王
国
は
現
在
そ
れ
に
よ
っ

て
支
配
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
慣
習
法
に
よ
っ
て
間
断
な
く
支
配
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
慣
習
法
が
最
善
の
も
の
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ら

の
国
王
の
う
ち
の
誰
か
が
、
正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
好
み
に
駆
ら
れ

て
こ
の
慣
習
法
を
変
更
し
、
さ
ら
に
は
完
全
に
抹
消
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
（D

LLA
 ,pp.38/39.

（
一
）
六
一
頁
）
。 

 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
五
つ
の
民
族
が
支
配
を
繰
り
返
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

彼
ら
は
同
じ
古
来
の
慣
習
法
に
よ
っ
て
統
治
を
行
っ
て
き
た
の
だ
と
、
フ
ォ
ー
テ
ス

キ
ュ
ー
は
主
張
す
る
。
「
剣
の
み
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
を
領
有
し
た
」
国

王
た
ち
は
、
「
剣
お
よ
び
そ
れ
に
類
似
の
権
能
」
を
も
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
を

廃
絶
し
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
た
。
と
り
わ
け
、
ロ
ー
マ
法
に
よ
っ
て
世
界
の
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
を
裁
い
た
ロ
ー
マ
人
は
そ
う
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
現
実

に
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
慣
習
法
が
こ
の
キ
リ
ス

ト
教
世
界
に
お
い
て
最
も
卓
越
し
た
法
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
が
「
良
き
か
つ
有
益
な
」
も
の
で
あ
る
こ
と
の
歴
史
的
証
明
で
あ

る
と
（D

LLA
 ,pp.36/37.

（
一
）
六
○
頁
）
。
彼
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
の
起

源
を
ブ
リ
ト
ン
人
の
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
よ
り
も
古
き
法

で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
か
く
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
い
か
な
る
王
国
の
法

も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
慣
習
法
ほ
ど
に
長
期
に
わ
た
っ
て
根
づ
い
て
い
る
」
も
の
は

な
く
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
最
も
卓
越
し
た
人
定
法
で
あ
る

と
結
論
づ
け
る
（D

LLA
 ,pp.38/39-40/41.

（
一
）
六
一
―
六
二
頁
）
。 

 

こ
う
し
た
古
来
の
慣
習
が
持
つ
意
味
と
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
「
習

慣
化
さ
れ
た
徳
」
を
意
味
し
た
。
彼
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理

学
』
か
ら
「
習
慣
は
第
二
の
自
然
（
本
性
）
で
あ
る
」
と
の
言
葉
を
引
証
し
な
が
ら
、

「
習
慣
化
さ
れ
た
徳
は
慣
習
を
生
み
出
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
そ
の
慣
習
を
身

に
つ
け
た
者
は
そ
れ
以
後
そ
の
徳
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
る
。
た

と
え
ば
そ
れ
は
、
「
林
檎
の
幹
に
接
ぎ
木
さ
れ
た
梨
の
枝
が
、
林
檎
と
一
体
化
し
た

後
に
は
そ
れ
以
後
両
者
が
正
当
に
も
梨
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
林
檎
を
梨
の
本

性
へ
と
引
き
つ
け
、
ま
た
梨
の
実
を
実
ら
せ
る
」
よ
う
な
も
の
で
あ
る

（D
LLA

 ,pp.16/17.
（
一
）
四
七
頁
）
。
つ
ま
り
、
古
来
の
慣
習
法
も
「
徳
」
が
習
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慣
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
言
え
ば
、
よ
り

長
期
の
継
続
性
を
持
つ
至
高
の
慣
習
法
は
、
よ
り
完
全
な
徳
を
実
現
し
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
捉
え
る
人
間
像
と
は
、

原
罪
に
よ
り
徳
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
原
罪
に
よ
り
幸

福
に
至
る
た
め
の
「
徳
」
を
も
は
や
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
人
間
は
、
こ
の
至
高
の
慣

習
法
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
徳
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
こ
の
世
の
最
高
善
た
る
幸
福
を

獲
得
し
、
ひ
い
て
は
神
に
よ
る
祝
福
を
も
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
は
、
古
来
の
慣
習
の
契
機
こ
そ
が
中

心
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
然
法
や
神
法
の
存
在
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い
う

国
の
慣
習
の
卓
越
性
を
説
明
づ
け
る
た
め
の
正
当
性
の
根
拠
あ
る
い
は
権
威
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
思
考
様
式
は
、
第
三
章
で
考
察
す
る
よ
う
に
、

一
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
も
、
そ
の
形
式
は
変
容
し
な
が
ら
も
確
認
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
考
様
式
に
お
い
て
は
、
こ

う
し
た
古
来
の
慣
習
の
「
継
続
性
」
と
い
う
時
の
観
念
こ
そ
が
本
質
的
な
契
機
を
果

た
し
て
い
る
と
い
う
点
は
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 

  

（
五
）
政
治
的
統
治
と
王
権
的
統
治 

  

以
上
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
の
卓
越
性
を
め

ぐ
る
議
論
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
形
態
の
卓
越
性
と
も
密
接
に
関
連
し
て
く
る

問
題
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
す
べ
て
の
人
定
法
は
自
然
法
か

慣
習
法
か
あ
る
い
は
成
文
法
（constitutiones

）
と
も
呼
ば
れ
る
制
定
法
（statuta

）

で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
慣
習
法
と
自
然
法
の
準
則
は
、
書
き
と
め
ら
れ
君
主
の
権
威

に
よ
っ
て
布
告
さ
れ
た
時
に
成
文
法
な
い
し
制
定
法
と
い
う
形
式
を
と
る
と
い
う
。

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
卓
越
性
を
論
じ
る
と
き
、
そ
れ
は
慣

習
法
に
と
ど
ま
り
は
し
な
い
。
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
法
の
源
泉
で
あ
る
こ
の
三
つ

〔
自
然
法
、
慣
習
法
、
制
定
法
〕
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
優
越
が
際
立
つ
」

と
い
う
の
で
あ
る
（D

LLA
 ,pp.36/37.

（
一
）
六
○
頁
）
。
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
な
か
で
「
自
然
法
は
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
同

一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
自
然
法
は
あ
ら
ゆ

る
所
で
同
一
で
あ
る
」
と
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
い
う
。
す
な
わ
ち
自
然
法
は
「
自

然
理
性
に
よ
っ
て
本
来
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
な
か
に
確
立
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
っ
て
、

こ
の
意
味
で
「
自
然
法
は
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
国
法
に
お
い
て
維
持
さ
れ
て
い
る
」
。

彼
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
な
ら
っ
て
こ
れ
を
「
万
民
法
（jus gentium

）
」
と
呼
ぶ

（D
N

LN
 ,p.210.

）
。
し
た
が
っ
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
も
、「
そ

の
裁
判
に
お
い
て
同
法
が
自
然
法
の
法
理
を
定
め
て
い
る
種
々
の
点
で
は
、
他
の
諸

国
民
の
す
べ
て
の
法
が
類
似
の
場
合
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
の
と
比
べ
て
優
れ
て
も

劣
っ
て
も
い
な
い
」
と
彼
は
理
解
す
る
（D

LLA ,pp.38/39.

（
一
）
、
六
一
頁
）
。

そ
れ
ゆ
え
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
慣
習
法
と
制
定
法
に
つ
い
て
の
問
題
と
な
る
が
、
慣

習
法
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
制
定
法
を
め
ぐ
る
問
題
が
検
討
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さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
や
慣
習
法
を
成
文
化
し
て
制
定
法
を
つ

く
る
そ
の
手
続
き
に
お
い
て
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
ま
さ
に
卓
越
し
て
い
る
と
い
う
。

そ
れ
は
成
文
法
の
制
定
に
関
わ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
形
態
の
卓
越
性
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
が
慣
習
法
に
お
い
て
卓
越
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
を
成
文
化
し
た
制
定
法
に
お
い
て
も
卓
越
し
て
い
る
と
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が

言
う
と
き
、
そ
れ
は
彼
が
理
想
と
し
て
描
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
形
態
な
い
し
国

制
の
卓
越
性
を
指
し
て
い
る
。 

 

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
『
自
然
法
の
性
質
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
三
つ
の
統
治

形
態
を
挙
げ
て
い
る
。
「
王
権
に
よ
る
統
治
（dom

inium
 regale

）
」
と
「
政
治
権

力
に
よ
る
統
治
（dom

inium
 politicum

）
」
、
そ
し
て
「
政
治
権
力
と
王
権
の
双

方
に
基
づ
い
た
統
治
（regim

en (dom
inium

) politicum
 et regale

）
」
５
０ 

で

あ
る
（D

N
LN

 ,part I,chap.xvi.

）
。
こ
の
う
ち
第
二
の
も
の
は
共
和
制
を
意
味
す

る
か
ら
、
君
主
制
を
理
想
の
統
治
形
態
と
み
な
す
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
問

題
と
な
る
の
は
第
一
と
第
三
の
統
治
形
態
で
あ
り
、
後
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼

賛
に
つ
い
て
』
で
は
二
つ
の
モ
デ
ル
の
優
劣
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
（D

LLA, 

pp.88/89-90/91.

（
二
）
、
一
二
七
―
八
頁
）
。
彼
に
と
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統

治
形
態
は
ま
さ
に
後
者
の
「
政
治
権
力
と
王
権
の
双
方
に
も
と
づ
い
た
統
治
」
に
属

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
君
主
の
契
機
と
人
民
の
契
機
と
が
混
合
さ
れ
て
い
る

の
だ
と
い
う
。
こ
の
「
政
治
権
力
と
王
権
の
双
方
に
基
づ
い
た
統
治
」
に
つ
い
て
彼

は
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
』
の
な
か
で
、
法
が
人
民
の
同
意
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る

の
が
〈politicum

〉
の
意
で
あ
り
、
そ
の
法
が
国
王
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
る
の
が

〈regale

〉
の
意
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
（G

E
, pp.111-2.

）
。 

 

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
統
治
の
目
的
と
は
、
被
治
者
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
保

障
、
す
な
わ
ち
人
民
の
身
体
と
財
産
の
保
護
と
い
う
点
に
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
た
が
、
こ
の
目
的
は
、
国
王
が
臣
民
の
同
意
な
し
に
立
法
し
た
り
、
課
税
し
た

り
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
実
現
さ
れ
る
と
彼

は
い
う
。
国
王
が
王
権
の
み
に
よ
っ
て
人
民
を
支
配
し
て
い
る
場
合
、
国
王
は
人
民

に
諮
る
こ
と
な
く
王
国
の
法
を
変
更
し
た
り
、
人
民
に
課
税
し
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
は
ま
さ
に
、
『
君
主
の
嘉
み
す
る
こ
と
は
法
の
効

力
を
有
す
る
』
と
の
法
格
言
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
王
権
に
の
み
も
と
づ
い

た
支
配
を
説
い
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王
は
王
権

に
よ
っ
て
首
位
に
あ
る
者
と
し
て
人
民
を
支
配
す
る
の
み
な
ら
ず
、
政
治
権
力
に
よ

っ
て
首
位
に
あ
る
者
と
し
て
も
支
配
し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
国
王
は

「
臣
民
の
同
意
な
し
に
法
を
変
更
す
る
こ
と
も
、
未
確
立
の
賦
課
金
を
こ
れ
に
反
対

す
る
支
配
下
の
人
民
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
。
そ
の
よ
う
な
統
治
の
下

に
あ
る
人
民
は
「
自
ら
が
望
ん
だ
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
自
己
の
財
産
を
享
受
」

し
、
国
王
に
よ
っ
て
も
他
の
い
か
な
る
者
に
よ
っ
て
も
財
産
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
が

な
い
の
だ
と
さ
れ
る
（D

LLA
,pp.24/25-26/27.

（
一
）
、
五
二
―
五
四
頁
、cf. G

E, 

chap.I.
）
。 

こ
う
し
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
統
治
形
態
を
め
ぐ
る
理
解
に
は
、
議
会
、
と
り

わ
け
庶
民
院
の
機
能
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
テ
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ス
キ
ュ
ー
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
制
定
法
が
つ
く
ら
れ
る
方
式
に
つ
い
て
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
制
定
法
は
「
君
主
の
意
思
」
だ
け
で
な
く
「
全
王
国
の
同
意
」
を

得
て
制
定
さ
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
は
「
一
人
な
い
し
一
○
○
人
に
す
ぎ
な
い

通
暁
者
の
叡
知
」
で
は
な
く
、
「
三
○
○
人
を
越
え
る
選
ば
れ
た
人
び
と
の
叡
知
」

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
「
選
ば
れ
た
人
び
と
」
と
は

明
ら
か
に
庶
民
院
を
指
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
（D

LLA
 ,pp.40/41.

（
一
）
、
六

二
―
六
三
頁
）
。 

 

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
場
合
に
は
、
『
君
主
統
治
論
』
の
な
か
で
君
主
制
が
最
善
の
統
治

形
態
で
あ
る
と
明
言
し
つ
つ
も
、
し
か
し
他
方
で
『
神
学
大
全
』
に
お
い
て
は
一
人

の
人
間
の
暴
政
に
よ
る
君
主
制
の
堕
落
が
起
こ
り
う
る
最
悪
の
統
治
形
態
で
あ
る
こ

と
も
認
め
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
君
主
制
が
専
制
へ
と
転
化
す
る
の

を
防
止
す
る
の
に
役
立
つ
制
限
的
制
度
を
、
君
主
制
そ
れ
自
体
の
な
か
に
求
め
、
混

合
政
体
を
理
想
の
統
治
形
態
と
み
な
す 

５
１ 

。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
こ
う
し
た
ア

ク
ィ
ナ
ス
の
意
図
に
注
目
し
な
が
ら
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
め
ざ
し
て
い
た
本
意
が
、
国

王
が
そ
の
人
民
を
専
制
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
自
由
に
で
き
な
い
よ
う
な
形
で
の
王

権
の
樹
立
を
構
想
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
だ
と
み
な
す
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
国
王
権
力
が
政
治
権
力
に
基
づ
く
法
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

て

い

る

場

合

に

の

み

可

能

な

の

だ

と

、

フ

ォ

ー

テ

ス

キ

ュ

ー

は

い

う

（D
LLA

 ,pp.24/25-26/27.

（
一
）
、
五
二
―
五
四
頁
）
。 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統

治
形
態
の
核
心
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
民
の
、
す
な
わ
ち
王
国
の

諸
身
分
の
同
意
な
し
に
は
「
立
法
」
も
「
課
税
」
も
行
わ
れ
得
な
い
と
い
う
点
、
さ

ら
に
裁
判
官
は
み
な
、
た
と
え
国
王
の
命
令
に
反
す
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
法
に
反
し
た
判
決
を
下
さ
な
い
と
い
う
自
己
の
宣
誓
に
拘
束
さ
れ
る
と
い

う
点
に
あ
る
。 

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
「
政
治
的
」
統
治
と
は
、
「
よ
り
多
く
の
人
び
と

に
よ
る
、
規
則
に
基
づ
い
た
政
治
」
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー

の
政
治
的
統
治
の
概
念
に
お
い
て
、
こ
の
「
多
数
性
（pluralitas

）
」
の
観
念
は
き

わ
め
て
重
要
で
あ
る 

５
２ 

。
そ
れ
は
、
当
時
の
政
治
社
会
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
照
ら

し
た
と
き
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
「
多
元
性
（plurality

）
」
の
意
味
を
伴
っ
て
い

た
と
い
っ
て
よ
い
。
と
い
う
の
も
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
政
治
的
か
つ
王
権
的

な
統
治
」
に
お
い
て
意
図
さ
れ
て
い
た
の
は
、
慣
習
法
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
整
序

さ
れ
た
一
つ
の
有
機
体
的
な
政
体
と
し
て
の
「
王
国
」
の
同
意
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
彼
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
描
か
れ
る
政
治
共
同
体
と

は
、
一
つ
に
は
分
節
化
さ
れ
た
多
元
的
な
政
治
社
会
の
有
機
体
的
な
統
合
に
あ
っ
た

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
、
王
国
の
な
か
の
分
節
化
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
諸
部

分
、
す
な
わ
ち
封
建
社
会
の
国
王
・
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
に
加
え
、
自
治
権
を
獲

得
し
つ
つ
あ
る
「
都
市
（borough,city

）
」
の
「
市
民
（burgess, citizen

）
」

が
、
「
慣
習
法
」
に
よ
っ
て
さ
な
が
ら
一
つ
の
身
体
の
ご
と
く
相
互
に
節
合
さ
れ
て

誕
生
し
た
「
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
（
政
治
的
身
体
）corpus politicum

」
の
理

念
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。 
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（
六
）
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
理
念 

  

こ
う
し
て
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
て
き
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
法
と
統

治
形
態
の
理
念
は
、
同
時
に
中
世
の
伝
統
的
な
政
体
観
の
一
つ
で
あ
る
「
ボ
デ
ィ
・

ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
」
の
理
念
と
密
接
に
関
連
す
る
。
そ
れ
は
通
常
、
「
自
然
的
身
体
」

と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
「
神
秘
的
身
体
（corpus m

isticum

）
」

と
い
う
神
学
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
有
機
体
的
な
秩
序
観
で
あ
っ
た
。

ま
ず
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
政
治
社
会
の
構
成
を
め
ぐ
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
「
人
民
（populus

）
」
の
定
義
を
引
用
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
欠
落
す
る
一
つ
の

要
素
を
指
摘
す
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
神
の
国
』
に
お
い
て
「
人
民
と
は
法

の
同
意
と
利
益
の
共
通
性
に
基
づ
い
て
結
ば
れ
た
人
間
の
結
合
体
（societas

）
で
あ

る
」
と
定
義
し
て
い
る
が
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
人
民
と
い

う
共
同
体
は
「
頭
部
欠
損
」
の
状
態
を
意
味
し
、
「
完
全
体
と
呼
ば
れ
る
に
値
し
な

い
」
。
彼
は
、
自
然
界
に
お
い
て
頭
部
を
切
り
離
さ
れ
た
残
部
を
指
し
て
、
そ
れ
を

身
体
だ
と
は
呼
ば
ず
、
た
ん
な
る
胴
体
だ
と
呼
ぶ
の
と
同
様
、
政
治
の
世
界
に
お
い

て
も
、
共
同
体
は
頭
部
な
し
で
は
決
し
て
完
全
体
と
は
な
ら
な
い
の
だ
と
言
う
。
彼

は
こ
う
し
た
有
機
体
論
的
な
政
治
体
の
観
念
に
立
ち
つ
つ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政

治
学
』
の
言
葉
を
引
証
す
る
。
「
複
数
の
者
に
よ
っ
て
他
の
者
の
間
に
一
人
の
者
が

立
て
ら
れ
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
そ
の
一
人
の
者
が
支
配
し
、
他
の
者
は
支
配
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
」
。
こ
う
し
て
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
人
民
が
み
ず
か
ら
を
「
王

国
」
、
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
「
政
治
体
」
へ
と
高
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
常
に

そ
の
完
全
体
の
全
体
を
統
治
す
る
一
人
の
者
を
長
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張

す
る
。 

 

ひ
と
つ
の
頭
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
自
然
の
身
体
が
、
胎
か
ら
（em

brione

）

生
成
す
る
の
と
同
様
に
、
頭
部
と
な
る
ひ
と
り
の
人
間
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
た

神
秘
的
身
体
と
し
て
存
在
す
る
王
国
が
人
民
の
な
か
か
ら
生
成
す
る
の
で
あ
る

（D
LLA

 ,pp.30/31-32/33.

（
一
）
五
六
―
五
七
頁
）
。 

 

こ
こ
に
は
、
自
然
の
身
体
が
「
胎
か
ら
（em

brione

）
」
発
生
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の

部
位
へ
と
分
節
化
し
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
有
機
的
に
結
節
し
合
っ
て
調
和
を
保
つ
「
身

体
」
へ
と
成
長
を
遂
げ
て
い
く
の
と
同
様
に
、
そ
れ
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
政
治
社
会

の
生
成
を
め
ぐ
っ
て
動
的
な
説
明
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
「
人
民
の
な
か
か
ら
王
国
が
生
ず
る
」
と
い
う
。

彼
は
、
「
法
の
同
意
と
利
益
の
共
通
性
」
に
基
づ
く
人
間
の
結
合
体
と
し
て
の
「
人

民
」
と
い
う
「
共
同
社
会
（com

m
unitas

）
」
を
、
政
治
社
会
を
生
み
出
す
母
胎
の

状
態
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
頭
部
を
欠
い
た
こ
の
「
人
民
」
と
い
う
共
同

社
会
は
、
い
ま
だ
「
政
治
体
」
と
し
て
の
共
同
体
で
は
な
い
。
そ
の
人
民
の
な
か
か

ら
、
頭
部
と
し
て
の
統
治
者
が
据
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
が
統
治
さ
れ
た
分

節
的
な
政
治
共
同
体
が
成
長
し
て
は
じ
め
て
「
王
国
」
と
い
う
政
治
体
が
成
立
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
王
も
臣
民
も
す
べ
て
そ
の
う
ち
に
有
機
的
に
構
成
さ
れ
た

一
つ
の
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
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い
て
は
、
法
の
同
意
と
共
通
の
利
益
に
支
え
ら
れ
た
共
同
社
会
（
人
民
）
と
、
そ
の

母
胎
状
態
か
ら
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
政
治
体
（
王
国
）
と
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て

い
る
。 

 

他
方
、
彼
は
、
単
な
る
「
人
間
の
群
れ
（cetus hom

inum

）
」
と
「
人
民
（populus

）
」

と
も
概
念
上
、
区
別
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
群
衆
」
を
「
人
民
」
と
い
う
結
合
体
へ

と
構
成
す
る
の
は
、
「
法
」
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
法
」
が
果
た
す
機
能
を
、
彼
は
、

自
然
的
身
体
で
い
う
「
神
経
の
作
用
」
に
た
と
え
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
的
身
体
が

神
経
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
身
体
と
し
て
固
め
ら
れ
接
合
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、

人
民
の
政
治
体
も
、
「
固
め
る
と
い
う
こ
と
か
らa ligando

そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
と

こ
ろ
の
法
」
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
、
一
つ
に
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
は
、
人
間
社
会
の
状
態
が
三
段
階
の
区
分
で
把
握

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
単
な
る
「
群
衆
」
の
状
態
か
ら
出
発
し
て
、
そ
し
て
つ
ぎ

に
法
に
も
と
づ
い
た
「
人
民
」
の
状
態
へ
と
移
行
し
、
最
後
に
王
国
と
い
う
神
秘
的

身
体
と
し
て
の
「
政
治
体
」
を
形
成
し
頂
点
に
達
す
る
。
明
ら
か
に
フ
ォ
ー
テ
ス
キ

ュ
ー
は
、
こ
の
神
秘
的
身
体
と
し
て
の
政
治
体
を
人
間
社
会
の
最
終
的
な
完
成
段
階

と
し
て
描
い
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
神
秘
的
身
体
と
し
て
の
政
治
体
を
支
え
る
本
質
的
実
体
は
、

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
は
何
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、

有
機
体
論
的
な
政
治
体
の
観
念
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
説
に
依
拠
し
な
が
ら
、

同
じ
く
自
然
的
身
体
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
自
然
的
身

体
」
に
お
い
て
は
、
心
臓
が
四
肢
に
活
力
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
血
液
を
そ
の
内
に
持

つ
が
ゆ
え
に
「
生
の
第
一
要
素
」
で
あ
る
が
、
同
様
に
「
政
治
体
」
に
お
い
て
は
、

「
人
民
の
意
思
（intencio populi

）
」
こ
そ
が
自
ら
の
う
ち
に
血
液
た
る
「
人
民
自

身
の
利
益
に
と
っ
て
の
政
治
的
必
要
物
」
を
持
つ
が
ゆ
え
に
「
生
の
第
一
要
素
」
で

あ
る
。
こ
の
人
民
の
意
思
は
、
政
治
体
の
頭
部
や
四
肢
の
全
体
に
血
液
と
も
言
う
べ

き
政
治
的
必
要
物
を
送
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
体
を
育
て
、
ま
た
活
力
を
与

え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
政
治
体
を
生
み
出
し
育
成
す
る
の
は
、
こ
こ
で
は
「
人

民
」
な
い
し
「
人
民
の
意
思
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
う
一
度
、
前
述
の
「
政

治
的
権
力
」
と
「
王
権
」
と
に
よ
る
統
治
の
基
礎
づ
け
の
議
論
が
思
い
起
こ
さ
れ
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
彼
が
理
想
と
す
る
統
治
形
態
の
本
質
は
、
人
民
の
同
意
を
核
と
す

る
政
治
的
統
治
の
存
在
で
あ
っ
た
。
政
治
体
の
第
一
要
素
と
し
て
の
「
人
民
の
意
思
」

と
い
う
こ
こ
で
の
見
解
は
、
こ
の
政
治
的
統
治
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
前
述
の
と
こ
ろ
で
確
認
し
た
、
人
民
の
同
意
を
本
質
と
し
た

〈politicum

〉
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
国
王
の
統
治
た
る
〈regale

〉
の
混
合
で
あ

る
「
政
治
権
力
と
王
権
の
双
方
に
基
づ
い
た
統
治
」
と
い
う
統
治
形
態
の
問
題
が
、

こ
こ
で
は
さ
ら
に
有
機
体
的
な
政
治
体
論
と
し
て
別
な
角
度
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る

の
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
確
か
に
一
方
で
は
、
王
権
の
な
い
共
同
体
は
い

ま
だ
頭
部
欠
損
の
不
完
全
体
で
あ
り
、
国
王
な
し
に
政
治
体
は
存
立
し
え
な
い
。
し

か
し
他
方
で
、
そ
の
完
全
体
と
し
て
の
政
治
体
で
あ
る
王
国
を
生
成
し
育
成
す
る
の

は
、
人
民
と
い
う
共
同
社
会
で
あ
り
、
人
民
の
意
思
な
の
で
あ
っ
た
。 

 

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
こ
の
理
念
に
よ
っ
て
意
図
し
た
と
こ
ろ
は
、
次
の
一
節
の

な
か
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。 
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こ
の
共
同
体
を
維
持
す
る
真
実
の
堅
固
さ
を
示
す
こ
の
神
秘
的
な
身
体
の
四
肢

あ
る
い
は
骨
は
、
自
然
の
身
体
が
そ
う
す
る
の
と
同
様
に
、
法
に
よ
っ
て
そ
れ

ぞ
れ
固
有
の
権
利
を
保
持
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
然
の
肉
体
の
頭
が
そ
の
神
経
を

取
り
替
え
る
こ
と
も
、
そ
の
四
肢
に
固
有
の
力
と
血
液
と
い
う
固
有
の
滋
養
分

を
拒
否
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
、
政
治
体
の
頭
部
た
る
国
王
は
、
そ
の

人
民
が
不
満
を
述
べ
た
り
嫌
が
っ
て
い
た
り
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
政
治
体
の

法
を
変
え
る
こ
と
も
そ
の
人
民
の
固
有
の
財
産
を
奪
う
こ
と
も
で
き
な
い

（D
LLA

 ,pp.30/31-32/33.

（
一
）
五
六
―
五
七
頁
）
。 

 

こ
の
よ
う
に
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
理
念
は
、
頭
部
た
る
国
王
の
支
配
を
政
治

体
の
秩
序
の
な
か
に
機
能
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
王
権
の
専
制

化
へ
の
制
限
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
国
王
は
、
「
臣
民
の
法
あ
る

い
は
臣
民
の
身
体
お
よ
び
財
産
」
を
保
護
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
の

保
護
の
た
め
に
「
人
民
に
由
来
す
る
権
力
」
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た

が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
国
王
に
は
こ
れ
以
外
の
権
力
に
よ
っ
て
自
ら
の
人
民
を
支
配

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
と
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
い
う

（D
LLA

 ,pp.30/31-32/33.

（
一
）
五
六
―
五
八
頁
）
。 

 

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
展
開
の
意
義
を
、
後
の
一
七
世
紀
以
降
に
見
ら
れ
る
立

憲
主
義
や
議
会
主
義
の
観
点
に
立
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
王
権
に
対
す
る
制
限
的
・
拘
束

的
機
能
の
側
面
に
の
み
引
き
つ
け
て
解
釈
す
る
の
は
、
当
時
の
歴
史
的
文
脈
か
ら
い

え
ば
、
必
ず
し
も
正
鵠
を
得
て
は
な
い
し
、
歴
史
記
述
に
お
け
る
時
代
錯
誤
の
危
険

性
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
王
国
共
同
体
の
な
か
に
位
置
し
、
も
っ
て
人
民

の
同
意
と
協
働
す
る
と
い
う
、
こ
う
し
た
王
権
の
理
念
は
、
必
ず
し
も
国
王
の
権
能

の
制
限
的
措
置
と
し
て
働
く
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
と
表
裏
一
体
の
逆
の
意
味
に
お

い
て
も
機
能
し
え
た
の
で
あ
る
。
共
同
体
の
な
か
に
、
あ
る
い
は
法
の
下
に
国
王
を

位
置
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
そ
の
権
威
の
高
揚
さ
え
可
能
に
す
る
側
面
が
同

時
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
、
「
限
定
を
通
じ
て
の
高
挙
」
５
３ 

と
も
い
う
べ
き
、
中
世
特
有
の
あ
る
種
の
弁
証
法
的
な
形
式
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
、
次
の
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
フ
ォ
ー

テ
ス
キ
ュ
ー
よ
り
も
約
半
世
紀
後
の
国
王
で
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
八
世
は
、
み
ず
か
ら
の

王
権
的
地
位
の
高
揚
を
、
「
一
つ
の
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
」
と
い
う
理
念
に
よ

っ
て
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
一
五
四
二
年
に
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
裁
判
官
た
ち
に
よ
っ
て
余
が
告
げ
知
ら
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
議
会
が
開
か

れ
て
い
る
時
ほ
ど
、
余
が
国
王
と
し
て
の
地
位
に
お
い
て
高
み
に
昇
る
と
き
は
な
い
。

議
会
に
お
い
て
は
、
余
は
頭
と
し
て
、
汝
ら
は
四
肢
と
し
て
、
一
つ
の
ボ
デ
ィ
・
ポ

リ
テ
ィ
ー
ク
へ
と
結
合
し
連
帯
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
５
４ 

。
重
要
な
の
は
、
中
世
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
国
共
同
体
の
理
念
は
、
そ
こ
に
限
定
と
高
挙
と
い
う
二
重
の
逆
説

的
な
機
能
を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
、
国
王
の
権
力
へ
の
制
限
的
措
置
と
し
て
働
く
こ

と
も
あ
れ
ば
、
逆
に
そ
の
高
挙
を
可
能
に
す
る
形
で
働
く
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
事

実
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
体
の
有
機
体
的
な
調
和
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を
現
実
に
担
保
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
倫
理
的
・
規
範
的
実
体
を
何
に
求
め
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
見
解
は
、
明
示
的

に
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ま
で
本
稿
で

わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
も
と
に
、
そ
れ
を
考
え
る
手
掛
か
り
が
全
く

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ひ
と
つ
は
、
彼
が
、
有
機
体
的
な
政
治
体
の
理
念
を
説
明
す

る
に
あ
た
っ
て
、
身
体
に
な
ぞ
ら
え
た
動
的
な
成
長
の
概
念
を
用
い
て
い
た
点
で
あ

る
。
母
胎
状
態
と
し
て
の
「
人
民
」
と
い
う
共
同
体
か
ら
、
王
権
を
頭
部
に
す
え
た

有
機
体
的
秩
序
と
し
て
の
政
治
体
へ
の
成
長
と
い
う
説
明
は
、
時
間
的
生
成
の
概
念

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
一
度
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
礼

賛
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
の
意
義
に
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
臣
民
の
同

意
な
し
に
立
法
や
課
税
を
な
し
え
な
い
と
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
や
、
そ
の
適
用

と
し
て
の
「
政
治
的
権
力
と
王
権
の
双
方
に
基
づ
く
統
治
」
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
統
治
形
態
は
、
ま
さ
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
慣
習
の
な
か
で
歴
史
的
に
生
成

さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
仮
に
、
彼
の
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
理

念
が
、
こ
う
し
た
統
治
形
態
の
意
義
を
さ
ら
に
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
主
た
る
狙
い
の

ひ
と
つ
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
や
は
り
そ
れ
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
慣

習
と
い
う
も
の
の
機
能
と
相
即
さ
せ
て
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点

に
お
い
て
、
彼
の
「
神
秘
的
身
体
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
基
礎
づ
け
の
適
用
は
、

あ
く
ま
で
も
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
適
用
で
あ
る
と
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

彼
の
政
治
体
の
説
明
の
な
か
に
は
、
キ
リ
ス
ト
の
ロ
ゴ
ス
に
あ
た
る
よ
う
な
共
同
体

を
さ
さ
え
る
拘
束
力
と
し
て
の
な
ん
ら
か
神
秘
的
な
倫
理
的
実
体
に
つ
い
て
の
言
及

は
見
あ
た
ら
な
い
。
あ
え
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
先
述
の
身
体
の
心
臓
と
の

ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
用
い
ら
れ
た
、
「
生
の
第
一
要
素
」
た
る
「
人
民
の
意
思
」
と
い
う
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
即
し
て
言
及
さ
れ
た
政
治
的
な
概
念
だ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
き
、
彼
の
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
理
念
は
、
や
は
り
慣
習
と
い

う
歴
史
的
生
成
の
枠
内
で
獲
得
さ
れ
た
調
和
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
い
ま
だ
近
代
的
な
意
味
で
の
「
立
憲
主
義
」
と
は
異
な
る
も
の
の
、
し
か
し
同

時
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
こ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
古
来
の
慣
習
と
法
の
尊
重
の
延

長
線
上
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
特
有
の
立
憲
主
義
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
系
譜
が
存
在

す
る
こ
と
を
、
後
の
考
察
と
の
関
連
で
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 

 

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
法
思
想
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
は
、
そ
の
後
一
六
世
紀
の
ト
マ

ス
・
ス
ミ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
法
学
者
た
ち
を
経
て
、
そ
の
解
釈
の
詳
細
に
お
い
て

は
修
正
を
受
け
つ
つ
も
、
一
七
世
紀
に
な
っ
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
受
け
継
が

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
一
七
世
紀
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
入
っ
て
、
王

権
と
の
対
抗
関
係
か
ら
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
想
を
新
た
に
再
生
し
つ
つ
、
体

系
立
っ
た
形
で
本
格
的
に
そ
の
再
編
を
試
み
た
最
初
の
も
の
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く

一
六
一
○
年
議
会
で
の
ト
マ
ス
・
ヘ
ド
リ
ィ
の
ス
ピ
ー
チ
が
重
要
と
な
ろ
う
。
ヘ
ド

リ
ィ
は
そ
の
な
か
で
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
以
来
の
法
思
想
の
伝
統
に
依
拠
し
つ
つ
、

そ
れ
を
よ
り
洗
練
さ
れ
た
も
の
へ
と
改
訂
し
て
い
く
。
後
の
考
察
で
詳
述
す
る
よ
う

に
、
彼
は
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
伝
統
に
立
ち
つ
つ
も
、
そ
れ
を
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文

主
義
と
ロ
ー
マ
法
の
知
的
遺
産
と
媒
介
さ
せ
な
が
ら
、
「
時
の
叡
智
」
に
よ
っ
て
検
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証
さ
れ
た
「
理
性
の
精
髄
」
と
い
う
よ
り
洗
練
さ
れ
た
観
念
を
軸
に
据
え
て
、
自
然

法
・
神
法
の
理
性
と
慣
習
法
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
新
た
な
綜
合
の
形
式
を
展
開
す
る
。

ヘ
ド
リ
ィ
は
そ
の
な
か
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
解

釈
を
創
出
し
、
そ
し
て
そ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
「
国
王
大
権
」
「
議
会
の
権
限
」
「
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
の
諸
自
由
」
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
注
目
す
べ
き
解
釈
を
生
み

出
し
た
。
ま
た
、
前
述
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
政
治
権
力
と
王
権
の
双
方
に
基

づ
い
た
統
治
（reginem

 politicum
 et regale

）
」
と
い
う
観
念
を
、
前
期
ス
テ
ュ

ア
ー
ト
期
の
同
時
代
の
他
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
言
説
に
比
べ
て
「
よ
り
完

全
で
、
巧
妙
、
そ
し
て
洗
練
さ
れ
た
」
も
の
へ
と
改
訂
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
そ
れ

が
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
た
立
憲
君
主
制 

（constitutional 

m
onarchy governed by the com

m
on law

）
」
と
い
う
「
古
来
の
国
制
」
論
に

ほ
か
な
ら
な
い 

５
５ 

。 

   

第
三
節 

ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス 

  

（
一
）
制
限
君
主
制
の
理
念
と
人
文
主
義
の
影
響 

  

ブ
ラ
ク
ト
ン
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
と
制
限
君
主
制

の
理
念
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
ス
コ
ラ
哲
学
の
影
響
の
下
で
よ
り
体
系

化
さ
れ
、
そ
し
て
よ
り
明
確
な
形
で
の
王
権
の
制
限
が
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
い

ま
だ
議
会
が
存
在
し
な
か
っ
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
時
代
に
は
、
王
国
全
体
の
共
通
同
意

は
、
大
諸
侯
か
ら
な
る
国
王
評
議
会
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
フ
ォ
ー
テ

ス
キ
ュ
ー
の
段
階
に
な
る
と
、
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
核
と
な
る
人
民
全
体
の

共
通
同
意
は
議
会
制
度
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
は
、
議
会
そ
れ
自
体
の
権
能
に
つ
い

て
は
い
ま
だ
明
確
さ
を
欠
い
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
以
後
に
、

制
限
君
主
制
の
理
念
に
お
い
て
議
会
が
持
つ
権
能
を
よ
り
明
確
に
表
現
し
た
の
が
、

ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
で
あ
っ
た
。
ス
ミ
ス
は
、
「
政
治
的
か
つ
王
権
的
な
統
治
」
を
実

現
す
る
「
人
民
の
同
意
」
を
議
会
と
り
わ
け
庶
民
院
の
同
意
に
お
い
て
把
捉
し
よ
う

と
し
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
見
解
を
、
「
議
会
の
絶
対
的
権
力
」
の
言
説
へ
と
発

展
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
ミ
ス
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
家
論
（D

e 

Republica Angrorum

）
』
５
６ 

は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
が
「
古
来
の
国
制
」
論
を
展
開
す
る
際
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
と
並
ん
で
し
ば
し

ば
引
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
ス
ミ
ス
の
言
説
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
が
「
古
来
の
国
制
」
論
に
お
い
て
議
会
権
力
の
絶
対
化
を
説
く
文
脈
に
お
い
て

引
証
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。 

 

彼
の
著
作
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
家
論
』
は
、
彼
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の
駐
仏
大
使

に
任
じ
ら
れ
て
い
た
一
五
六
二
年
か
ら
六
五
年
頃
に
そ
の
草
稿
が
三
巻
本
の
形
で
執

筆
さ
れ
た
。
彼
は
作
品
の
な
か
で
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
に
お
け
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る
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
大
使
で
あ
っ
た
時
」
に
、
一
五
六
五
年
当
時
の
「
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
統
治
の
形
態
と
様
式
」
を
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
の
「
ロ
ー
マ
市
民
法

に
従
う
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ド
イ
ツ
そ
の
他
の
諸
国
で
行

わ
れ
て
い
た
政
治
な
い
し
統
治
」
と
比
較
し
つ
つ
、
両
者
の
差
異
の
「
重
要
点
」
を

ま
と
め
上
げ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
、
と 

５
７ 

。
以
上
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
の
著

作
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
を
ロ
ー
マ
法
と
の
比
較
に
お
い
て
考
察
し
た
作
品
で
あ

る
と
と
も
に
、
「
歴
史
的
ス
タ
イ
ル
と
哲
学
的
ス
タ
イ
ル
の
中
間
」
５
８ 

に
お
い
て
書

か
れ
て
い
る
と
い
う
ス
ミ
ス
自
身
の
言
葉
が
示
す
通
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
ギ
リ
シ
ア

の
ポ
リ
ス
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
を
参
照
し
な
が
ら
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル

ス
と
統
治
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
作
品
で
も
あ
る 
５
９ 
。
つ
ま
り
、
彼
の
作
品
は
、

テ
ュ
ー
ダ
ー
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
に
流
行
し
て
い
た
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の

知
的
影
響
下
で
構
想
さ
れ
た
学
術
的
な
性
格
の
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
実
際
、

ス
ミ
ス
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
有
名
な
ギ
リ
シ
ア
古
典
学
者
の
一
人
で
あ
り
、

同
大
学
最
初
の
ロ
ー
マ
法
欽
定
講
座
担
当
教
授
で
あ
っ
た 

６
０ 

。 

し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
彼
の
考
察
は
、
純
粋
な
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
産
物
で
は
な

か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
彼
の
議
会
議
員
と
し
て
の
中
央
政
治
に
お
け
る
経
験
や
治
安

判
事
（Justice of the Peace

）
と
し
て
の
地
方
行
政
の
経
験
、
さ
ら
に
は
駐
仏
大

使
と
し
て
の
異
国
で
の
政
治
経
験
な
ど
に
裏
打
ち
さ
れ
た
考
察
で
も
あ
っ
た 

６
１ 

。

こ
の
点
で
、
第
五
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
後
に
同
じ
く
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ロ
ー

マ
法
欽
定
講
座
担
当
教
授
に
就
任
し
た
ジ
ョ
ン
・
カ
ウ
エ
ル
の
場
合
と
は
対
照
的
で

あ
る
。
ど
ち
ら
も
と
も
に
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
の
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
知
的
雰
囲

気
の
な
か
で
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
お
こ
な
っ
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
を
実
践
的

に
経
験
し
た
ス
ミ
ス
が
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
の
ロ
ー
マ
法
に
基
づ
い
て
国
王

の
絶
対
的
権
力
を
認
め
る
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
統
治
形
態
を
拒
否
し
つ
つ
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
制
限
君
主
制
を
擁
護
し
た
の
に
対
し
、
純
粋
な
大
学
人
と
し
て
政
治
お
よ
び

実
務
の
経
験
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
か
っ
た
カ
ウ
エ
ル
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
入
る

と
、
ロ
ー
マ
法
の
ビ
ザ
ン
チ
ン
主
義
的
皇
帝
権
力
の
見
地
に
立
っ
て
国
王
の
絶
対
的

権
力
を
擁
護
す
る
「
絶
対
君
主
制
」
の
論
者
と
な
っ
て
い
っ
た 

６
２ 

。 

 

こ
う
し
た
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
の
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
知
の
様
式
に
立
っ
て
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
国
制
を
考
察
す
る
ス
ミ
ス
の
言
説
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
国
制
の

古
来
よ
り
の
連
続
性
と
不
変
性
を
強
調
し
、
そ
こ
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
の
卓
越

性
を
主
張
し
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
考
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
側
面
を
有
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
な
か
で
重
視
さ
れ
た
の
は
、
「
古
来

性
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
理
性
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
エ
リ
ザ
ベ

ス
治
世
期
の
ス
ミ
ス
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
に
関
す
る
考
察
は
、
第
二
章
で
後
述
す

る
よ
う
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
後
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
初
期
の
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義

と
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
影
響
を
受
け
た
多
く
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
統
治
の
卓
越
性
を
、
そ
の
古
来
性
あ
る
い
は
連

続
性
に
お
い
て
捉
え
る
意
識
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー

と
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
の
ス
ミ
ス
の
理
念
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ

ー
の
古
来
性
の
命
題
な
い
し
神
話
が
復
活
し
、
脚
光
を
浴
び
る
の
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
朝
に
入
っ
て
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
絶
対
主
義
的
政
策
に
直
面
し
た
歴
史
の
局
面
に
お
い
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て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
「
古

来
の
国
制
」
論
を
定
式
化
す
る
際
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
」
に
と
っ
て
よ
り

有
益
な
貢
献
を
な
し
え
た
の
は
、
古
来
の
慣
習
法
を
通
じ
た
王
権
の
制
限
に
お
い
て

よ
り
徹
底
し
て
い
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
他
方
、

ス
ミ
ス
の
見
解
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
流
の
命
題
に
立
っ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至

上
性
を
裁
判
官
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
議
会
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
前
期
ス

テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
「
議
会
権
力
の
絶
対
化
」
と
い
う
思
考
点

に
お
い
て
有
益
な
貢
献
を
果
た
し
得
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

  

（
二
）
法
と
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス 

  

ス
ミ
ス
に
お
い
て
も
、
統
治
は
ブ
ラ
ク
ト
ン
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
と
同
様
、
正

義
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
と

っ
て
正
義
と
は
、
「
法
が
つ
ね
に
財
産
を
維
持
す
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
る
」
こ
と
に

あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
人
び
と
の
服
従
は
正
で
あ
り
、
逆
に
不
服
従
は
不
正
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
統
治
の
正
当
性
は
、
そ
れ
が
正
義
に
適
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
す

な
わ
ち
各
人
の
財
産
の
享
受
を
維
持
す
る
限
り
お
い
て
存
在
し
、
臣
民
の
服
従
は
そ

の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る 

６
３ 

。
し
た
が
っ
て
、

「
国
王
」
の
名
に
値
す
る
の
は
、
人
民
の
利
益
を
良
く
保
護
す
る
君
主
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
反
対
に
こ
れ
を
収
奪
す
る
者
は
、
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
単
な
る
「
暴
君
」
に

す
ぎ
な
い
。
彼
は
「
国
王
」
と
「
暴
君
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
国
王
」
と
は
、
王
位
の
「
継
承
も
し
く
は
選
挙
に
よ
っ
て
、
人
民
の
良
き
意
思
を

伴
い
つ
つ
統
治
に
当
た
る
」
者
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
は
「
法
」
と
「
衡
平
」
に
基
づ

い
て
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
統
治
し
、
自
身
の
所
有
物
と
同
じ
よ
う
に
「
人
民
の
利
益

を
追
求
す
る
」
。
反
対
に
、
「
暴
君
」
と
は
、
「
人
民
の
意
思
に
反
し
て
、
武
力
に

よ
っ
て
君
主
の
座
に
着
い
た
」
者
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
は
、
「
す
で
に
つ
く
ら
れ
た

法
を
自
身
の
好
む
ま
ま
に
破
壊
し
、
人
民
の
助
言
な
し
に
法
を
制
定
し
、
人
民
の
富

を
重
視
し
な
い
」
。
ス
ミ
ス
は
、
こ
う
し
た
暴
君
の
権
力
な
い
し
統
治
を
、
「
絶
対

的
か
つ
専
制
的
な
権
力
と
統
治
」
と
呼
び
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
が
こ
う
し
た
統
治
の

例
で
あ
る
と
い
う 

６
４ 

。 

さ
ら
に
ス
ミ
ス
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
「
人
民
の
本
性

（nature

）
」
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
的
な
理
解
の
延
長
線
上
で
、

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
自
然
的
身
体
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

で
「
政
治
的
身
体
」
を
説
く
中
世
の
政
体
観
を
展
開
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ

ぞ
れ
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
「
人
民
の
本
性
」
に
応
じ
て
「
政
治
的
身
体
（bodie 

politique

）
」
を
形
づ
く
り 

６
５ 

、
さ
ま
ざ
ま
な
「
部
位
（parts

）
」
へ
と
分
節
化

し
て
い
く
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
国
で
は
、
そ
れ
は
頭
と
な
る
国
王
の
他
、
公
爵

（dukes
）
、
侯
爵
（m

arquises

）
、
伯
爵
（erles

）
、
子
爵
（viscountes

）
、

男
爵
（barrons

）
へ
と
分
化
し
、
こ
れ
ら
貴
族
（Lords

）
が
「
議
会
に
お
け
る
上

院
」
を
構
成
す
る
と
と
と
も
に
、
さ
ら
に
ナ
イ
ト
（knightes

）
、
エ
ス
ク
ワ
イ
ア

（esquires

）
な
ど
の
平
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
、
市
民
（citizens and burgeses

）
、
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ヨ
ー
マ
ン
（yeom

en

）
へ
と
分
化
し
た
階
層
が
庶
民
院
を
構
成
す
る 

６
６ 

。
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
で
は
こ
う
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
部
分
」
か
ら
出
来
上
が
っ
た
「
議
会

（Parliam
ent

）
」
と
い
う
「
政
治
的
身
体
」
が
、
王
国
に
お
け
る
法
の
作
成
や
補

助
金
の
供
出
、
官
職
の
選
出
な
ど
を
執
行
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る 

６
７ 

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
古
典
的
教
養
か
ら
議
論
を

説
き
起
こ
し
て
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
一
般
に
お
け
る
法
と
統
治
の
問
題
を
論
じ
つ
つ
、

そ
し
て
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
と
同
様
に
中
世
の
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
理
念
に

立
っ
て
社
会
の
分
節
化
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル

ス
の
統
治
形
態
を
説
明
づ
け
る
。
こ
う
し
て
成
立
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
と
い
う

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
統
治
構
造
は
、
ま
さ
に
王
国
全
体
と
等
価
の
「
議
会
」
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
「
議
会
」
と
い
う

ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
こ
そ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
い
て

至
高
か
つ
絶
対
的
な
存
在
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
こ
の
議
会
に
よ
っ
て
、
自
由
な
人
民
の
「
共
通
同
意
」
あ
る
い
は
「
共

同
行
為
」
に
基
づ
く
「
法
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
た
」
統
治
を
生
み
出
し
て
い
る
と
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
構
想
さ
れ
て
い
た
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
理
念
は
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
、
よ
り
明

確
に
「
議
会
」
と
い
う
形
式
に
お
い
て
把
握
さ
れ
、
そ
の
絶
対
的
な
権
能
を
説
く
形

で
継
承
さ
れ
て
い
く
。 

  

（
三
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
議
会
の
権
能
と
統
治
の
両
義
性 

  

ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
「
議
会
」
と
は
そ
れ
自
体
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
王
国
」

と
等
価
の
も
の
で
あ
り
、
一
個
の
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
に
相
当
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
彼
は
、
こ
の
議
会
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
至
高
か
つ
絶
対
的
な
権
力
を
担
わ
せ

て
い
く
。
ス
ミ
ス
は
い
う
。
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
至
高
か
つ
絶
対
的
な
権
力
は
、

議
会
に
あ
る
」
と
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
議
会
の
権
力
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
議

会
の
持
つ
権
力
は
、
貴
族
、
庶
民
、
聖
職
者
が
結
集
し
て
で
き
あ
が
っ
た
「
頭
と
身

体
を
そ
な
え
た
王
国
全
体
の
権
力
」
で
あ
り
、
「
す
べ
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
が
そ

こ
に
列
席
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
」
、
そ
の
意
味
で
「
議
会
の
同
意
」
と
は
王

国
の
「
す
べ
て
の
人
び
と
の
同
意
」
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
議
会
で
は
、
「
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
に
と
っ
て
良
き
か
つ
必
要
な
も
の
」
を
勧
告
し
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
法
案
を

「
賢
明
な
熟
慮
に
基
づ
い
て
（on m

ature deliberation

）
」
論
議
し
、
同
意
す
る

場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
会
に
お
け
る
「
同
意
」
は
、
「
確
実
か
つ
安
定
し
た
神

聖
な
」
基
礎
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
こ
う
し
た
議
会
の
同
意
に
基
づ
い
て
、

旧
き
法
の
廃
止
や
新
し
い
法
の
制
定
の
ほ
か
、
過
去
お
よ
び
将
来
の
事
柄
に
関
す
る

命
令
、
私
人
の
権
利
や
占
有
の
変
更
、
宗
教
形
態
の
確
立
、
度
量
衡
の
変
更
、
王
位

継
承
形
式
の
賦
与
、
補
助
金
（subsidies

）
、
租
税
（taxes

）
、
賦
課
金
（im

positions

）

の
決
定
、
「
最
高
法
廷
」
と
し
て
の
訴
訟
な
ど
、
お
よ
そ
国
家
の
ほ
と
ん
ど
の
重
要

事
項
の
決
定
が
な
さ
れ
る 

６
８ 

。
と
く
に
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
「
賦
課
金
」
の
決
定

が
、
国
王
に
固
有
の
大
権
で
は
な
く
、
議
会
の
同
意
を
要
す
る
事
項
と
し
て
把
握
さ
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れ
て
い
る
点
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
国
王
大
権
と
賦
課
金
の
問
題
を
め
ぐ
る

本
稿
の
第
四
章
の
考
察
と
の
関
連
で
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
、
宮
廷
費
の
財
源
を
補
う
目
的
で
、
未
確
立
の
賦
課
金
を
議
会

の
同
意
を
得
ず
に
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
徴
収
し
、
そ
れ
が
一
六
一
〇
年
議
会
以
降
の

庶
民
院
で
最
大
の
争
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
争
点
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
財
務
府
裁
判
所
に
お
い
て
、
賦
課
金
の
徴
収
が
国
王
の
絶

対
的
大
権
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
議
会
の
同
意
を
得
な
く
て
も
コ
モ

ン
・
ロ
ー
に
反
し
な
い
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
庶
民
院
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
を
し
て
王
権
に
対
す
る
反
発
を
い
っ
せ
い
に
喚
起
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
（
第
四
章
参
照
）
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ス
ミ
ス
は
、
議
会
を
「
君
主
と
貴
族
な
ら
び
に
庶
民
に
よ
る
、

全
体
と
し
て
の
普
遍
的
か
つ
一
般
的
な
同
意
と
権
威
」
と
み
な
し
、
国
家
の
重
要
な

統
治
機
能
の
行
使
に
あ
た
っ
て
、
国
王
に
共
同
体
の
同
意
と
い
う
制
限
を
課
す
こ
と

を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
こ

う
し
た
議
会
の
同
意
が
も
つ
絶
対
的
な
権
威
の
主
張
と
同
時
に
、
一
見
こ
れ
と
は
矛

盾
す
る
よ
う
な
、
議
会
お
よ
び
そ
の
手
続
に
拘
束
さ
れ
な
い
無
統
制
の
絶
対
的
な
国

王
権
力
が
擁
護
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
議
会
の
説
明
は
両
義
的
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
ス
ミ
ス
は
議
会
に
つ
い
て
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
頭
と
身
体
か
ら
な
る

全
体
」
と
し
て
そ
の
至
高
の
権
威
に
つ
い
て
語
る
側
面
と
、
他
方
で
、
そ
の
な
か
の

「
頭
と
な
る
君
主
」
を
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
生
命
か
つ
統
治
者
」

と
し
て
捉
え
、
単
独
の
国
王
が
「
王
国
の
統
治
の
た
め
に
そ
の
他
の
議
会
の
成
員
に

対
し
て
権
威
と
権
力
と
を
施
行
す
る
」
よ
う
な
国
王
の
絶
対
的
権
力
を
擁
護
す
る
側

面
と
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
は
五
つ
の

統
治
機
能
が
属
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
法
と
条
例
の
制
定
」
、
「
宣
戦
・

講
和
の
決
定
」
、
「
貨
幣
の
供
給
」
、
「
主
要
な
官
吏
の
選
出
」
、
「
司
法
の
運
営
」

で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
こ
れ
ら
の
統
治
機
能
の
う
ち
、
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、

第
一
と
第
三
の
機
能
は
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
の
形
式
で
行
使
さ
れ
る
が
、
第
二

と
第
四
の
機
能
に
つ
い
て
は
単
独
の
「
国
王
自
身
」
に
帰
属
す
る
。
ま
た
第
五
の
司

法
運
営
の
機
能
は
、
「
至
高
か
つ
絶
対
的
な
議
会
」
に
よ
る
場
合
と
、
「
決
闘
」
に

よ
る
場
合
と
、
「
大
ア
サ
イ
ズ
」
（
こ
こ
で
は
ク
ー
リ
ア
・
レ
ー
ギ
スcuria regis

か
ら
分
化
し
た
各
種
裁
判
所
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る 

６
９ 

） 

に
よ
る

場
合
の
三
つ
の
様
式
に
分
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
る 

７
０ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
宣
戦
・
講
和
や
官
吏
任
免
の
事
項
に
お
い
て
ス
ミ
ス
は
、
国
王
に
固

有
の
絶
対
的
権
力
の
存
在
を
説
く
。
彼
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
君
主
（M

onarch

）

が
も
つ
こ
の
種
の
絶
対
的
な
権
力
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
国
王
は
「
彼

の
権
力
の
な
か
に
宣
戦
・
講
和
（w

arre and peace

）
の
権
限
を
絶
対
的
な
も
の
と

し
て
持
っ
て
い
る
」
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
国
王
は
「
彼
の
意
の
ま
ま
に
」
あ
る
い

は
「
枢
密
院
の
助
言
の
み
」
を
も
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
「
戦

時
に
お
い
て
は
…
国
王
は
絶
対
的
な
権
力
を
持
つ
」
。
す
な
わ
ち
、
「
彼
の
言
葉
」

こ
そ
が
「
法
」
と
な
り
、
そ
こ
で
の
国
王
の
統
治
は
「
法
の
手
続
や
司
法
の
方
式
」

に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
た
国
王
の
「
絶
対
的
権
力
は
、
軍
法
（m

arciall 

law
e

）
と
呼
ば
れ
る
」
。
そ
し
て
戦
時
に
は
、
国
王
は
そ
の
絶
対
的
権
力
に
よ
っ
て
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そ
の
戦
費
を
単
に
「
布
告
」
を
通
じ
て
王
国
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
、
国
王
は
、
「
衡
平
に
よ
っ
て
節
度
が
求
め
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
既
成
の
法
を

無
効
に
す
る
」
絶
対
的
権
力
を
も
つ
。
他
方
、
国
王
は
こ
う
し
た
戦
時
に
お
け
る
絶

対
的
権
力
の
ほ
か
、
平
時
に
お
い
て
は
「
王
国
の
主
要
な
高
位
官
職
」
の
任
免
権
を

独
占
的
に
持
つ
と
さ
れ
る
。
ス
ミ
ス
は
こ
う
し
た
絶
対
的
権
力
を
も
つ
国
王
の
存
在

に
つ
い
て
こ
う
結
論
す
る
。
「
要
す
る
に
、
国
王
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
で
行
わ
れ

る
あ
ら
ゆ
る
事
柄
の
生
命
で
あ
り
、
頭
脳
で
あ
り
、
権
威
な
の
で
あ
る
」
と 

７
１ 

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の

延
長
線
上
で
、
王
権
に
対
す
る
法
に
よ
る
制
約
と
議
会
を
通
じ
た
制
定
手
続
に
よ
る

制
約
と
い
う
伝
統
的
な
観
念
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
は
国
家
の
権

力
作
用
に
関
す
る
新
た
な
認
識
が
明
確
に
読
み
取
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
国
家
の
権
力

作
用
の
な
か
に
は
、
議
会
に
お
け
る
同
意
の
手
続
に
は
馴
染
ま
な
い
、
高
度
な
政
治

的
決
断
を
要
す
る
領
域
が
存
在
す
る
こ
と
に
対
す
る
認
識
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

王
権
に
固
有
の
絶
対
的
な
領
域
を
原
理
的
に
承
認
す
る
見
解
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ

ー
の
な
か
に
は
い
ま
だ
見
ら
れ
な
か
っ
た
要
素
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ス
ミ
ス
は
こ

う
し
た
単
独
の
国
王
の
人
格
に
帰
属
す
る
一
群
の
絶
対
的
権
力
を
「
国
王
大
権

（prerogatives royalles,or the prerogative of the king

）
」
と
い
う
名
の
下

に
定
義
す
る
。
こ
の
「
国
王
大
権
」
と
い
う
用
語
は
元
来
中
世
に
お
い
て
は
国
王
が

封
建
領
主
と
し
て
持
つ
財
産
権
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
の
ス

ミ
ス
の
な
か
で
は
、
法
と
議
会
の
拘
束
を
受
け
な
い
王
権
に
固
有
の
絶
対
的
な
権
力

作
用
を
指
す
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
国
王
大
権
の
概

念
的
把
握
と
そ
れ
が
現
実
政
治
に
お
い
て
現
に
存
在
す
る
と
い
う
認
識
は
、
ス
ミ
ス

に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
に
は
広
範
囲
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い

え
る
。
当
時
一
般
的
に
は
、
宣
戦
講
和
、
官
吏
任
命
、
貨
幣
鋳
造
、
軍
事
、
外
交
、

通
商
、
宗
教
、
王
位
継
承
、
議
会
の
召
集
・
解
散
な
ど
が
国
王
大
権
に
属
す
る
事
項

と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
国
王
大
権
に
属
す
る
事
項
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
必
ず
し

も
一
義
的
な
見
解
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
論
者
に
よ
っ
て
差
異
が
見
ら
れ
た

が
、
し
か
し
法
と
議
会
に
よ
る
通
常
の
統
治
と
は
別
に
国
王
大
権
と
い
う
国
王
に
固

有
の
絶
対
的
権
力
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
も
含
め
て
当

時
一
般
的
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
ス
ミ
ス
自
身
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
国
王
大
権
」
と
呼
ば
れ
る
国
王
の
権
力
に
つ
い
て
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
書
や

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
著
作
に
お
い
て
個
別
具
体
的
に
言
明
さ
れ
て
い
る
」
と 

７
２ 

。 

こ
の
よ
う
に
法
と
議
会
に
拘
束
さ
れ
な
い
国
王
権
力
の
領
域
は
、
一
六
世
紀
の
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
国
王
の
「
絶
対
的
大
権
」
と
「
通
常
権
力
」
、
あ
る
い
は

「
議
会
の
外
の
国
王
」
と
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
、
「
枢
密
院
に
お
け
る
国
王
」

と
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
な
ど
と
い
っ
た
用
語
法
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ

て
い
た
が
、
こ
う
し
た
「
国
王
大
権
」
に
つ
い
て
の
認
識
が
生
ま
れ
た
の
は
、
一
方

で
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
状
況
と
知
的
雰
囲
気
を
背
景

と
し
て
い
る
。
一
般
的
に
宗
教
改
革
を
経
験
し
て
以
降
の
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
権
威

の
頂
点
が
分
裂
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
お
よ
び
列
強
諸
国
の
あ
い
だ
の

対
立
と
い
う
国
際
状
況
も
加
わ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
に
お
い
て
程
度
の
差
こ
そ

あ
れ
複
雑
な
対
立
の
構
図
を
抱
え
込
ん
で
い
た
。
一
六
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
も
、
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ロ
ー
マ
教
皇
庁
お
よ
び
カ
ソ
リ
ッ
ク
陣
営
か
ら
の
国
教
会
体
制
の
独
立
を
維
持
し
、

さ
ら
に
は
ス
ペ
イ
ン
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
列
強
諸
国
に
対
抗
し
な
が
ら
軍
事
・
外

交
・
通
商
上
の
国
益
を
図
る
と
い
う
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
、
過
去
の
時
代
と
は
質

量
と
も
に
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
複
雑
か
つ
多
様
な
「
政
策
問
題
」
に
直
面
し
て

い
た
。
法
と
議
会
の
制
約
に
服
さ
な
い
国
王
の
絶
対
的
権
力
を
原
理
的
に
承
認
す
る

と
い
う
態
度
は
、
こ
う
し
た
「
政
策
問
題
」
へ
の
現
実
的
対
応
と
し
て
生
じ
て
き
た

も
の
と
い
え
る 

７
３ 

。 

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
な
国
王
大
権
と
し
て
の
統
治
権
力
の
概
念
化
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
法
思
想
お
よ
び
政
治
思
想
の
文
脈
で
見
た
と
き
、
そ
れ
は
「
主
権
」
概

念
と
同
じ
系
譜
に
属
し
て
い
る
。
一
六
世
紀
末
に
ボ
ダ
ン
が
提
示
し
た
主
権
概
念
は
、

第
二
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
主
義
法
学
の
延
長
線
上
で

形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る 

７
４ 

。
「
モ
ス
・
イ
タ
リ
ク
ス
（m

os italicus

）
」
と
呼

ば
れ
た
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ
ー
マ
法
学
が
帝
国
全
体
を
対
象
と
し
た
ユ
ー
ス
・
コ

ム
ー
ネ
（jus com

m
une

）
と
し
て
成
立
し
た
の
に
対
し
、「
モ
ス
・
ガ
リ
ク
ス
（m

os 

gallicus

）
」
と
称
さ
れ
る
一
六
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
主
義
法
学
者
た
ち
が
と
く

に
関
心
を
注
い
だ
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
王
国
の
法
体
系
と
政
治
制
度
の
問
題
で

あ
っ
た
。
ス
ミ
ス
と
同
時
代
の
一
六
世
紀
な
か
ば
の
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
主
義
法
学
者

た
ち
に
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
対
抗
す
る
フ
ラ
ン
ス
王
権
を
擁
護
し
た
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
言
説
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
王
に
と
っ
て
適
合
的
な
政
治
と
法

の
諸
原
理
を
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
「
国
王
（roy

）
」

と
「
皇
帝
﹇
元
首
﹈（princeps

）
」
、「
王
権
（regale

）
」
と
「
皇
帝
権
（im

perium

）
」
、

「
高
等
法
院
（parlem

ent

）
」
と
「
元
老
院
（senatus

）
」
な
ど
、
古
典
古
代
ロ

ー
マ
帝
国
と
フ
ラ
ン
ス
王
国
と
を
制
度
的
に
比
較
す
る
研
究
を
行
っ
た
が
、
こ
う
し

た
研
究
を
通
じ
て
人
文
主
義
法
学
者
た
ち
の
な
か
に
は
、
古
典
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の

元
首
立
法
権
に
な
ぞ
ら
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
に
排
他
的
な
立
法
権
を
付
与
す
る
原

理
を
定
式
化
す
る
流
れ
が
生
ま
れ
た
。
こ
う
し
て
立
法
権
の
専
有
を
中
心
に
さ
ま
ざ

ま
な
絶
対
的
な
国
王
大
権
が
原
理
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ジ
ャ

ン
・
フ
ェ
ロ
ー
（Jean Ferrault

）
は
二
〇
項
目
の
国
王
大
権
を
、
シ
ャ
ル
ル
・
ド

ゥ
・
グ
ラ
ッ
サ
ー
ユ
（C

harles de G
rassaille

）
は
四
〇
項
目
の
国
王
大
権
を
、

バ
ル
テ
ル
ミ
・
ド
ゥ
・
シ
ャ
ス
ヌ
ー
（B

arthélem
y de C

hasseneuz

）
は
五
六
項

目
も
の
国
王
大
権
を
定
式
化
し
て
い
る 

７
５ 

。
ス
ミ
ス
に
お
い
て
見
ら
れ
た
国
王
大

権
へ
の
言
及
と
そ
の
明
確
な
定
義
は
、
彼
が
フ
ラ
ン
ス
留
学
で
邂
逅
し
た
人
文
主
義

法
学
の
影
響
と
無
関
係
で
は
な
い 

７
６ 

。 

 

と
は
い
え
、
ス
ミ
ス
の
こ
う
し
た
ロ
ー
マ
法
的
な
一
義
的
明
確
さ
で
定
義
さ
れ
た

絶
対
的
な
権
力
概
念
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
な
統

治
理
念
が
ス
ミ
ス
の
思
想
の
な
か
に
お
い
て
持
つ
意
義
を
見
誤
っ
て
し
ま
い
か
ね
な

い
。
た
し
か
に
、
ス
ミ
ス
は
当
時
の
ロ
ー
マ
法
学
者
に
共
通
す
る
王
権
な
い
し
統
治

権
力
を
一
義
的
に
定
義
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
そ
な
え
て
い
る
し
、
法
と
議
会
に
よ

る
制
約
を
離
れ
た
絶
対
的
な
国
王
大
権
の
領
域
を
概
念
化
し
て
、
そ
れ
を
擁
護
し
て

も
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
絶
対
的
権
力
と
し
て
の
国
王
大
権
に
含
ま
れ
る
項
目
は
、

現
実
に
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
宣
戦
・
講
和
と
官
吏
の
任
免
の
二
つ
だ
け
で
あ
る
。

同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
主
義
法
学
者
と
比
べ
る
と
圧
倒
的
に
少
な
い
。
後
の
一
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七
世
紀
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
お
い
て
さ
え
一
般

的
に
国
王
大
権
の
な
か
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
貨
幣
鋳
造
や
宗
教
体
制
な

ど
の
事
項
で
さ
え
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
に
属
す
る
も
の

と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
ス
ミ
ス
の
把
握
す
る
国
王
大
権
の
範
域
は
当
時
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
い
え
ば
、
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
彼
の

伝
統
的
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
理
念
か
ら
要
請
さ
れ
る
意
図
的
な
限
定
で
あ
っ
た

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
国
王
大
権
を
ミ
ニ
マ
ム

に
限
定
し
よ
う
と
す
る
ス
ミ
ス
の
こ
う
し
た
国
王
大
権
解
釈
の
態
度
は
、
ギ
リ
シ
ア

の
古
典
教
養
、
と
り
わ
け
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ポ
リ
ス
に
関
す
る
考
察
に
基
づ
い
て

執
筆
し
た
第
一
巻
の
考
察
を
つ
ぶ
さ
に
確
認
す
る
と
き
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
な
も
の

と
な
ろ
う
。 

ス
ミ
ス
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
け
る
絶
対
的
権
力
の
性
格
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
論
評
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
国
王
の
絶
対
的
権
力
（absolute pow

er

）
」

と
い
う
も
の
は
、
「
戦
時
に
お
い
て
（in tim

e of w
ar

）
」
こ
そ
必
要
と
さ
れ
る
「
絶

対
的
な
施
政
（absoute adm
inistration

）
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
「
平

時
に
お
い
て
（in tim

e of peace

）
」
妥
当
す
る
の
は
、
「
法
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ

た
国
王
権
力
」
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
人
が
賢
明
に
も
「
独
裁
官
（D

ictator

）
」
の
任
期

を
六
ヶ
月
と
限
定
し
た
よ
う
に
、
平
時
に
お
け
る
「
絶
対
的
で
統
制
し
え
な
い
権
威
」

は
む
し
ろ
「
き
わ
め
て
危
険
な
」
性
格
の
も
の
で
あ
る 

７
７ 

。
平
時
に
お
け
る
絶
対

的
権
力
に
よ
る
統
治
は
、
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
奴
隷
と
主
人
の
関
係
に
等
し
く
、
自

由
な
人
民
と
国
王
と
の
あ
い
だ
の
共
同
性
に
よ
っ
て
全
体
の
福
利
を
目
的
と
し
て
成

り
立
つ
政
治
社
会
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
い
う
。
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
、

平
時
お
い
て
も
戦
時
お
い
て
も
、
自
ら
を
維
持
す
る
た
め
に
、
共
通
の
同
意
と
契
約

に
よ
っ
て
結
集
し
、
結
合
し
た
多
数
の
自
由
人
か
ら
な
る
社
会
（society

）
で
あ
り
、

あ
る
い
は
彼
ら
の
共
同
行
為
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
と
は
、
平
時
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
、
戦
時
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
基
本
的

性
格
は
自
由
人
の
結
合
体
で
あ
る
の
に
対
し
、
主
人
と
奴
隷
の
関
係
に
お
い
て
は
、

奴
隷
は
主
人
と
の
間
に
共
同
作
業
を
持
つ
こ
と
は
な
く
、
主
人
が
追
求
す
る
の
は
も

っ
ぱ
ら
自
己
の
富
だ
け
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
利
益
を
省
み
る
こ
と
は
な
い
。
奴
隷
と

は
「
主
人
の
道
具
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
。
こ
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
の
定
義
す
る
コ
モ

ン
ウ
ェ
ル
ス
と
は
字
義
通
り
、
自
由
な
人
び
と
か
ら
な
る
共
同
性
の
上
に
成
立
す
る

社
会
全
体
の
共
通
利
益
と
等
価
で
あ
り
、
そ
の
連
帯
は
自
由
人
相
互
の
あ
い
だ
の
同

意
と
契
約
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る 

７
８ 

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
の
理
想
と
す
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
、
何
よ
り
も
「
自

由
」
の
享
受
と
い
う
点
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
ま

さ
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
は
フ
ラ
ン
ス
そ
の
他
の
統
治
形
態
よ
り
も
優
れ
て
い
る

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
自
由
」
と
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル

ス
の
自
由
人
の
同
意
を
軸
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
「
議
会
」
が

こ
れ
を
実
現
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
議
会
と
は
国
王
の
権

力
と
人
民
の
自
由
が
結
合
し
、
両
立
し
合
う
場
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た

ス
ミ
ス
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
観
に
照
ら
せ
ば
、
国
王
大
権
と
い
う
絶
対
的
権
力
は
当

然
、
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
ミ
ニ
マ
ム
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
絶
対
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的
権
力
は
そ
の
本
性
上
、
自
由
の
実
現
を
図
る
た
め
の
議
会
を
中
心
と
し
た
ス
ミ
ス

の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
観
そ
の
も
の
を
危
う
く
す
る
性
格
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
前

述
の
か
れ
の
言
葉
に
は
、
こ
の
点
が
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

 

も
と
よ
り
、
ス
ミ
ス
が
宣
揚
し
た
の
は
、
Ｇ
・
Ｒ
・
エ
ル
ト
ン
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
国
王
を
頭
と
し
、
聖
俗
貴
族
、
庶
民
が
四
肢
と
な
っ
た
全
体
と
し
て
の
「
議
会
」

の
持
つ
権
力
の
至
高
性
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
と
く
に
庶
民
院
の
権
能
を
想
定
し
た

も
の
で
は
な
い 

７
９ 

。
し
た
が
っ
て
、
ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ス

ミ
ス
の
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
の
言
説
は
、
「
議
会
と
王
権
と
の
間
に
論
争
が
存

在
す
る
こ
と
」
を
前
提
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
直
ち
に
そ
れ
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
王

権
の
権
威
を
損
な
う
も
の
で
は
な
か
っ
た 

８
０ 

。
こ
の
点
で
、
議
会
と
王
権
と
の
間

の
論
争
に
お
い
て
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
統
治
理
念
お
よ
び

統
治
政
策
へ
の
対
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
の
理
念
を
展

開
し
た
文
脈
と
は
明
ら
か
に
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ー
マ
法
継
受
の
上
に
王
権
の
絶
対
化
を
図
る
当
時
の
フ
ラ
ン

ス
そ
の
他
の
統
治
と
比
較
し
な
が
ら
、
議
会
に
お
け
る
王
国
全
体
の
同
意
に
基
づ
く

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
が
持
つ
優
越
性
を
説
い
た
ス
ミ
ス
の
言
説
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
朝
時
代
の
政
治
的
文
脈
に
あ
っ
て
は
彼
が
意
図
し
た
以
上
の
政
治
的
意
味
合
い
を

発
揮
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
法
を
継
受
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
出

身
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
と
し
て
即
位
し
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
お
よ
び
バ

ン
ク
ロ
フ
ト
ら
聖
職
者
に
よ
る
王
権
神
授
説
の
展
開
と
、
ロ
ー
マ
法
学
者
に
よ
る
ビ

ザ
ン
チ
ン
主
義
的
な
国
王
の
絶
対
的
権
力
の
擁
護
が
政
治
社
会
の
前
景
に
立
ち
現
れ

て
き
た
時
、
ス
ミ
ス
の
議
会
の
絶
対
的
権
力
の
言
説
は
、
庶
民
院
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
に
、
王
権
に
対
抗
す
る
抵
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
展
開
す
る
の
に
ま
さ
に
好

適
な
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

   

第
四
節 

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
へ
の
継
承 

   

以
上
、
第
一
章
で
見
て
き
た
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ス
ミ
ス
の

国
制
論
は
、
一
七
世
紀
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て

頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
つ
よ
く
受

け
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
別
の
法
体
系
に
位
置
す
る
ス
コ
ッ
ラ
ン

ド
か
ら
来
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
、
お
よ
び
そ
の
息
子
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
に
対
し
て
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
な
国
制
理
念
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
そ
の
遵
守
を
要
請
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
絶
対
主
義
的
な
国
王
大
権
の
観
念
と
そ
れ
に
基
づ
く
現
実

の
諸
政
策
の
実
施
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
、
か
れ
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち

に
抵
抗
の
論
理
を
提
供
し
た
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
国
制
を
説
い
た
か
つ

て
の
権
威
あ
る
著
者
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
が
執
筆
し
た
法
書
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
議
会
に
お
け
る
論

戦
の
場
な
ど
で
ブ
ラ
ク
ト
ン
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ス
ミ
ス
ら
を
引
証
し
て
い
た
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典
型
的
な
例
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
、
彼
ら
三
人
の
国
制
論
が
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト

期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
た
様
相
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
で
、

第
一
章
の
考
察
を
い
っ
た
ん
締
め
括
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期

の
「
古
来
の
国
制
」
論
を
検
討
し
た
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
の
考
察
へ
と
つ
な
げ
て

お
き
た
い
。 

 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
が
即
位
し
て
ま
も
な
く
、
当
時
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
人
民

間
訴
訟
裁
判
所
主
席
裁
判
官
の
職
に
あ
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
は
、
「
国
王
の

禁
止
令
状
事
件
」
（Prohibitions del R

oy, 1607

）
に
お
い
て
、
国
王
ジ
ェ
ー
ム

ズ
と
衝
突
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
教
会
事
項
に
関
す
る
限
り
国
王
は
裁
判
官
を
介
し

て
で
は
な
く
自
身
の
人
格
に
お
い
て
自
ら
の
意
思
の
み
に
従
っ
て
判
決
す
る
権
能
を

持
つ
は
ず
だ
と
の
大
主
教
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
の
訴
え
を
め
ぐ
っ
て
争
わ

れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
の
意
見
に
同
調
す
る
姿
勢
を
見

せ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
対
し
て
、
ク
ッ
ク
は
、
「
国
王
は
人
の
下
に
あ
る
べ
き
で
は
な

い
が
、
神
と
法
の
下
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
言
葉
を
引
証
し
て
、

国
王
と
い
え
ど
も
法
の
支
配
に
服
す
る
旨
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た 

８
１ 

。 

他
方
、
ク
ッ
ク
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
つ
い
て
も
、
そ
の
代
表
的
作
品
で
あ

る
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』
を
、
「
金
の
文
字
で
書
か
れ
る
べ
き
ほ

ど
重
要
で
価
値
あ
る
も
の
」
８
２ 

と
讃
え
て
い
た
。
ク
ッ
ク
は
、
自
ら
が
編
纂
し
た

『
判
例
集
』
（R

eports

）
の
「
序
文
」
の
な
か
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性
と
卓

越
性
を
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
人
、
サ
ク
ソ
ン
人
、
デ

ー
ン
人
、
ノ
ル
マ
ン
人
と
い
っ
た
征
服
民
族
の
支
配
者
た
ち
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
古

来
の
法
」
を
改
廃
で
き
た
の
に
、
そ
う
し
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
古
来
の
法
が
い
か
な
る
人
定
法
よ
り
も
卓
越
し
て
い
た
証
で
あ
る
、
と
。
こ
う

し
て
ク
ッ
ク
は
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
大
い
な
る
古
来
性

（antiquity

）
を
も
つ
」
が
ゆ
え
に
卓
越
し
た
法
な
の
だ
と
言
明
す
る
。
そ
の
際
、

か
れ
は
、
こ
の
見
解
が
「
自
身
の
着
想
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
」
、
「
深
遠

な
法
の
知
識
」
を
も
ち
「
卓
越
し
た
古
事
学
者
」
で
も
あ
っ
た
「
最
も
崇
敬
す
べ
き

高
名
な
裁
判
官
」
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
示
し
た
判
断
に
基
づ
い

て
い
る
と
述
べ
、
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』
の
な
か
か
ら
、
フ
ォ
ー

テ
ス
キ
ュ
ー
の
言
説
を
そ
の
ま
ま
延
々
と
引
証
し
て
い
る 

８
３ 

。 

ま
た
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
方
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

の
合
理
的
改
正
の
必
要
か
ら
、
他
方
で
絶
対
主
義
的
諸
政
策
へ
の
抵
抗
と
い
う
目
的

か
ら
、
数
多
く
の
法
書
が
刊
行
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
上
掲
の
ク
ッ
ク
の
作
品
も

そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
他
に
も
た
と
え
ば
、
当
時
の
代
表
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

の
一
人
で
、
と
く
に
ロ
ー
マ
法
な
ど
の
概
念
を
参
照
し
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

の
合
理
的
改
革
を
試
み
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
ま
た
庶
民
院
で
も
活
躍
し
た
ヘ
ン
リ

ー
・
フ
ィ
ン
チ
の
著
作
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
当
時
の
法
改
革
の
試
み
の
一
応
の
集
大

成
と
も
目
さ
れ
る
法
書
の
な
か
で
、
フ
ィ
ン
チ
は
、
議
会
権
力
を
説
明
す
る
に
あ
た

っ
て
、
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
の
言
説
の
延
長
線
上
に
立
ち
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
定
義

し
て
い
る
。
「
議
会
と
は
、
貴
族
（nobility

）
と
庶
民
（com

m
ons

）
が
集
ま
る
国

王
の
法
廷
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
絶
対
的
な
権
力
（absolute 

pow
er

）
を
持
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
と 

８
４ 

。 
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ブ
ラ
ク
ト
ン
や
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ス
ミ
ス
の
い
わ
ゆ
る
権
威
的
著
書
を
参
照

す
る
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
「
法
書
」

に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
や
チ
ャ
ー
ル
ズ
と
対
峙
し
た
当
時
の
各
議
会

で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
演
説
や
審
議
の
な
か
に
も
く
り
返
し
確
認
さ
れ
う
る
。
た
と
え

ば
、
議
会
の
同
意
を
経
な
い
未
確
立
の
賦
課
金
を
国
王
大
権
に
基
づ
い
て
徴
収
す
る

と
い
う
問
題
が
大
き
な
争
点
と
な
り
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
最
初
の
本
格
的
な
国
制
論

争
と
な
っ
た
一
六
一
〇
年
の
議
会
に
お
い
て
、
豊
か
な
学
識
を
持
つ
当
時
の
代
表
的

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
し
て
、
か
つ
庶
民
院
を
代
表
す
る
論
客
の
一
人
で
あ
っ
た
ウ

ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
の
古
来
性
を
説
い
た
フ

ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
言
説
に
従
い
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
は
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン

ク
ェ
ス
ト
に
よ
っ
て
も
変
化
を
被
ら
な
か
っ
た
し
、
サ
ク
ソ
ン
以
前
の
「
太
古
の
時

代
」
か
ら
「
現
在
」
に
至
る
ま
で
恒
常
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
主
張
し
、
国
王
と
臣

民
の
あ
い
だ
の
問
題
を
裁
定
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
古
来
性
に
基
づ
く
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
「
確
実
性
」
な
の
だ
と
言
明
し
て
い
る 

８
５ 

。
一
六
一
〇
年
議
会
で
は
他
に
も

同
様
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
公
法
お
よ
び
基
本
法
と
し
て
い
ち
早
く
読
み
替
え
よ
う

と
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
学
者
で
、
当
時
庶
民
院
議
員
で
も
あ
っ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
は
、
議
会
の
絶
対
的
権
力
を
説
い
た
ス
ミ
ス
の
見
解
に
従
い
な
が

ら
、
次
の
よ
う
に
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
国
家
全
体
の
同
意
に
よ

っ
て
補
佐
」
さ
れ
た
「
議
会
に
お
け
る
国
王
の
権
力
」
こ
そ
が
、
「
至
高
の
権
力

（suprem
a potestas

）
」
で
あ
り
、
「
国
王
の
意
思
の
み
に
よ
っ
て
」
導
か
れ
る

「
従
属
的
な
権
力
（subordinata potestas

）
」
と
し
て
の
国
王
大
権
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
、
と 

８
６ 

。
ま
た
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
一
六
一
〇
年
議
会
に
お
い

て
、
立
法
と
課
税
に
お
け
る
議
会
の
同
意
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
け
る
「
二
つ
の

主
要
な
基
本
的
要
点
」
で
あ
る
と
説
明
す
る
際
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
依
拠
し

て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
法
の
改
変
」
は
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
改
変
」

と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
立
法
権
と
課
税
権
は
「
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
」

を
基
盤
に
し
て
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
「
立

法
と
課
税
の
二
つ
の
権
力
は
一
つ
の
手
の
な
か
で
付
随
し
合
う
」
も
の
で
あ
り
、
「
そ

れ
ら
の
う
ち
の
一
方
は
も
う
一
方
が
な
け
れ
ば
存
在
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
通
り

で
あ
る
と
、
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
は
い
う 

８
７ 

。 

さ
ら
に
、
一
六
一
四
年
議
会
に
お
い
て
も
、
国
王
の
賦
課
金
が
改
め
て
問
題
に
な

っ
た
と
き
、
前
述
の
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
や
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
、
ま
た
絶
対
的
君
主
制
を

説
い
た
ロ
ー
マ
法
学
者
ジ
ョ
ン
・
カ
ウ
エ
ル
を
一
六
一
〇
年
議
会
に
お
い
て
糾
弾
し

た
際
に
庶
民
院
の
急
先
鋒
と
な
っ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
一
人
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・

ホ
ス
キ
ン
ズ
（John H

oskins, 1566-1638

）
８
８ 

ら
が
、
議
会
の
同
意
を
得
な
い

国
王
大
権
に
よ
る
恣
意
的
な
賦
課
金
の
徴
収
の
不
当
性
を
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に

依
拠
し
な
が
ら
訴
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ

ュ
ー
は
、
議
会
の
同
意
な
し
に
「
国
王
は
賦
課
金
を
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
し
、

「
賦
課
金
に
よ
る
課
税
は
、
最
も
高
次
の
次
元
で
い
え
ば
、
法
を
つ
く
る
こ
と
」
と

同
義
で
あ
る
と
明
確
に
言
明
し
て
い
る
、
と 

８
９ 

。
彼
ら
が
こ
こ
で
引
証
し
て
い
る

の
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
礼
賛
に
つ
い
て
』
の
な
か
の
第

三
六
章
に
あ
る
説
明
、
す
な
わ
ち
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
国
王
は
、
議
会
に
お
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い
て
表
明
さ
れ
た
王
国
全
体
の
容
認
な
い
し
は
同
意
が
な
け
れ
ば
、
自
ら
あ
る
い
は

そ
の
官
吏
に
よ
っ
て
、
特
別
賦
課
税
（tallages

）
や
補
助
金
（subsidies

）
そ
の

他
い
か
な
る
課
税
負
担
を
も
臣
民
に
対
し
て
課
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
ら

に
関
わ
る
法
を
変
更
し
た
り
、
新
た
に
作
成
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い

う
箇
所
で
あ
る 

９
０ 
。
ま
た
、
反
独
占
闘
争
を
展
開
し
、
と
く
に
経
済
活
動
の
自
由

を
積
極
的
に
擁
護
し
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
サ
ン
デ
ィ
ー
ズ
（Sir 

E
dw

in Sandys, 1561-1629

）
９
１ 
は
、
同
じ
く
一
六
一
四
年
議
会
に
お
い
て
、

国
王
に
よ
る
賦
課
金
な
ど
の
課
税
は
、
「
わ
れ
わ
れ
全
員
の
利
益
の
基
礎
」
を
掘
り

崩
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
を
奴
隷
と
化
し
、
プ
ロ
パ
テ

ィ
の
享
受
を
妨
げ
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
議
会
の
同
意
な
し
に
法
を
つ
く

る
」
こ
と
も
、
同
じ
よ
う
に
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
関
わ
る
と
い
う
同
じ
理
由
に
基
づ
い
て

無
効
で
あ
る
、
と
。
サ
ン
デ
ィ
ー
ズ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
と

ス
ミ
ス
を
引
証
す
る 

９
２ 

。
同
様
な
言
及
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ヘ
イ

ク
ウ
ィ
ル
は
、
「
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王

は
、
﹇
議
会
の
同
意
が
な
け
れ
ば
﹈
法
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
課

税
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
し
て
こ
の
見
解
は
、
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
の
著
作
『
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
国
家
論
』
と
も
一
致
す
る
」
と 

９
３ 

。 

以
上
の
よ
う
に
、
庶
民
院
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
ジ
ェ
ー
ム

ズ
一
世
に
対
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
過
去
の
権
威
的
著
者
に
言
及
し
な
が
ら
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
国
制
論
を
訴
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
同
様
な
議
論
の
仕
方

は
、
そ
の
後
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
治
世
期
の
議
会
に
お
い
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
有
名
な
『
権
利
請
願
』
が
最
大
の
焦
点
と
な
り
、
一
六
二
〇
年
代
の
議

会
闘
争
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
っ
た
一
六
二
八
年
議
会
に
お
い
て
も
、
ブ
ラ
ク
ト

ン
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ス
ミ
ス
の
国
制
論
は
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
ク
ッ
ク
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
が
実
施
し
よ
う
と
し
た
強
制
公
債
の
不

当
性
を
主
張
す
る
際
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ

い
て
』
を
引
証
し
な
が
ら
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ

ー
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
た
他
の
国
で
は
国
王
は
自
ら
の
意
思

に
基
づ
い
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王

は
「
王
国
全
体
の
同
意
な
く
し
て
は
自
分
自
身
で
も
し
く
は
そ
の
官
吏
を
通
じ
て
臣

民
に
タ
リ
ジ
（tallagia

）
や
補
助
金
（subsidia

）
な
い
し
は
何
ら
か
の
負
担
を
課

す
る
こ
と
」
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る 

９
４ 

。
そ
れ
ゆ
え
、
「
国
王
は
ど
の
よ
う

な
形
の
も
の
に
せ
よ
公
債
の
方
式
に
よ
っ
て
課
税
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
し
、
ま

た
「
王
国
の
防
衛
の
た
め
の
タ
リ
ジ
あ
る
い
は
補
助
金
」
の
徴
収
も
議
会
の
同
意
な

し
に
は
お
こ
な
え
な
い
の
だ
と
、
ク
ッ
ク
は
結
論
づ
け
、
そ
の
た
め
に
「
議
会
は
毎

年
開
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
た 

９
５ 

。
ま
た
ク
ッ
ク
は
、
「
逮
捕
・
拘
禁

か
ら
の
自
由
」
に
つ
い
て
も
同
じ
く
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
依
拠
し
な
が
ら
説
明
し

て
い
る
。
ク
ッ
ク
は
、
王
国
の
裁
判
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
判
決
は
国
王
の
名
に
お
い

て
な
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
判
決
そ
れ
自
体
は
国
王
自
身
の
口
か
ら
与
え
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
説

明
を
引
証
し
な
が
ら 
９
６ 

、
自
由
民
の
逮
捕
・
拘
留
に
は
、
「
そ
の
事
由
が
具
体
的

に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た 

９
７ 

。
さ
ら
に
ク
ッ
ク
は
、
イ
ン
グ
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ラ
ン
ド
で
は
「
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
諸
民
族
と
王
国
に
お
い
て
、
現
在
支
配
し

て
い
る
の
と
同
一
の
法
と
慣
習
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
き
た
」
９
８ 

と
い
う
フ
ォ
ー

テ
ス
キ
ュ
ー
の
古
来
性
の
命
題
を
、
『
判
例
集
』
で
引
証
し
た
の
と
同
様
に
、
こ
の

議
会
の
審
議
の
場
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
臣
民
が
自
己
の
財
産
に
お

い
て
真
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
持
つ
」
と
い
う
点
は
、
こ
の
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の

コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
の
「
疑
い
得
な
い
根
本
的
要
点
（fundam

ental point

）
」
な
の

だ
と
言
明
し
た
の
で
あ
る 

９
９ 

。 

ま
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
（R

obert 

Phelips, ? 

）
は
、
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
自
由
に
つ
い
て
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ

ス
キ
ュ
ー
と
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
過
去
の
「
偉
大
な
人
物
で

あ
っ
た
二
人
の
著
者
」
に
依
拠
し
な
が
ら
擁
護
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
お
い
て
は
国
王
は
議
会
に
よ
る
以
外
に
課
税
す
る
こ
と
も
立
法
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
と
す
る
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
言
明 

１
０
０ 

と
、
旧
き
法
の
廃
止
や
新
た

な
法
の
制
定
、
補
助
金
、
賦
課
金
そ
の
他
の
課
税
は
、
議
会
に
お
い
て
の
み
行
使
さ

れ
る
と
説
い
た
ス
ミ
ス
の
言
明 

１
０
１ 

を
引
証
し
な
が
ら
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
は
、「
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
の
財
産
は
彼
ら
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
同
意
、
あ
る
い
は

議
会
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
、
そ
れ
は
「
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
自
由
（liberty

）
」
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
る 

１
０
２ 

。
ま
た
、
シ

ャ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
（M

r. Sherfield, ? 

）
は
、
「
法
に
よ
っ
て
自
由
民
は
、
事
由
を

示
さ
れ
る
こ
と
な
く
国
王
に
よ
り
投
獄
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
点
を
、

「
法
書
と
法
の
権
威
的
著
者
」
の
議
論
に
基
づ
い
て
論
証
し
よ
う
と
す
る
。
彼
は
、

フ
ォ
ー
ス
キ
ュ
ー
の
「
王
権
的
か
つ
政
治
的
統
治
」
に
関
す
る
言
説 

１
０
３ 

を
引
用

し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王
は
王
権
に
よ
る
統
治
だ
け
で

な
く
、
政
治
権
力
に
基
づ
い
て
統
治
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
国
王
は
臣
民
の
同
意
に

基
づ
く
政
治
的
な
法
を
遵
守
す
る
と
い
う
誓
約
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
し
て
臣
民
の
逮
捕
拘
禁
か
ら
の
自
由
は
こ
の
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る 

１
０
４ 

。 

他
方
、
当
時
の
有
名
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
一
人
で
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
初
期
に

は
庶
民
院
で
反
王
権
闘
争
に
先
駆
し
た
ダ
ド
リ
ィ
・
デ
ィ
グ
ズ
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
お

よ
び
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
依
拠
し
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
が
、
サ
ク
ソ
ン

人
の
時
代
以
来
の
「
不
文
の
慣
習
」
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
な
ら
ば
、

臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
は
、
「
臣
民
の
疑
い
得
な
い
相
続
財
産
（inheritance

）
」
で

あ
り
、
公
共
善
に
照
ら
し
た
統
治
上
の
「
必
要
（necessities

）
」
に
よ
っ
て
も
侵

害
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る 

１
０
５ 

。
ま
た
当
時
最
も
優
れ
た
法

制
史
家
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
ク
ッ
ク
と
並
び
称
さ
れ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
ジ
ョ

ン
・
セ
ル
デ
ン
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
著
作 

１
０
６ 

と
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
著
作 

１
０
７ 

を
引
証
し
な
が
ら
、
自
由
民
は
奴
隷
と
は
異
な
り
事
由
を
示
さ
れ
る
こ
と
な
く

投
獄
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
主
張
し
、
「
投
獄
は
法
的
に
は
政
治
的
死
（civil 

death
）
と
み
な
さ
れ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る 

１
０
８ 

。
ま
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

の
ア
ル
フ
ォ
ー
ド
（M

r.A
lford, ? 

）
は
、
『
権
利
請
願
』
の
条
項
を
め
ぐ
る
審
議

の
な
か
で
、
貴
族
院
が
提
示
し
た
草
案
の
な
か
の
「
主
権
者
権
力
（sovereign 

pow
er

）
」
と
い
う
言
葉
が
問
題
の
あ
る
表
現
だ
と
彼
が
非
難
し
た
際
に
、
「
コ
モ
ン
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ウ
ェ
ル
ス
の
絶
対
的
か
つ
不
可
分
の
権
力
」
を
説
い
た
ボ
ダ
ン
の
「
主
権
者
権
力
」

の
観
念
を
退
け
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
依
拠
し
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
で
は
「
法

が
国
王
に
与
え
る
も
の
だ
け
を
国
王
に
賦
与
す
る
こ
と
」
を
強
調
し
た 

１
０
９ 

。 

こ
の
よ
う
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
ス
テ
ュ

ア
ー
ト
王
権
の
絶
対
主
義
的
な
諸
政
策
に
対
し
て
そ
の
不
当
性
を
訴
え
る
と
き
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
の
伝
統
を
定
式
化
し
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、

ス
ミ
ス
ら
の
い
わ
ゆ
る
権
威
的
著
者
の
議
論
を
し
ば
し
ば
援
用
し
て
い
た
。
こ
う
し

た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
国
制
の
伝
統
に
照
ら
し
つ
つ
議
論
す
る
と
い
う
方
法
は
、

異
国
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
出
身
で
ロ
ー
マ
法
に
親
近
感
を
も
ち
、
か
つ
大
陸
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
流
行
し
て
い
た
王
権
神
授
説
の
学
識
を
備
え
て
い
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
に
対

し
て
、
戴
冠
の
際
に
お
こ
な
っ
た
国
王
自
身
が
行
っ
た
誓
約
に
基
づ
い
て
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
法
を
遵
守
さ
せ
る
、
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
う
え
で
非
常
に
効
果
的
な
論
法

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
形
で
国
王
ジ
ェ
ー
ム
ズ
か
ら
妥

協
的
言
説
を
引
き
出
し
て
い
っ
た
そ
の
事
実
は
、
そ
の
後
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
治

世
下
に
お
い
て
重
要
な
先
例
と
な
り
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
六
二

八
年
議
会
に
お
い
て
典
型
的
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
庶
民
院
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

が
と
っ
た
論
法
は
、
徹
底
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
固
有
の
古
来
の
伝
統
に
訴
え
る
と
い

う
方
式
に
あ
え
て
限
定
し
て
議
論
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
四
章

で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
『
権
利
請
願
』
の
草
案
を
め
ぐ
る
庶
民
院
と
貴
族
院
と
の
議

論
の
な
か
で
「
主
権
者
権
力
」
と
い
う
外
来
の
政
治
言
語
を
め
ぐ
っ
て
、
彼
ら
庶
民

院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
示
し
た
態
度
に
お
い
て
と
く
に
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
表
面
的
か
つ
明
示
的
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
過
去
の
権
威
的
著

者
た
ち
に
よ
る
国
制
論
を
積
極
的
に
参
照
し
つ
つ
も
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ

モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
展
開
し
た
「
古
来
の
国
制
」
論
お
よ
び
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー

理
論
は
、
そ
う
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
固
有
の
伝
統
に
内
在
し
た
言
説
だ
け
で
成
立
し

う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
法
と
国
制
の
観
念
は
、
じ
つ
は
当
時
の
大
陸
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
系
譜
と
交
錯
し
合
う
な
か
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
続
く
第
二
章
で
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
共

有
し
て
い
た
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
に
し
よ
う
。 

  

１ B
racton, D

e Legibus et Consuetudinibus Angliae, E
nglish Translated by 

S.E
. Thorne (V

ol.II), C
am

bridge,1968. 

こ
の
法
書
の
主
要
部
分
は
一
二
三
〇
年
代

に
書
か
れ
た
。 

２ 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
影
響
は
、
国
王
裁
判
所
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
コ

モ
ン
・
ロ
ー
が
宣
言
さ
れ
る
そ
の
形
成
期
の
段
階
に
お
い
て
す
で
に
確
認
で
き
る
。
彼
ら

裁
判
官
が
地
域
慣
習
法
を
超
え
た
王
国
共
通
の
一
般
的
慣
習
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を

編
み
出
し
て
い
く
際
に
、
そ
の
理
論
的
基
礎
と
し
て
参
照
し
た
の
が
、
ロ
ー
マ
法
学
者
ヴ

ァ
カ
リ
ウ
ス
が
著
し
た
『
貧
者
の
書
』
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ァ

カ
リ
ウ
ス
は
、
一
一
四
〇
年
代
に
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
シ
ー
オ
ボ
ー
ル
ド
に
よ
っ
て
「
前

例
の
な
い
も
め
ご
と
」
に
対
す
る
判
断
を
補
佐
す
る
目
的
で
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
学
教
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育
の
中
心
地
で
あ
っ
た
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
か
ら
招
聘
さ
れ
、
法
律
顧
問
と
し
て
活
動
し
た
。
さ

ら
に
彼
は
司
教
座
聖
堂
学
校
で
学
生
た
ち
に
法
学
教
育
も
施
し
、
学
生
た
ち
の
た
め
に
「
ロ

ー
マ
法
大
全
」
の
『
学
説
彙
纂
』
と
『
勅
法
彙
纂
』
の
重
要
法
文
を
撰
集
し
た
『
貧
者
の

書
』
を
著
し
た
。
そ
れ
は
一
一
九
〇
年
代
に
は
ロ
ー
マ
法
と
教
会
法
の
両
法
が
教
授
さ
れ

て
い
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
『
貧
者
の
書
』
は
、

慣
習
法
に
関
す
る
箇
所
の
注
釈
に
お
い
て
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
中
世
ロ
ー
マ
法

学
の
ど
の
注
釈
よ
り
も
慣
習
法
の
効
力
を
広
く
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
で
国
王
裁
判
所
を
通
じ
て
新
た
な
慣
習
法
を
発
達
さ
せ
よ
う
と
企
図
し
た
時
、

そ
の
理
論
立
て
の
基
礎
と
し
て
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
が
慣
習
法
と
し
て
確
立
す
る
当
初
の
過
程
に
お
い
て
、
す
で
に
ロ
ー
マ
法
の
「
学
説
」

の
参
照
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
本
文
お
よ
び
注
釈
に
お

け
る
概
説
は
、
主
に
以
下
を
参
照
。Peter Stein, Rom

an Law
 in European H

istory, 

C
am

bridge,1999, chap.2, 3. 

屋
敷
二
郎
監
訳
『
ロ
ー
マ
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
第
二
章
、
第
三
章
。
ま
た
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
の
ロ
ー
マ
法
に
つ

い
て
は
以
下
を
参
照
。Peter Stein, ‘V

acarius and the R
om

an Law
’, in Stein, 

The Character and Influence of the Rom
an Civil Law

 : H
istorical Essays, 

London and R
onceverte,1988, pp.167-185. 

３ B
racton, D

e Legibus et Consuetudinibus Angliae, pp.26-7. 

ロ
ー
マ
法
の

影
響
の
下
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
体
系
化
を
図
っ
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
と
っ
て
、
ロ
ー
マ
法

の
「
衡
平
」
の
概
念
は
重
要
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
衡
平
（aequitas, equity

）
」

と
は
、
人
間
の
言
葉
や
行
為
な
ど
の
事
柄
に
お
い
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
類
似
し
た
事
柄
を
等

し
く
扱
う
」
と
い
う
「
斉
一
性
（uniform

ity

）
」
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
「
正
義
」

が
人
間
の
「
公
正
な
る
心
の
な
か
に
存
す
る
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
に
即
し
て
い
え

ば
「
公
正
」
で
あ
り
、
そ
の
者
が
下
す
と
こ
ろ
の
「
判
断
」
に
即
し
て
い
え
ば
「
衡
平
」

で
あ
り
、
「
公
正
な
（just

）
」
人
間
の
行
う
「
衡
平
に
適
っ
た
（equitable

）
」
判
断

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
が
、
「
法
学
（juris prudentia, jurisprudence

）
」
で
あ

る
。Ibid.,p.25. 

４ Ibid.,p.27. 

５ Ibid.,pp.27-8. 

６ Ibid.,p.27. 

７ Ibid.,p.19. 

８ Ibid.,p.22. 

９ Ibid.,p.21. 

１
０ Ibid.,p.22. 

１
１ Ibid.,p.23. 

１
２ 

こ
の
時
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
ク
ッ
ク
の
論
争
の
要
旨
は
以
下
に
記
さ
れ
て
い
る
。Sir 

E
dw

ard C
oke, The Tw

elfth Part of the Reports (in John H
enry Thom

as 

and John Farquhar Fraser’s E
dition, 6vols.,R

eprint, N
ew

 Jersey,2002), 

pp.63-5. 
12th Reports 

 

以
下
、

等
と
略
記
。

１
３ John C

ow
ell, The Interpreter, C

am
bridge, 1607, in The E

nglish 
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E
xperience, N

o.231, A
m

sterdam
 and N

ew
 York, 1970, sig.2Q

1a-b 

１
４ B

racton, D
e Legibus et Consuetudinibus Angliae, p.23.  

１
５ Ibid.,p.305.  

１
６ Ibid.,pp.305-6. 

１
７ Ibid.,p.33. 

１
８ Ibid.,p.305. 

１
９ Ibid.,p.19. 

２
０ Ibid.,p.21. 

２
１ 

ク
ー
リ
ア
・
レ
ー
ギ
ス
（curia regis

）
か
ら
分
枝
し
た
大
評
議
会
（G

reat 

C
ounicil

）
が
貴
族
院
の
原
型
と
な
り
、
や
が
て
庶
民
院
が
加
え
ら
れ
て
二
院
か
ら
な
る

議
会
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
た
の
が
一
三
世
紀
後
半
で
あ
り
、
さ
ら
に
議
会
が
課
税
に
同
意

す
る
対
価
と
し
て
立
法
に
関
与
す
る
権
利
を
次
第
に
獲
得
し
て
い
っ
た
の
は
一
四
世
紀
か

ら
一
五
世
紀
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
坂
東
行
和
『
法
の
世
界
と
そ
の
周
辺
―
法
的

思

ス

一

第

照
。 

考
と
中
世
イ
ギ
リ

史
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇

年
、

七
章
参

２
２ B

racton, D
e Legibus et Consuetudinibus Angliae, p.33. 

２
３ John Selden, Ad Fletam

 D
essertatio, R

eprinted from
 the E

dition of 

1647 w
ith Parallel Translation, Introduction and N

otes by D
avid O

gg, 

C
am

bridge,1925, p.29; C
.H

.M
cIlw

ain, Constitutionalism
, Ancient and 

M
odern, Ithaca, 1940, p.71. 

邦
訳
『
立
憲
主
義
―
そ
の
成
立
過
程
』
（
森
岡
敬
一
郎

訳
、
慶
応
通
信
、
一
九
九
六
年
）
、
一
〇
六
―
七
頁
。
矢
崎
光
圀
『
法
思
想
史
』
（
日
本

評
論

年
）
、
第
四
章
。 

社
、
一
九
八
一

２
４ D

igesta, I.4.1. 

一

学
説

ロ

タ
』

参
照 

春
木

郎
訳
『

彙
纂
プ

ー

有
斐
閣
、

２
５ B

racton, D
e Legibus et Consuetudinibus Angliae, p.305. 

２
６ Selden, Ad Fletam

 D
essertatio, p.29. 

２
７ Ibid.,p.31. 

２
８ M

cIlw
ain, Constitutionalism

, Ancient and M
odern, p.74ff. 

邦
訳
、
一
一
一

頁
以
下
。 

２
９ 

安
藤
高
行
『
近
代
イ
ギ
リ
ス
憲
法
思
想
史
研
究
―
ベ
ー
コ
ン
か
ら
ロ
ッ
ク
へ
―
』
（
御

茶
の

1983

、

。 

水
書
房
、

年
）

五
頁
参
照

３
０ B

racton, D
e Legibus et Consuetudinibus Angliae, pp.32-3. 

３
１ 

一
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
思
考
が
中
世
自
然
法
の
影
響
下
に
あ
っ
た

と
い
う
の
は
、
彼
ら
が
継
承
し
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
想
が
ト
マ
ス
主
義
の
影
響
を

つ
よ
く
受
け
て
い
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
当
時
の
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
自
体

が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
哲
学
に
基
づ
い
た
神
学
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
自
然
法
思
想
の
影
響
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
な
く
、
絶
対
主

義
の
言
説
も
自
然
法
思
想
を
基
盤
に
展
開
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
Ｊ
・
Ｐ
・
サ
マ

ヴ
ィ
ル
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
内
乱
に
至
る
ま
で
の
十
七
世
紀
前
期
ス
テ
ュ
ア

ー
ト
期
に
お
い
て
一
般
的
・
支
配
的
な
思
想
で
あ
っ
た
の
は
、
人
文
主
義
あ
る
い
は
共
和

主
義
の
伝
統
で

は
な
く
、
む
し
ろ
自
然
法
思
想
の
伝
統
で
あ
っ
た
と
い
う

（J.P.Som
m

erville, Royalists and Patriots : Politics and Ideology in 
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England 1603-1640 , Second E
dition, London, 1999, chap.1

）
。
少
な
く
と
も
、

内
乱
期
以
前
ま
で
の
、
そ
し
て
当
時
の
政
治
社
会
で
活
動
的
生
活
に
従
事
し
て
い
た
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
や
絶
対
主
義
者
の
言
説
を
見
る
限
り
、
中
世
の
ス
コ
ラ
的
自
然
法
思
想
の

影
響
が
明
ら
か
に
濃
厚
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
改
め
て
人
文
主
義
・
共
和
主
義
の
影

響
が
政
治
社
会
の
前
景
に
出
て
く
る
の
は
、
内
乱
期
か
ら
後
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
か
け

て
で

 

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

３
２

 
 

E
llis 

Sandoz, 
‘ 

Fortescue, 
C

oke, 
and 

A
nglo-A

m
erican 

C
onstitutionalism

’, in Sandoz (ed.), The Roots of Liberty : M
agna Carta, 

Ancient Constitution, and the Angro-Am
erican Tradition of Rule of Law

, 

C
olum

bia,1993, p.5.  

３
３  Sir E

dw
ard C

oke, The Institutes of the Law
s of England, or a 

Com
m

entary upon Littleton , Pt.1-4 (in Francis H
argrave and C

harles 

B
utler’s E

dition, London,1817), the First Part, the Preface, p.xxxviii. 
以
下
、

1st Institute 
 

等
と
略
記
。

３
４ 

Q
uoted 

in 
Sandoz, 

‘Fortescue, 
C

oke, 
and 

A
nglo-A

m
erican 

C
onstitutionalism

 ’, p.5. 

３
５  

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Sir John Fortescue, 

D
e Laudibus Legum

 Angliae , E
dited and Translated w

ith Introduction 

and 
N

otes 
by 

S.B
.C

hrim
es 

(C
am

bridge 
Studies 

in 
E

nglish 
Legal 

H
istory),C

am
bridge,1949, pp.lix-lxvii.

（
以
下
、
本
文
献
か
ら
の
引
用
は
本
文
中
に
、

D
LLA

と
略
記
）
。
邦
訳
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』
（
一
〜
三
）
北
野
か

ほ
る
、
小
山
貞
夫
、
直
江
眞
一
共
訳
（
東
北
大
学
法
学
会
『
法
学
研
究
』
第
五
三
巻
第
四

号
〜

九

、

解

野

る

 

第
五
四
巻
第
一
号
、
一
九
八

年
）

「

説
」
（
北

か
ほ

著
）
。

３
６ Sir John Fortescue, D

e Laudibus Legum
 Angliae  [ed. J.Selden], 

London,1616, [STC
,11197]. 

３
７ C

oke, 6th Reports , Preface(To the R
eader), pp.iii-v. 

３
８ 

た
と
え
ば
、C.H

.M
cIlw

ain, The G
row

th of Political Thought in the W
est, 

N
ew

 York,1932, pp.354-363;  E
.F.Jacob, ‘Sir John Fortescue and the law

 

of nature’, Bulletin of the John Rylands Library 18 ,1934 ; M
.A

.Shepard, 

‘The Political and C
onstitutional Theory of Sir John Fortescue’ , in C

arl 

W
ittke (ed.), Essays in H

istory and Political Theory in H
onor of Charles 

H
ow

ard M
cIlw

ain  , N
ew

 York, 1967. 

３
９ Fortescue, D

e N
atura Legis N

aturae, Selected by D
avid S.B

erkow
itz 

and Sam
uel E

.Thorne ( Classics of English Legal H
istory in the M

odern 

Era ,N
o.1), N

ew
 York and London, 1980.

（
以
下
、
本
文
献
か
ら
の
引
用
は
本
文
中

に
、D

N
LN

と
略
記
）
。
こ
の
作
品
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
影
響
が
最
も
は
っ
き
り
と
読
み

と
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。 

４
０ 

邦
訳
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』
北
野
「
解
説
」
、
一
七
三
―
一
七
六
頁

参
照

 。

４
１ Fortescue, The G

overnance of England : O
therw

ise Called The 
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D
ifference betw

een an Absolute and a Lim
ited M

onarchy, edited by 

C
harles Plum

m
er, Second Im

pression, London, 1926. 

（
以
下
、
本
文
献
か
ら

の
引
用
は
本
文
中
に
、G

E

と
略
記
）
。 

４
２ 

 

六
―
一
七
七
頁
。 

邦
訳
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』

同
「
解
説
」
、
一
七

４
３ Jacob, ‘Sir John Fortescue and the law

 of nature’, p.365. 

４
４  C

.W
.B

rooks, ‘The Place of M
agna C

arta and the A
ncient C

onstitution 

in Sixteenth-C
entury E

nglish Legal Thought’, in E
. Sandoz(ed.), The 

Roots 
of 

Liberty 
: 

M
agna 

Carta, 
Ancient 

Constitution, 
and 

the 

Angro-Am
erican Tradition of Rule of Law

, 
pp.60-61; 

 
Som

m
erville, 

Royalists and Patriots : Politics and Ideology in England 1603-1640 , p.88. 
 

４
５ S.B

.C
hrim

es, ‘Introduction’ , in Fortescue, D
e Laudibus Legum

 

Angliae , p.c ; Jacob, ‘Sir John Fortescue and the law
 of nature’, p.376. 

４
６ Fortescue, D

e N
atura Legis N

aturae, pp.239-240. 

な
お
、
こ
の
ア
ク
ィ
ナ
ス

の
言
葉
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、 Thom

as A
quinas, Sum

m
a Theologiae, Latin 

Text and E
nglish Translation, Introductions ,N

otes, A
ppendices and 

G
lossaries, by Thom

as G
ilby and others, vol.28, Law

 and Political Theory 

(1a2ae.90-97), C
am

bridge,1966, quaestio 91, articulus 2, pp.22/23. 

邦
訳

『

一
九
頁
。 

神
学
大
全
』
第
一
三
冊
（
稲
垣
良
典
訳
、
創
文
社
、
一
九
七
七
年
）
、

４
７ Jacob, ‘Sir John Fortescue and the law

 of nature’, p.365. 

４
８ 

A
quinas, Sum

m
a Theologiae, 

vol.28, Law
 and Political Theory 

(1a2ae.90-97), quaestio 95, articulus 2 and 3, pp.102/103-108/109. 

邦
訳
、

九
三
―
九
七
頁
。 

４
９ 

Ｆ
・
ポ
ロ
ッ
ク
は
、「
中
世
の
自
然
法
理
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
諸
原
理
と
の
間
に
は
、

実
質
的
な
関
連
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。Sir Frederick Pollock, ‘The H

istory of 

the Law
 of N

ature’ (1900), in Pollock, Jurisprudence and Legal Essays, 

Selected and Introduced by A
.L.G

oodhart, London,1961, p.142.  

邦
訳
、「
自

然
法
の
歴
史
」

深
田

徳
訳
）
『
同
志
社
法
学
』
一
三
三
号
、
九
六
頁
。 

（

三

５
０ 

こ
こ
で
の dom

inium
 

と
い
う
用
語
は
、
本
来
、
ロ
ー
マ
法
に
由
来
し
、
中
世
に
お

い
て
は
一
般
的
に
排
他
的
独
占
的
な
権
利
を
意
味
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
のdom

inium

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
統
治
は
、
排
他
的
独
占
的
な
所
有
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る

よ
う
な
支
配
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
意
味
か
ら
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
「
政
治
的
・

王
権
的
統
治
」
に
つ
い
て
定
式
化
す
る
際
、
こ
のdom

inium

と
い
う
用
語
は
必
ず
し
も
適

切
な
言
葉
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
言
及
す
る
も
う
一
方
の
統
治
形

態
で
あ
る
「
王
権
の
み
に
も
と
づ
い
た
支
配
」
の
場
合
に
適
合
的
な
用
語
と
言
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
こ
の
点
を
明
確
に
区
別
し
て
用
い
て
い
た
か
ど
う
か

は
定
か
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
政
治
的
・
王
権
的
統
治
」
に
つ
い
て
、
『
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』
で
は
、regim

en 

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
』
で
は
、dom

inium
 

の
語
用
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
語
用
上
の
含
意
に
た
い
す
る
意
識
的
な
区
別
が
、

後
の
一
七
世
紀
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
に
な
る
と
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
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こ
で
は
、
「
王
権
（regal pow

er

）
」
に
も
と
づ
く
「
支
配
（dom

inion

）
」
と
、
「
政

治
権
力
（political pow

er

）
」
に
も
と
づ
く
「
統
治
（governm

ent

）
」
と
が
、
用
法

上
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。Cf. 

John Locke, Tw
o Treaties of G

overnm
ent, 

edited by Peter Laslett, Student E
dition, C

am
bridge, 1988.  

５
１ A

quinas, D
e Regim

ine Principum
 : ad Regem

 Cypri et de Regim
ine 

Judaerum
, edtio 2 revisa, Trino,1971, I, c. 6.  

『
神
学
大
全
』
の
所
説
に
よ
れ
ば
、

ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
堕
落
し
な
い
君
主
制
こ
そ
が
理
想
的
な
統
治
形
態
で
あ
る
と
は
認
め
な

が
ら
も
、
君
主
の
専
制
化
へ
の
誘
惑
に
抵
抗
す
る
能
力
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
、

そ
れ
ゆ
え
君
主
制
、
貴
族
制
、
お
よ
び
民
主
制
か
ら
そ
の
諸
徳
性
を
混
合
し
た
政
体
を
最

善
の
統
治
形
態
と
し
て
い
る
。 A

quinas, Sum
m

a Theologiae, Latin Text, 

E
ngliah Translation,Introduction and N

otes by D
avid B

ourke and A
rthur 

Littledale, vol.29, The O
ld Law

 (1a2ae.98-105), quaestio 105, articulus 1, 

pp.268/269.  
 

邦
訳
（
第
一
三
冊
）
、
三
七
七
―
三
七
八
頁
。

５
２ Jacob, ‘Sir John Fortescue and the law

 of nature’, p.367. 

５
３ E

rnst H
. K

antorow
icz, The K

ings Tw
o Bodies, A Study in M

ediaeval 

Political Theology , renew
ed,Princeton,1985, chap.IV

. 

邦
訳
『
王
の
二
つ
の
身

体

（

公
訳
、

社

一
九

、

四
章
参
照

 

―
中
世
政
治
神
学
研
究
―
』

小
林

平
凡

、

九
二
年
）

第

。

５
４ Q
uoted in E

.V
oegelin,The N

ew
 Science of Politics, An Introduction, 

C
hicago,1987, p.40. 

５
５ 

こ
こ
で
用
い
た
国
制
モ
デ
ル
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
に
お
け
る
用
法
を
参
照

し
た
。Paul C

hristianson, ‘A
ncient C

onstitutions in the A
ge of Sir E

dw
ard 

C
oke and John Selden,’ in E

llis Sandoz (ed.),The Roots of Liberty : M
agna 

Carta,Ancient Constitution, and the Angro-Am
erican Tradition of Rule of 

Law
, pp.97-102. 

５
６ Sir Thom

as Sm
ith, D

e Republica Angrorum
 (1583), edited by M

ary 

D
ew

ar, C
am

bridge,1982. 

５
７ Ibid.,p.144. 

た
だ
し
、
彼
の
著
作
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
ス
ミ
ス
が
死
去
し
た
六
年

後

っ

 

、
最
初
に
執
筆
さ
れ
て
か
ら
一
八
年
後
の
一
五
八
三
年
の
こ
と
で
あ

た
。

５
８ H

is letter,w
ritten in Latin, printed in H

addon’s Lucubrationes, 

E
nglish translatation from

 M
.D

ew
ar’s introduction to her edition, p.1. 

５
９ Sm

ith, D
e Republica Angrorum

, First B
ooke, pp.49-64. 

６
０ 

ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
者
と
し
て
の
ス
ミ
ス
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
二
節
を
併
せ
て

参
照

た
い

 

さ
れ

。

６
１ Sm

ith, D
e Republica Angrorum

, Introduction, p.2. 
  

６
２ 

カ
ウ
エ
ル
の
法
と
国
制
の
観
念
、
お
よ
び
彼
の
絶
対
主
義
的
な
言
説
に
つ
い
て
は
、
本

稿
 

第
五
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

６
３ Sm

ith, D
e Republica Angrorum

, the First B
ooke, chap.5, p.52. 

６
４ Ibid., the First B

ooke, chap.7, pp.53-4. 

６
５ Ibid., the First B

ooke, chap.15, pp.62-5 

６
６ Ibid., the First B

ooke, chap.16-23, pp.64-76. 
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６
７ Ibid., the First B

ooke, chap.24, p.77. 

６
８ Ibid.,the Second B

ooke, chap.1,pp.78-9. 

６
９ 

こ
こ
で
は
、
国
王
裁
判
所
と
し
て
成
立
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
を
指
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
「
ア
サ
イ
ズ
（assize

）
」
と
は
、
語
源
的
に
はto sit at

（
座

る
）
を
意
味
す
る
語
か
ら
の
派
生
語
で
、
こ
こ
か
ら
会
議
、
と
く
に
ク
ー
リ
ア
・
レ
ー
ギ

ス
（curia regis

）
の
会
議
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
ク
ー
リ
ア
・
レ
ー
ギ
ス
と
は
、King’s 

court

（
国
王
の
宮
廷
）
を
意
味
し
、
家
臣
が
主
君
の
宮
廷
に
出
仕
し
て
助
言
と
助
力
を
与

え
る
封
建
法
上
の
義
務
を
基
礎
に
、
国
王
が
そ
の
直
臣
を
召
集
し
た
会
議
体
を
さ
す
。
こ

れ
は
、
全
直
臣
の
参
集
す
るG

reat C
ouncil

（
大
評
議
会
）
と
少
数
の
側
近
や
宮
廷
役
人

か
ら
な
るsm

all council

（
小
評
議
会
）
と
に
分
化
し
、
系
譜
的
に
い
え
ば
、G

reat 

C
ouncil

か
らParliam

net

（
議
会
）
が
、sm

all council

か
らK

ing’s C
ouncil

（
国
王

評
議
会
）
、Privy C

ouncil

（
枢
密
院
）
が
出
現
し
て
く
る
。
そ
し
て
各
裁
判
所
や
官
庁

も
、
こ
のcuria regis

、
と
く
にsm
all council

か
ら
分
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
本
文
のgreat assize

と
は
、
国
王
裁
判
所
と
し
てcuria regis

か
ら
派
生
し
た

コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
裁
判
所
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
。
な
お
、

assize

と
は
通
常
、
国
王
の
裁
判
官
が
地
方
を
巡
回
す
る
ア
サ
イ
ズ
裁
判
（
正
式
巡
回
裁

判
）
の
意
や
、
土
地
訴
訟
を
一
種
の
陪
審
で
審
理
す
る
ア
サ
イ
ズ
審
理
の
意
な
ど
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
Ｊ
・

ベ
イ
カ
ー
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
制
史
概
説
』
小
山
貞
夫
訳
（
創
文
社
、
一
九
七
五
年
）
、

三
―
七
章
。
田
中
英
夫
編
『
英
米
法
辞
典
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）
、
七

〇
―

 

七
一
、
二
二
三
頁
。

７
０ Sm

ith, D
e Republica Angrorum

, the Second B
ooke, C

hap.4,5,p.88. 

７
１ Ibid.,the Second B

ooke, chap.3, pp.85-8. 

７
２ Ibid.,the Second B

ooke, chap.3, p.87. 

７
３ 

安
藤
高
行
『
近
代
イ
ギ
リ
ス
憲
法
思
想
史
研
究
―
ベ
ー
コ
ン
か
ら
ロ
ッ
ク
へ
―
』
、
九

―

一
頁
。 

一

７
４ 

こ
の
時
代
の
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
文
主
義
の
普
及
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。

D
onald 

R
.K

elley, 
Foundations 

of 
M

odern 
H

istorical 
Scholarship 

: 

Language, Law
 and H

istory in the French Renaissance , N
ew

 York,1970. 

ま
た
、
ボ
ダ
ン
と
人
文
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Quentin Skinner, 

The Foundations of M
odern Political Thought, 2 vols, C

am
bridge,1978, 

vol.II, 
pp.287ff; Julian H

. Franklin, Jean Bodin and the Sixteenth 

Century 
Revolution 

in 
the 

M
ethodology 

of 
Law

 
and 

H
istory , 

C
olum

bia,1963. 

さ
ら
に
ボ
ダ
ン
と
絶
対
主
義
理
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
を
参

照
。Franklin, Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theory, C

am
bridge, 

1973. 
７
５ D

onald R
. K

elley, ‘ Law
 ’ , in J.H

.B
urns (ed.), The Cam

bridge H
istory 

of Political Thought 1450-1700 , C
am

bridge,1991, pp.78-80. 

な
お
こ
こ
で
言

及
し
た
人
文
主
義
法
学
者
の
著
作
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。Jean Ferrault, 

Tractatus…
iura seu privilegia contínens, Paris,1524; C

harles de 
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G
rassaille, Regalium

 Franciae libri duo, Paris,1545; B
arthélem

y 

de C
hasseneuz, Catalogus gloriae M

undi, Paris,1529. 

７
６ 

ピ
ー
タ
ー
・
ス
タ
イ
ン
は
、
ス
ミ
ス
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
家
論
』
に
お
け
る
ル
ネ
サ

ン
ス
人
文
主
義
と
ロ
ー
マ
法
の
強
い
影
響
を
指
摘
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ス
ミ
ス
の
作
品

は
彼
が
ロ
ー
マ
法
学
者
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
到
底
書
く
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
で
あ
り
、

ロ
ー
マ
法
は
ス
ミ
ス
に
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
を
外
部
か
ら
考
察
す
る
能
力
」
を
与
え
た

の
だ
と
い
う
。Peter Stein, ‘Sir Thom

as Sm
ith : R

enaissance C
ivilian’ in 

Stein, The Character and Influence of the Rom
an Law

 : H
istorical Essays, 

London,1988, chap.13, p.193. 

７
７ Ibid., the First B

ooke, chap.8, pp.54-5. 

７
８ Ibid., the First B

ooke, chap.10, p.57. 

７
９ G

.R
.E

lton, ‘ Parliam
ent in the Sixteenth C

entury : Functions and 

Fortunes’, H
istorical Journal 22 (1979), pp.255-79. 

８
０ 

W
illiam

 
S. 

H
oldsw

orth, 
A 

H
istory 

of 
English 

Law
, 

17vols, 

London,1903-1977, R
eprint, 1982, vol.IV

, pp.208-9. 

８
１ 

こ
の
時
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
ク
ッ
ク
の
論
争
の
要
旨
は
以
下
に
記
さ
れ
て
い
る
。C

oke, 

12th Reports , pp.63-5. 

８
２ 

Q
uoted 

in 
Sandoz, 

‘Fortescue, 
C

oke, 
and 

A
nglo-A

m
erican 

C
onstitutionalism

 ’, p.5. 

８
３ C

oke, 6th Reports, Preface(To the R
eader), pp.iii-v.  

８
４ Sir H

enry Finch,  Law
, or , a D

iscourse Thereof ; in Four Books (1625), 

A
 G

arland Series, C
lassics of E

nglish Legal H
istory in M

odern E
ra, N

ew
 

York, 1978, p.233. 

８
５ W

illiam
 H

akew
ill, The Libertie of the Subject : Against the Pretended 

Pow
er of Im

positions  (1641), reprinted in Classics of English Legal 

H
istory in the M

odern Era , N
ew

 York and London, 1979, pp.6-8,11. 

８
６ A Com

plete Collection of State Trials and Proceedings for H
igh 

Treason and O
ther Crim

es and M
isdem

eannors , com
piled by T. B

. H
ow

ell, 

E
sq., 21vols, vol.2 (1 Jam

es I. To 3 C
harles I. …

1603-1627), R
eprinted, 

N
ew

 York, 2000, II, p.482. 

８
７ State Trials, II, pp.486-7. 

８
８ 

ホ
ス
キ
ン
ズ
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ニ
ュ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
で
学
士
号
お
よ
び
修

士
号
を
取
得
し
、
そ
の
後
、
法
曹
学
院
の
ミ
ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
習
得

し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
し
て
活
動
。
一
六
〇
四
年
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
最
初
の
議
会

に
お
い
て
ヘ
ア
フ
ォ
ー
ド
・
シ
テ
ィ
か
ら
庶
民
院
議
員
に
選
出
さ
れ
、
さ
ら
に
一
六
一
四

年
議
会
、
一
六
二
八
年
議
会
に
も
同
選
挙
区
か
ら
再
選
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ス
キ
ン
ズ
は
、

と
く
に
一
六
一
〇
年
の
議
会
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
法
学
者
ジ
ョ
ン
・
カ
ウ
エ
ル
（John 

C
ow

ell
）
の
「
絶
対
君
主
制
」
を
説
い
た
『
解
釈
者
（The Interpreter

）
』
を
糾
弾
し
、

議
会
の
法
廷
に
か
け
る
動
議
を
提
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
彼
は
、
当
時
の
庶
民
院
の

急
先
鋒
の
一
人
で
、
一
六
一
四
年
議
会
で
は
国
王
大
権
を
批
判
し
、
ロ
ン
ド
ン
塔
へ
投
獄
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さ
れ
て
い
る
。
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。L.Stephen and S.Lee (ed.), 

D
ictionary of N

ational Biography, London,1908, vol.IX, pp.1291-3. 

（
以
下
、

D
N

B
 

と
略
記
）
。
ま
た
カ
ウ
エ
ル
事
件
に
お
け
る
ホ
ス
キ
ン
ズ
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
本

稿
第

 

五
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

８
９ 

M
aija 

Jansson(ed.), Proceedings in Parliam
ent 1614 (H

ouse of 

Com
m

ons) , Philadelphia,1988, p.288. 

９
０ Fortescue, D

e Laudibus Legum
 Angliae, chap.36, pp.86/87. 

邦
訳
、（
二
）
、

一
二
五
頁
。 

９
１ 

サ
ン
デ
ィ
ー
ス
は
、
大
主
教
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
サ
ン
デ
ィ
ー
ス
（1516-1588

）
の
次
男

で
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
コ
ル
プ
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
学
士
号
（B

.A

）

お
よ
び
修
士
号
（M

A

）
を
取
得
。
そ
の
後
再
び
、
法
学
士
（B

.C
.L

）
を
取
得
し
、
そ
れ

と
と
も
に
法
曹
学
院
ミ
ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
に
入
学
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
習
得
。
一
六
八

六
年
に
初
め
て
庶
民
院
議
員
に
選
出
さ
れ
、
以
後
、
一
五
八
八
―
九
年
、
一
五
九
二
―
三

年
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
後
期
の
議
会
で
一
貫
し
て
活
発
に
政
治
活
動
を
展
開
。
そ
の
後
、

大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
留
学
を
経
て
、
一
六
〇
四
年
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
最
初
の
議
会
に

お
い
て
再
び
庶
民
院
議
員
と
し
て
選
出
さ
れ
、
庶
民
院
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
の
一
人
と
な

り
、
一
六
一
〇
年
の
議
会
に
お
い
て
は
「
大
契
約
」
を
審
議
す
る
委
員
会
に
お
い
て
活
躍

し
、
さ
ら
に
一
六
一
四
年
議
会
、
一
六
二
一
年
議
会
で
も
庶
民
院
議
員
と
し
て
活
動
す
る
。

彼

は

D
N

B
, vol,XV

II, pp.775-9. 

の
経
歴
に
つ
い
て

以
下
を
参
照
。

９
２ Proceedings in Parliam

ent 1614, p.147. 

９
３ Proceedings in Parliam

ent 1614, p.131. 

上
記
の
例
が
引
証
し
て
い
る
の
は
ど

れ
も
、
以
下
の
箇
所
で
あ
る
。Fortescue, D

e Laudibus Legum
 Angliae, chap.36, 

pp.86/87-88/89 (

邦
訳
、（
二
）
、
一
二
五
―
六
頁) ; Sm

ith, D
e Republica Angrorum

, 

the Second B
ooke, chap.1, pp.78-9, and chap.4, p.88.  

９
４ 

こ
こ
で
ク
ッ
ク
が
言
及
し
た
の
は
、
以
下
の
箇
所
で
あ
る
。Fortescue, D

e 

Laudibus Legum
 Angliae, chap.34, pp.78/79, and chap.36, pp.86/87-88/89. 

邦

 

訳
、
（
二
）
、
一
二
一
―
二
、
一
二
五
―
六
頁
。

９
５ R

.C
.Jonson,M

.F.K
eeler et al ,eds, Proceedings in Parliam

ent 1628, 

6vols , N
ew

 H
aven,1977-83 (The first 4 volum

es are entitled Com
m

ons 

D
ebates 1628 ), II, pp.64-5. 

９
６ 

こ
の
引
証
箇
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。Fortescue, D

e Laudibus Legum
 

Angliae , chap.8, pp.20/21-24/25. 

邦

五
〇
―
二
頁
。 

訳
、
（
一
）
、

９
７ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, pp.100-1. 

９
８ Fortescue, D

e Laudibus Legum
 Angliae, chap.17, pp.38/39. 

邦
訳
、（
一
）
、

六
一

 

頁
。

９
９ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.334. 
１
０
０ Fortescue, D

e Laudibus Legum
 Angliae, chap.9, pp.24/25-26/27, and 

chap.36, pp.86/87-88/89. 
 

邦
訳
、
（
一
）
、
五
二
頁
、
（
二
）
、
一
二
五
―
六
頁
。

１
０
１ Sm

ith, D
e Republica Angrorum

, the Second B
ooke, chap.2, pp.79-85. 

１
０
２ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, pp.124, 135. 
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１
０
３ Fortescue, D

e Laudibus Legum
 Angliae, chap.37, pp.88/89-90/91. 

邦

訳
、

 

（
二
）
、
一
二
七
―
八
頁
。

１
０
４ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, pp.188-9. 

１
０
５ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.162. 

１
０
６ B

racton, D
e Legibus et Consuetudinibus Angliae, p.300. 

１
０
７ Fortescue, D

e Laudibus Legum
 Angliae, chap.8, pp.20/21-24/25. 

邦
訳
、

（
一

 

）
、
五
〇
―
二
頁
。

１
０
８ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, pp.176-9. 

１
０
９ Proceedings in Parliam

ent 1628, III, pp.501-2. 
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