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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
す
で
に
一
三
世
紀
半
ば
に
お
い
て
王
国
全
体
に
管
轄
権
を

も
つ
国
王
裁
判
所
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
他
の
諸
国
と
は
異
な

り
、
早
く
か
ら
王
国
全
体
に
権
威
を
も
つ
国
家
の
裁
判
機
能
が
形
成
さ
れ
た
。
し
か

も
そ
れ
は
、
土
着
の
慣
習
を
法
源
と
し
て
認
め
、
裁
判
所
を
通
じ
た
判
例
法
と
い
う

形
式
に
お
い
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
過
程
で
成
立
し

た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
体
系
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
特
有
の
土
着
性
あ
る
い
は
島
国

性
が
顕
著
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
の
発
展
的
継
受
を
経
験
し
た
フ
ラ
ン
ス
や
包
括
的
継

受
を
お
こ
な
っ
た
ド
イ
ツ
な
ど
の
大
陸
諸
国
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
法
の
継
受
を
経
る
こ

と
は
つ
い
に
な
く
、
一
群
の
法
原
則
か
ら
演
繹
的
に
体
系
化
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
と
は

全
く
異
質
の
法
体
系
と
し
て
発
展
し
て
き
た
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る 
１ 
。 

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
第
一
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
そ
の

形
成
当
初
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
招
聘
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
学
者
ロ
ン
バ
ル
ド
・
ヴ
ァ

カ
リ
ウ
ス
（Lom
bard V

acarius : 1120?-1200?

）
の
『
貧
者
の
書
（Liber 

pauperum

）
』
を
参
照
し
て
い
た
し 

２ 

、
そ
の
最
初
の
体
系
的
な
法
書
を
著
し
た

ブ
ラ
ク
ト
ン
も
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
注
釈
学
派
を
代
表
す
る
ロ
ー
マ
法
学
者
の
一
人
で

あ
っ
た
ア
ー
ゾ
の
強
い
影
響
の
下
に
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
慣
習
」
を
体
系
化

し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
と
く
に
一
定
の

体
系
的
な
整
序
を
試
み
る
局
面
に
お
い
て
ロ
ー
マ
法
の
部
分
的
継
受
を
す
で
に
経
験

し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
本
稿
の
主
題
の
一
つ
で
も
あ
る
よ
う
に
、
古
典
的
コ
モ
ン
・

ロ
ー
理
論
が
一
七
世
紀
に
形
成
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
も
、
ロ
ー
マ
法
は
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
流
行
し

た
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
知
的
影
響
が
底
流
に
存
在
し
て
い
た
。
「
一
六
世
紀
か

ら
一
七
世
紀
前
期
は
、
知
的
態
度
に
お
け
る
根
本
的
な
変
化
の
時
代
で
あ
っ
た
」
３ 

と

言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
政
治
社
会
に
お
け
る
法
の
観
念
に
お
い
て
も
顕
著
に
現
れ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
法
に
お
け
る
新
た
な
知
的
態
度
は
、
一
般
的
に
旧
き
伝
統

に
立
脚
し
て
い
た
と
さ
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
お
よ
び
「
古
来
の
国

制
」
論
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
法
的
・
政
治
的
伝

統
を
擁
護
す
る
形
で
登
場
し
た
「
古
来
の
国
制
」
論
は
、
表
面
的
に
は
旧
来
の
伝
統

の
再
生
と
し
て
映
じ
る
が
、
し
か
し
そ
の
言
説
の
思
考
様
式
は
、
明
ら
か
に
当
時
の

新
た
な
知
的
枠
組
み
に
依
拠
し
て
は
じ
め
て
展
開
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
七
世

紀
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
「
古
来
の
国
制
」
論
を
展

開
し
た
と
き
、
た
し
か
に
彼
ら
が
最
も
参
照
し
、
依
拠
し
た
の
は
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ

ー
テ
ス
キ
ュ
ー
で
あ
り
、
彼
が
説
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
ブ
リ
ト
ン
人
以
来
の
古

来
性
と
不
変
性
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
の
卓
越
性
の
命
題
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
。
と
く
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
を
擁
護
す
る
そ
う
し
た
「
神
話
」
的
な

歴
史
理
解
は
、
絶
対
主
義
的
マ
イ
ン
ド
を
も
つ
と
懸
念
さ
れ
た
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権

に
対
す
る
対
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
強
力
な
力
を
発
揮
し
得
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
思
考
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス

 75



第２章 ルネサンス人文主義の知的影響 

キ
ュ
ー
や
そ
の
命
題
を
継
承
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
に
典
型
的
に
見
ら
れ
た
よ

う
な
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
神
話
、
あ
る
い
は
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
・
マ
イ
ン
ド
」
に
よ

っ
て
営
ま
れ
、
当
時
の
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
普
及
し
て
い
た
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義

や
ロ
ー
マ
法
が
提
起
し
た
知
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
疎
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
た
と
え
ば
、
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
コ
ッ
ク
は
、
そ
の
先
駆
的
業
績
の
な
か
で
か
つ

て
こ
う
述
べ
て
い
た
。
「
日
常
の
職
業
的
必
要
性
以
外
の
と
こ
ろ
で
生
じ
働
く
よ
う

な
知
的
好
奇
心
を
除
け
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
み
ず
か
ら
の
法
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
法
と
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
４ 

。
さ
ら
に
、
Ｄ
・

Ｒ
・
ケ
リ
ー
も
、
ポ
コ
ッ
ク
と
同
様
、
一
六
世
紀
後
期
と
一
七
世
紀
初
期
の
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
法
学
者
お
よ
び
歴
史
家
の
も
つ
島
嶼
性
を
強
調
し
て
い
る
。
ケ
リ
ー
に
よ

れ
ば
、
一
五
世
紀
後
半
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
時
代
か
ら
、
一
七
世
紀
前
半
の
ク

ッ
ク
の
時
代
に
至
る
ま
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
た
ち
が
好
ん
だ
の
は
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
が
超
記
憶
的
な
古
来
よ
り
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
神
話
で
あ
り
、

こ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
対
す
る
確
信
の
ゆ
え
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
た
ち
は
、

大
陸
の
新
た
な
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
眼
を
閉
ざ
し
た
ま

ま
で
あ
っ
た
、
と 

５ 

。 

し
か
し
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
「
古
来
の
国
制
」
論
を
展
開
し
た
コ
モ
ン
・
ロ

ー
ヤ
ー
の
思
考
は
、
特
殊
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
な
慣
習
的
世
界
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
し
、
あ
る
い
は
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
的
な
神
話
的
理
解
に
立
っ
た
「
コ

モ
ン
・
ロ
ー
・
マ
イ
ン
ド
」
に
よ
っ
て
一
色
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
「
古
来
の
国
制
」
論
を
展
開
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
思
考
の
重
要
な

構
成
要
素
で
は
あ
る
も
の
の
、
一
つ
の
側
面
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
展
開
し
た

「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
議
論
の
な
か
に
は
大
陸
法
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
組
み
入
れ

ら
れ
て
い
た
」
と
ポ
ー
ル
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ソ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
思
考
に
は
、
も
う
一
つ
の
別
の
マ
イ
ン
ド
、
す
な
わ
ち
ル

ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
や
ロ
ー
マ
法
の
知
的
伝
統
が
作
用
し
た
「
シ
ヴ
ィ
ル
・
ロ
ー
・

マ
イ
ン
ド
」
が
明
ら
か
に
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る 

６ 

。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
国

制
に
固
有
の
伝
統
を
再
生
し
よ
う
と
し
た
「
古
来
の
国
制
」
論
は
、
じ
つ
は
こ
う
し

た
二
つ
の
マ
イ
ン
ド
が
綜
合
さ
れ
て
は
じ
め
て
成
立
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
お
よ
び
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
ら
の
伝
統
的
な
言
説
に
お
い
て
強
調

さ
れ
た
の
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
古
来
性
」
あ
る
い
は
神
話
的
な
「
歴
史
」
の
契
機

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
お
よ
び
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
た

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
法
的
思
考
が
重
視
し
た
の
は
「
理
性
」
の
契
機
で
あ
っ
た
。

こ
の
古
来
の
「
歴
史
」
と
法
の
根
拠
と
し
て
の
「
理
性
」
と
が
結
合
さ
れ
て
は
じ
め

て
、
一
七
世
紀
の
「
古
来
の
国
制
」
論
が
誕
生
し
た
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
本
稿
の

構
成
に
即
し
て
言
え
ば
、
第
一
章
で
考
察
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
な
言
説
の

延
長
線
上
で
、
し
か
も
第
二
章
で
こ
れ
か
ら
検
討
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
お
よ

び
ロ
ー
マ
法
の
知
の
形
式
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
な
が
ら
、
第
三
章
、
第
四
章
で
考
察

す
る
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
と
「
古
来
の
国
制
」
論
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の

だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
法
的
思
考
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
前
期
ス
テ
ュ
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ア
ー
ト
朝
時
代
の
現
実
政
治
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
的
思
考
は
、
当
時
の
政
治
的
思
考
そ
の
も
の
で
あ

る
と
言
っ
て
よ
か
っ
た
。 

本
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
テ
ュ
ー
ダ
ー
後
期
か
ら
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
み
ら

れ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
と
ロ
ー
マ
法
の
知
的
影
響
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い

く
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
人
文
主
義
や
ロ
ー
マ
法
に
接
近
し

た
動
機
、
ま
た
彼
ら
が
そ
こ
か
ら
摂
取
し
た
要
素
が
何
で
あ
っ
た
か
、
を
明
ら
か
に

し
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
、
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の

人
文
主
義
と
ロ
ー
マ
法
の
教
養
を
指
摘
し
た
従
来
の
研
究
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主

義
と
ロ
ー
マ
法
の
思
想
的
内
容
に
つ
い
て
十
分
に
綿
密
な
整
理
を
施
す
こ
と
な
く
、

し
ば
し
ば
そ
れ
ら
人
文
主
義
と
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
あ
た
か
も
一
つ
の
マ
イ
ン
ド
あ

る
い
は
知
の
系
譜
の
ご
と
く
一
緒
く
た
に
議
論
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
権

威
的
な
テ
ク
ス
ト
に
開
示
さ
れ
た
真
理
の
解
読
を
目
的
と
す
る
中
世
ロ
ー
マ
法
学
と
、

法
や
制
度
の
起
源
と
変
化
を
歴
史
的
に
考
証
す
る
こ
と
に
狙
い
を
置
い
た
ル
ネ
サ
ン

ス
人
文
主
義
と
は
、
歴
史
的
理
解
と
い
う
点
に
お
い
て
ま
っ
た
く
対
照
的
な
性
格
を

も
つ
。
こ
の
こ
と
は
、
注
釈
学
派
、
注
解
学
派
と
し
て
イ
タ
リ
ア
の
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
を

舞
台
に
一
四
、
五
世
紀
に
集
大
成
さ
れ
た
中
世
ロ
ー
マ
法
学
が
、
後
の
一
六
世
紀
に

フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
興
っ
た
人
文
主
義
法
学
に
よ
っ
て
批
判
的
に
省
察
さ
れ
て
い
る

点
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法
学
に
お
い
て
ル
ネ
サ
ン
ス

が
語
ら
れ
る
場
合
、
一
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
の
な
か
で
「
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
」

が
発
見
さ
れ
、
中
世
後
期
の
ロ
ー
マ
法
の
復
活
を
も
た
ら
し
た
局
面
と
、
後
に
一
五

世
紀
の
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
な
か
で
古
典
世
界
に
関
す
る
歴
史
研
究
が
高
ま

る
な
か
で
興
っ
た
「
人
文
主
義
法
学
」
と
を
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
両
者
は
、

大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ロ
ー
マ
法
の
継
受
を
促
進
し
た
同
じ
ロ
ー
マ
法
学
の
系
譜
に
属

す
る
言
説
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
法
と
歴
史
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
決
定
的
に

対
立
す
る
要
素
を
孕
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
テ

ュ
ー
ダ
ー
朝
後
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
初
期
の
ロ
ー
マ
法
の
受
容
に
即
し
て
言
え

ば
、
そ
れ
は
主
と
し
て
注
釈
学
派
と
呼
ば
れ
る
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ
ー
マ
法
学
と
、

さ
ら
に
人
文
主
義
の
延
長
線
上
に
お
い
て
登
場
し
た
発
展
的
人
文
主
義
法
学
（
あ
る

い
は
別
表
現
を
す
れ
ば
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
）
の
ロ
ー
マ
法
で
あ
っ
た
。
バ
ル

ト
ー
ル
ス
派
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
、
発
展
的
人
文
主
義
法
学
（
ネ
オ
・
バ
ル
ト

ー
ル
ス
派
）
は
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
思
考
に
重
要
な
要

素
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。 

   

第
一
節 

中
世
ロ
ー
マ
法
学
と
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義 

   

こ
こ
で
は
ま
ず
、
本
稿
の
全
体
的
構
成
を
理
解
す
る
前
提
と
し
て
、
中
世
ロ
ー
マ
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法
学
の
形
成
と
変
容
、
そ
し
て
そ
の
な
か
で
提
起
さ
れ
た
知
的
枠
組
み
を
確
認
し
て

お
く
こ
と
に
し
た
い
。
Ｄ
・
Ｒ
・
ケ
リ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
三
世
紀
以

降
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
が
生
み
出
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
知
の
転
換
は
、
政
治
思
想
の
展

開
に
重
要
な
知
的
環
境
を
提
供
し
続
け
た
政
治
言
説
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
と

え
ば
、
法
の
本
源
を
神
あ
る
い
は
「
神
法
」
に
由
来
さ
せ
る
観
念
や
、
慣
習
法
や
万

民
法
の
基
礎
と
さ
れ
る
「
自
然
法
」
や
「
理
性
の
法
」
の
観
念
、
国
際
法
の
基
礎
を

提
供
し
た
「
万
民
法
」
の
観
念
、
さ
ら
に
は
公
法
と
私
法
の
区
別
と
そ
れ
に
関
連
し

た
私
的
な
個
人
と
公
的
な
社
会
な
い
し
統
治
の
区
別
、
所
有
の
基
礎
と
な
る
プ
ロ
パ

テ
ィ
の
観
念
、
成
文
法
と
区
別
さ
れ
る
不
文
の
慣
習
法
（consuetudo

）
の
観
念
な

ど
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
に
よ
っ
て
概
念
的
に
提
示
さ
れ
た
重
要
な
法
言
語

で
あ
り
、
同
時
に
政
治
言
語
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
「
解
釈
」
と
い
う
行
為
を
概
念
的

に
提
示
し
た
の
も
、
や
は
り
ロ
ー
マ
法
学
で
あ
っ
た
。
解
釈
学
の
観
念
は
、
法
思
想

や
政
治
思
想
の
分
野
に
お
い
て
、
解
釈
行
為
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
個
別
具
体
的
な

規
定
を
超
え
た
一
般
的
原
理
と
し
て
の
「
格
律
（m

axim

）
」
と
い
う
観
念
を
も
た

ら
し
た
し
、
さ
ら
に
は
こ
う
し
た
解
釈
学
的
立
場
は
、
法
の
立
法
的
な
起
源
が
も
つ

権
威
よ
り
も
、
司
法
的
、
慣
習
的
な
権
威
を
強
調
す
る
立
場
を
生
み
出
す
こ
と
に
も

な
っ
た
。
ま
た
と
く
に
近
代
の
重
要
な
政
治
言
語
と
し
て
、
君
主
の
意
思
に
法
と
し

て
の
効
力
を
認
め
、
君
主
の
立
法
権
の
専
有
を
説
く
「
絶
対
主
義
」
の
観
念
や
、
至

高
か
つ
不
可
分
の
権
力
と
し
て
の
「
主
権
」
の
概
念
、
ま
た
ロ
ー
マ
の
「
帝
国
法
（lex 

regia

）
」
に
由
来
し
て
君
主
を
法
の
拘
束
の
下
に
お
く
立
憲
主
義
の
端
緒
と
な
る
観

念
、
さ
ら
に
は
「
人
民
（populus

）
」
に
権
力
の
本
源
を
認
め
、
人
民
か
ら
君
主
へ

の
権
力
の
移
譲
を
説
く
人
民
主
権
の
観
念
や
抵
抗
権
の
論
理
も
、
ロ
ー
マ
法
の
な
か

に
そ
の
発
想
の
起
源
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法
は
一
三
世
紀
以
降

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
社
会
に
お
い
て
、
政
治
的
・
法
的
な
概
念
の
形
成
に
お
い
て

重
要
な
宝
庫
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀

に
か
け
て
ロ
ー
マ
法
の
支
配
的
潮
流
と
な
っ
た
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
に
よ
っ
て
、
ロ
ー

マ
法
が
ユ
ー
ス
・
コ
ム
ー
ネ
（jus com

m
une

）
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
以
降
、

そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
文
化
と
し
て
広
範
囲
な
影
響
力
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た

と
い
え
よ
う 

７ 

。 

  
 

 

（
一
）
注
釈
学
派 

 

中
世
初
期
に
お
い
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
普
及
し
た
の
は
、
支
配
者
で
あ
る
ゲ
ル
マ

ン
人
の
慣
習
法
で
あ
っ
た
。
六
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
に
か
け
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

ロ
ー
マ
法
と
い
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
を
例
外
と
す
れ
ば
、
通
常
は
「
西
ゴ
ー
ト
の
ロ
ー

マ
人
法
典
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ゲ
ル
マ
ン
人
征
服
者
が
従
属
す
る
ロ
ー
マ
系

住
民
に
適
用
す
る
た
め
に
用
い
た
、
い
わ
ゆ
る
蛮
民
法
典
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
王
国
で
は
、
臣
民
と
し
て
王
国
内
に
留
ま
っ
た

ロ
ー
マ
系
住
民
の
た
め
に
特
別
な
法
規
定
を
設
け
る
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
。
中
世
前
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半
期
に
お
い
て
ゲ
ル
マ
ン
法
へ
の
ロ
ー
マ
法
の
影
響
は
不
正
確
な
理
解
に
基
づ
く
断

片
的
な
浸
透
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。 

よ
う
や
く
一
一
世
紀
末
に
な
っ
て
「
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
」
へ
の
関
心
が
高

ま
る
と
と
も
に
、
一
二
世
紀
を
通
じ
て
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』（Corpus Juris Civilis

）

の
全
体
が
次
第
に
復
元
さ
れ
て
い
っ
た
。
最
終
的
に
は
、「
学
説
彙
纂
」（D

igesta

）
、

「
法
学
提
要
」（Institutiones
）
、「
勅
法
彙
纂
」（Codex

）
、「
新
勅
法
」（N

ovellae

）

と
い
っ
た
主
要
な
法
典
の
集
大
成
が
果
た
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
陸

法
の
開
始
と
な
る
「
ロ
ー
マ
法
の
復
活
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法

典
の
最
初
の
本
格
的
な
解
説
を
生
み
出
し
た
の
は
イ
タ
リ
ア
の
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
あ
っ

た
。
大
学
が
設
立
さ
れ
、
ロ
ー
マ
没
落
以
来
は
じ
め
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
法

学
が
自
立
し
た
学
科
と
し
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
イ
ル
ネ
リ
ウ
ス
か
ら
ア

ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
ま
で
の
数
世
代
が
生
み
出
し
た
新
し
い
ロ
ー
マ
法
学
の
方
法
は
、「
注

釈
学
派
」
と
呼
ば
れ
る
。
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
祖
と
な
っ
た
イ
ル
ネ
リ
ウ
ス

（Irnerius:1060?-1125?

）
は
法
学
を
法
実
務
か
ら
引
き
離
し
、
法
律
文
書
に
含
ま

れ
る
難
解
な
用
語
の
説
明
と
一
個
ご
と
の
法
文
の
解
説
に
取
り
か
か
っ
た
。
か
れ
は
、

そ
れ
ら
を
法
文
の
行
間
や
欄
外
に
「
注
釈
（glosses

）
」
と
し
て
施
し
て
い
っ
た
。

イ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
こ
う
し
て
、
独
特
の
法
文
解
説
の
方
法
を
確
立
し
、
「
注
釈
学
派

（glossators

）
」
と
呼
ば
れ
る
ロ
ー
マ
法
学
に
道
を
開
い
た
の
で
あ
っ
た
。
イ
ル
ネ

リ
ウ
ス
の
後
を
引
き
継
い
だ
の
は
、
ブ
ル
ガ
ー
ル
ス
・
デ
・
ブ
ル
ガ
リ
ニ
ス

（B
ulgarus de B

ulgarinis : 1100?-1166

）
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
ス
・
ゴ
シ
ア

（M
artinus G

osia : ? –1158/66

）
ら
「
法
の
百
合
」
と
称
さ
れ
た
四
博
士
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
ブ
ル
ガ
ー
ル
ス
の
後
を
継
い
で
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
注
釈
学
派
の
指
導
者

と
な
っ
た
の
が
彼
の
弟
子
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
バ
ッ
シ
ア
ー
ヌ
ス
（Johannes 

B
assianus : 12c.

）
で
あ
り
、
そ
の
弟
子
ア
ー
ゾ
・
ポ
ル
テ
ィ
ウ
ス
（A

zo Portius : 

1150?-1230?

）
は
そ
れ
ま
で
の
注
釈
学
派
が
行
っ
て
き
た
詳
細
な
事
例
の
検
討
を
総

合
す
る
仕
事
に
取
り
か
か
り
、
と
く
に
彼
が
著
し
た
『
勅
法
彙
纂
集
成
』
は
絶
大
な

影
響
を
誇
り
、
「
ア
ー
ゾ
を
持
た
ざ
る
も
の
は
法
廷
に
赴
く
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
格

言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
律
家
の
必
携
の
書
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
イ
ル
ネ
リ
ウ

ス
の
創
始
か
ら
一
世
紀
を
経
た
一
二
二
〇
年
か
ら
四
〇
年
頃
の
あ
い
だ
に
、
ア
ー
ゾ

の
弟
子
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
（A

ccursius : 1182-1260

）
は
、
注
釈
学
派
全
体
の
見

解
を
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
の
法
文
へ
の
権
威
あ
る
注
釈
書
と
し
て
最
終
的
に
ま

と
め
あ
げ
た 

８ 

。 

こ
う
し
た
注
釈
学
派
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
主
要
な
特
徴
の
一
つ
は
、
論
理
学
と
の
結

び
つ
き
に
あ
っ
た
。
従
来
、
法
は
人
間
の
行
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

倫
理
学
に
分
類
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
注
釈
学
派
に
よ
れ
ば
、
そ
れ

は
規
則
の
内
容
に
関
す
る
限
り
妥
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
文
言
の
解
釈
に
関
す
る

限
り
、
法
は
論
理
学
の
一
部
で
あ
っ
た
。
当
時
の
論
理
学
は
、
伝
統
的
な
自
由
学
芸

の
う
ち
三
科
（trivium

）
と
呼
ば
れ
る
分
野
、
す
な
わ
ち
文
法
学
（gram

m
atica

）
、

修
辞
学
（rhetorica

）
、
弁
証
法
（dialectica

）
の
す
べ
て
を
包
括
し
た
。
こ
れ
ら

三
科
を
基
礎
と
し
た
論
理
的
形
式
主
義
の
思
考
様
式
に
お
い
て
発
展
し
た
「
ス
コ
ラ
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学
」
の
技
法
を
活
用
し
な
が
ら
、
注
釈
学
派
の
人
び
と
は
ロ
ー
マ
法
の
研
究
を
、
ユ

ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
へ
の
膨
大
な
注
釈
と
い
う
形
で
繰
り
広
げ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
中
世
ロ
ー
マ
法
学
は
、
「
ス
コ
ラ
的
方
法
（m

ethodus 

scholatica

）
」
の
特
殊
「
法
学
」
的
な
表
現
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
法
学

を
論
理
学
の
延
長
線
上
に
お
い
て
把
握
し
、
ス
コ
ラ
学
的
技
法
で
注
釈
す
る
と
い
う

注
釈
学
派
の
こ
う
し
た
態
度
は
、
も
う
一
方
で
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
『
ロ
ー
マ

法
大
全
』
（C

orpus iuris civilis
）
の
法
文
を
、
聖
書
に
匹
敵
す
る
神
聖
な
権
威
を

持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
、
神
意
の
発
現
と
し
て
の
法
真
理
そ
の
も
の
の
開
示
、
す
な

わ
ち
「
書
か
れ
た
理
性
（ratio scripta

）
」
と
見
な
す
特
徴
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

ス
コ
ラ
的
な
論
理
的
形
式
主
義
に
お
い
て
発
達
し
た
注
釈
学
派
の
法
学
研
究
に
は
、

後
の
人
文
主
義
法
学
と
は
違
っ
て
、
歴
史
的
理
解
の
た
め
の
方
法
が
欠
如
し
て
い
る

た
め
、
テ
キ
ス
ト
は
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
真
理
そ
の
も
の
の
開
示
と
し
て
読

ま
れ
、
そ
の
意
味
で
絶
対
的
な
権
威
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
注

釈
学
派
に
お
い
て
発
達
し
た
中
世
ロ
ー
マ
法
学
は
そ
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
「
権
威

非
拘
束
的
思
考
」
と
「
論
理
的
形
式
主
義
」
と
の
結
合
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た

と
い
え
よ
う 

９ 

。 

他
方
、
注
釈
学
派
の
学
問
的
目
的
の
一
つ
は
、
「
ロ
ー
マ
法
大
全
」
に
内
在
す
る

「
一
般
原
則
」
を
発
見
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
た
。
か
れ
ら
は
、
個
々
の
事
例
に

適
用
さ
れ
る
一
般
命
題
を
、
広
く
ロ
ー
マ
法
大
全
の
な
か
に
探
求
し
、
そ
れ
を
「
ブ

ロ
カ
ル
デ
ィ
カ
」
と
呼
ば
れ
る
法
の
一
般
原
則
と
し
て
集
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
一
三
世
紀
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
時
代
に
見
ら
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
最
初
の
（
部
分
的
）
継
受
は
、
ア
ー
ゾ
の
著
作
を
通
じ
て
、

ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
注
釈
学
派
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

   

（
二
）
注
解
学
派
―
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派 

 

一
方
、
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
に
お
い
て
す
で
に
一
応
の
集
大
成
を
み
た
注
釈
学
派
で

は
、
ロ
ー
マ
法
研
究
に
お
け
る
新
た
な
展
開
が
乏
し
く
な
っ
て
い
た
。
む
し
ろ
新
た

な
発
展
は
、
オ
ル
レ
ア
ン
に
お
い
て
起
こ
っ
た
。
オ
ル
レ
ア
ン
学
派
と
呼
ば
れ
る
一

群
の
法
学
者
た
ち
の
研
究
を
特
徴
づ
け
た
の
は
、
法
文
の
精
緻
な
引
用
に
代
え
て
、

む
し
ろ
法
文
の
背
後
に
あ
る
「
法
理
」
を
推
論
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
態
度
で
あ
っ

た
。
オ
ル
レ
ア
ン
学
派
の
人
び
と
は
、
す
で
に
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
注
釈
学
派
に
見
ら
れ

た
ス
コ
ラ
的
方
法
を
継
承
し
、
と
く
に
そ
の
「
弁
証
法
」
的
な
諸
概
念
や
諸
方
式
を

従
来
よ
り
も
さ
ら
に
大
々
的
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
文
の
厳
密
な
引
用
に

拘
束
さ
れ
な
い
、
よ
り
自
由
な
論
理
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼

ら
の
法
学
研
究
の
方
法
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
の
推
論
を
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ

ア
ヌ
ス
法
典
の
テ
キ
ス
ト
に
適
用
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
オ
ル

レ
ア
ン
で
起
こ
っ
た
こ
う
し
た
新
た
な
学
風
は
、
ダ
ン
テ
の
友
人
で
も
あ
っ
た
キ
ー

ヌ
ス
・
デ
・
ピ
ス
ト
イ
ア
（C

inus de Pistoia : 1270? -1336

）
に
よ
っ
て
イ
タ
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リ
ア
に
伝
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
彼
の
偉
大
な
弟
子
バ
ル
ト
ー
ル
ス
・
デ
・
サ
ク
ソ

フ
ェ
ル
ラ
ー
ト
（B

artolus de Saxoferrato : 1314-57

）
に
よ
っ
て
、
再
び
ボ
ロ

ー
ニ
ャ
に
お
い
て
注
釈
学
派
の
延
長
線
上
に
新
た
に
「
注
解
学
派
」
が
築
か
れ
、
一

四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
の
ロ
ー
マ
法
研
究
を
支
配
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
学

派
は
、
バ
ル
ト
ー
ル
ス
の
名
前
を
取
っ
て
し
ば
し
ば
「
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
」
と
呼
ば

れ
た
。 

 

バ
ル
ト
ー
ル
ス
は
、
「
ロ
ー
マ
法
大
全
」
の
全
体
に
つ
い
て
包
括
的
な
注
解
を
著

し
た
。
こ
の
「
註
解
」
（com

m
entaries

）
は
、
初
期
の
版
で
は
実
に
フ
ォ
リ
オ
版

九
巻
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
そ
の
素
材
の
多
く
は
先
人
た
ち
の
引

用
で
あ
る
が
、
バ
ル
ト
ー
ル
ス
は
必
ず
そ
こ
に
独
創
性
を
発
揮
し
て
従
来
の
錯
綜
し

た
議
論
に
系
統
だ
っ
た
道
筋
を
施
し
、
実
践
的
な
問
題
の
解
決
に
よ
り
対
応
可
能
な

も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
影
響
の
下
、
ロ
ー
マ
法
研
究
は
純
粋
学
問
的
な
性
格

を
弱
め
、
当
時
の
法
的
問
題
を
よ
り
志
向
し
た
実
学
的
性
格
を
併
せ
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
。
バ
ル
ト
ー
ル
ス
と
そ
の
学
派
の
法
学
者
た
ち
は
、
後
の
人
文
主
義
法
学
と
は

異
な
り
、
依
然
と
し
て
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
ま
ま
の
形
で

法
文
を
解
釈
し
た
が
、
彼
ら
の
目
的
は
も
は
や
注
釈
学
派
の
よ
う
に
法
文
の
意
味
を

そ
の
ま
ま
説
明
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
法
源
テ
キ
ス
ト
と

そ
の
「
註
釈
」
に
以
前
ほ
ど
厳
格
な
解
釈
に
と
ら
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
よ
り
柔
軟
な

解
釈
と
論
証
の
方
法
に
よ
っ
て
法
文
全
体
の
背
後
に
あ
る
一
般
原
理
を
導
出
す
る
こ

と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
ロ
ー
マ
法
典
の
な
か
か
ら
、
中
世
後
期
の

社
会
に
相
応
し
い
形
で
帝
国
法
の
権
威
を
備
え
た
諸
規
則
を
抽
出
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
バ
ル
ト
ー
ル
ス
に
と
っ
て
ロ
ー
マ
法
は
何
よ
り
も
ま
ず
現
実

の
政
治
社
会
で
適
用
可
能
な
実
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
バ
ル
ト
ー
ル
ス
は
、

ロ
ー
マ
法
大
全
に
記
さ
れ
た
特
定
の
事
例
を
取
り
出
し
て
、
そ
の
規
則
を
一
般
化
し

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
連
の
簡
便
な
原
則
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の

推
論
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
諸
原
則
そ
れ
自
体
は
、
ロ
ー
マ
法
大
全
の
ど
こ
に
も
明

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ロ
ー
マ
法
大
全
の
権
威
を
持
つ
も
の
と
見
な
さ
れ
、
場
合
に

よ
っ
て
は
元
の
法
文
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ロ
ー
マ
法
文

の
背
後
に
あ
る
と
思
わ
れ
た
法
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
バ
ル
ト
ー
ル
ス
は
、

帝
国
法
の
権
威
を
有
す
る
と
主
張
し
う
る
よ
う
な
、
一
群
の
新
た
な
諸
規
則
を
作
り

出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
バ
ル
ト
ー
ル
ス
の
方
法
は
、
「
註
解
学
派

（C
om

m
entators

）
」
と
呼
ば
れ
る
学
派
全
体
に
受
け
継
が
れ
、
以
後
、
「
バ
ル
ト

ー
ル
ス
の
徒
に
あ
ら
ざ
る
も
の
は
法
律
家
に
あ
ら
ず
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
一
四
世

紀
か
ら
一
五
世
紀
の
ロ
ー
マ
法
研
究
に
お
い
て
支
配
的
な
流
れ
を
形
成
し
た
。
す
で

に
一
四
世
紀
ま
で
に
ロ
ー
マ
法
は
、
教
会
法
と
と
も
に
「
両
法
」
と
い
う
表
現
の
下
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
を
構
成
す
る
に
至
っ
て
い
た
が
、
一
五
世
紀

末
に
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
に
よ
っ
て
さ
ら
に
発
展
を
見
た
ロ
ー
マ
法
学
は
、
全
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
「
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
」
（jus com

m
une

）
と
し
て
の
地
位
を
築
き
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
全
体
へ
の
影
響
力
を
さ
ら
に
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る 

１
０ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法
の
普
遍
的
妥
当
性
を
定
式
化
し
よ
う
と
し
た
バ
ル
ト
ー

 81



第２章 ルネサンス人文主義の知的影響 

ル
ス
派
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
は
ユ
ー
ス
・
コ
ム
ー
ネ
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た

が
、
そ
こ
で
は
も
は
や
元
々
の
立
法
者
の
意
思
よ
り
も
、
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
が
「
解

釈
的
拡
張
（extensio interpretativa

）
」
と
称
し
た
註
釈
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
一

般
的
原
理
の
方
が
重
き
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
解
釈
的
拡
張
」
を

通
じ
て
ロ
ー
マ
法
文
の
基
礎
に
あ
る
「
法
の
意
味
」
（m

ens legum

）
あ
る
い
は
「
法

の
理
性
」
（ratio legum

）
」
を
同
時
代
に
適
用
可
能
な
普
遍
的
原
理
と
し
て
導
出

し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
の
法
文
を

そ
の
ま
ま
訓
古
註
釈
す
る
こ
と
を
本
義
と
し
た
註
釈
学
派
の
場
合
に
は
、
ロ
ー
マ
法

典
に
記
さ
れ
た
法
文
の
立
法
の
意
思
を
厳
格
に
構
成
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た

し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法
が
古
代
ロ
ー
マ
社
会
に
お
い
て
も
っ
て
い
た
本

来
の
意
味
を
探
求
す
る
人
文
主
義
法
学
の
場
合
に
は
、
古
代
ロ
ー
マ
社
会
の
元
々
の

立
法
の
意
思
を
歴
史
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た
。
中
世
ロ
ー

マ
法
学
の
註
釈
学
派
、
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
、
人
文
主
義
法
学
の
こ
う
し
た
方
法
論
上

の
差
異
に
は
、
法
を
作
成
す
る
立
法
者
の
権
威
を
重
視
す
る
立
場
と
、
法
を
そ
の
適

用
に
お
い
て
解
釈
す
る
司
法
上
の
権
威
を
重
視
す
る
立
場
と
の
あ
い
だ
の
論
争
が
萌

芽
的
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う 

１
１ 

。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
後
ほ
ど
詳
述

す
る
よ
う
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
か
け
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
摂
取
し
た
ロ
ー
マ
法
学
が
、
ま
ず
は
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の

そ
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
元
々
の
立
法
者
の
意
思

よ
り
も
、
所
与
の
法
の
理
性
を
解
釈
的
拡
張
に
よ
っ
て
導
く
司
法
的
権
威
に
重
き
を

置
い
た
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
方
法
は
、
司
法
の
判
例
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
と
っ
て
よ
り
適
合
的
で
あ
っ
た
し
、
さ
ら
に
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
が
判
例
法
の
背
後
に
あ
る
法
の
理
性
を
導
き
出
そ
う
と
し
た
と
き
、
バ
ル

ト
ー
ル
ス
派
の
解
釈
的
拡
張
の
方
法
は
、
彼
ら
に
法
の
概
念
と
思
考
法
と
い
う
点
で

実
に
示
唆
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
後
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
朝
初
期
に
か
け
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
お
よ
び
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ロ
ー
マ
法
欽
定
講
座
担
任
教
授
の
ア
ル
ベ
ル
コ
・

ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
（A

lberico G
entili : 1551-1608

）
の
影
響
の
下
に
、
バ
ル
ト

ー
ル
ス
派
の
ロ
ー
マ
法
学
を
積
極
的
に
受
容
し
て
い
た
。 

そ
し
て
さ
ら
に
一
六
世
紀
末
に
な
る
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
お
よ

び
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
興
っ
た
人
文
主
義
法
学
の
系
譜
で

登
場
し
た
発
展
的
人
文
主
義
法
学
（
あ
る
い
は
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
）
へ
の
関

心
も
深
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
最
初
の
影
響
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ル
ベ
ッ
ク

（W
illiam

 Fulbecke : 1560-1603

）
や
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ロ
ー
マ
法
欽
定

講
座
担
任
教
授
ジ
ョ
ン
・
カ
ウ
エ
ル
（John C

ow
ell : 1554-1611

）
に
お
い
て
は

っ
き
り
と
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。 

   

（
三
）
人
文
主
義
法
学
と
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派 
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一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
に
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ロ
ー
マ
法
研
究
の
支
配
的
潮
流

を
形
成
し
た
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
実
用
主
義
的
な
ロ
ー
マ
法
学
は
、
ユ
ー
ス
・
コ
ム

ー
ネ
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
影
響
力
を
増
大
さ
せ
た
が
、
し
か
し
同
時
に
同
時

代
の
現
実
的
な
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
推
論
を
通
じ
て
導
出
さ
れ
た
一
連
の

法
原
則
を
積
極
的
に
適
用
し
た
こ
と
で
、
そ
の
ユ
ー
ス
・
コ
ム
ー
ネ
は
、
権
威
の
源

泉
で
あ
っ
た
本
来
の
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
か
ら
は
い
っ
そ
う
遠
ざ
か
る
こ
と
と

な
っ
た
。
ま
た
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
は
、
法
の
説
明
に
お
い
て
中
世
ラ
テ
ン
語
を
用
い

て
お
り
、
文
体
の
典
雅
さ
や
洗
練
に
は
ま
っ
た
く
配
慮
を
示
さ
な
か
っ
た
。
こ
う
し

て
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
は
、
新
し
い
学
問
を
唱
え
る
人
文
主
義
者
の
格
好
の
標
的
と
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
五
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
学
者
た
ち
は
、
古
典
古
代
が
あ

ら
ゆ
る
側
面
で
豊
饒
で
あ
る
と
認
識
し
、
古
典
古
代
の
テ
キ
ス
ト
研
究
に
旺
盛
な
探

求
心
を
示
し
た
。
ロ
ー
マ
法
の
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
自
体
は
、
す
で
に
一
二
世

紀
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
新
し
い
人
文
主
義
者
の
批
判
的
態

度
は
、
「
ロ
ー
マ
法
大
全
」
に
お
け
る
歴
史
的
正
確
さ
を
欠
い
た
抜
粋
や
改
訂
、
さ

ら
に
は
後
世
の
贋
作
や
記
述
上
の
時
代
錯
誤
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
典
編
纂
を
担
当
し
た
ト
リ
ボ
ニ
ア

ヌ
ス
が
テ
ク
ス
ト
を
抜
粋
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
際
に
テ
ク
ス
ト
を
切
り
刻
み
、

内
容
を
改
訂
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。 

一
六
世
紀
に
入
る
と
、
当
時
の
文
化
を
支
配
し
た
こ
う
し
た
人
文
主
義
の
知
的
影

響
を
受
け
て
、
ロ
ー
マ
法
を
実
用
性
に
は
と
ら
わ
れ
ず
、
純
粋
歴
史
的
に
研
究
し
よ

う
と
す
る
傾
向
が
明
確
な
一
つ
の
学
風
と
な
っ
て
現
れ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
人
文
主
義

の
知
的
伝
統
の
な
か
で
古
典
研
究
に
魅
了
さ
れ
た
最
も
初
期
の
ロ
ー
マ
法
学
者
の
一

人
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ギ
ョ
ー
ム
・
ビ
ュ
デ
（G

uillaum
e B

udé, 1468-1540

）
で

あ
っ
た
。
彼
は
、
法
律
家
で
あ
っ
た
が
、
一
五
〇
八
年
の
著
書
『
学
説
彙
纂
註
解

（Annotationes in Pandectas

）
』
で
は
、
法
そ
の
も
の
よ
り
も
、
『
学
説
彙
纂
』

が
伝
え
る
古
代
ロ
ー
マ
社
会
の
生
活
に
よ
り
大
き
な
関
心
を
示
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、

当
の
古
代
ロ
ー
マ
社
会
の
状
況
に
ま
っ
た
く
無
関
心
な
ま
ま
施
さ
れ
た
註
解
は
、
ロ

ー
マ
法
典
に
と
っ
て
む
し
ろ
有
害
な
悪
性
腫
瘍
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
て
切
除
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
他
方
、
人
文
主
義
法
学
の
初
期
の
段
階
で
最
も
影

響
力
の
あ
っ
た
法
律
家
は
、
イ
タ
リ
ア
人
の
ア
ン
ド
レ
ア
・
ア
ル
チ
ャ
ー
ト

（A
ndrea A

lciato, 1492-1550

）
で
あ
っ
た
。
元
々
は
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
学
徒

で
あ
っ
た
彼
は
、
当
時
の
人
文
主
義
的
研
究
の
熱
狂
に
魅
了
さ
れ
、
法
学
研
究
と
人

文
主
義
研
究
の
結
合
と
い
う
課
題
を
設
定
し
、
ま
ず
ロ
ー
マ
の
政
治
制
度
そ
の
も
の

を
再
構
築
す
る
こ
と
に
着
手
し
た
。
一
五
一
八
年
に
出
世
作
と
な
る
三
つ
の
短
編
を

発
表
し
た
が
、
そ
の
う
ち
人
文
主
義
研
究
の
方
法
に
基
づ
い
て
法
学
研
究
の
技
術
的

問
題
を
論
じ
た
『
ロ
ー
マ
市
民
法
の
パ
ラ
ド
ク
ス
（Paradoxa

）
』
は
、
そ
の
後
の

ロ
ー
マ
法
研
究
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
は
、
一
五
一
八

年
か
ら
一
五
二
二
年
ま
で
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
で
講
壇
に
立
ち
、
フ
ラ
ン
ス
に
新
し
い
人

文
主
義
的
な
法
学
研
究
の
方
法
を
紹
介
し
た
。
こ
の
人
文
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は

フ
ラ
ン
ス
で
熱
狂
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
、「
イ
タ
リ
ア
学
風
（m

os italicus; Italian 

m
ethods

）
」
と
呼
ば
れ
る
伝
統
的
な
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
対
比
し

て
、
「
フ
ラ
ン
ス
学
風
（m

os gallicus; French m
ethods

）
」
と
し
て
後
に
呼
ば
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れ
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
が
一
五
二
九
年
か
ら
講
義
し
た
ブ
ー
ル
ジ
ュ
大

学
は
、
そ
の
後
四
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
、
人
文
主
義
法
学
の
中
心
地
と
な
っ
た
。
そ

し
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
キ
ュ
ジ
ャ
ス
（Jacques C

ujas, 1522-90

）
と
、
ユ
ー
グ
・
ド

ノ
ー
（H

ugues D
oneau, 1527-91

）
ら
人
文
主
義
法
学
を
代
表
す
る
論
者
の
登
場

に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
学
派
は
ロ
ー
マ
法
研
究
の
主
導
的
な
地
位
を
獲
得
す
る
に
至
っ

た 

１
２ 

。
彼
ら
の
関
心
は
、
「
古
典
テ
キ
ス
ト
の
歴
史
的
な
意
味
を
再
構
成
し
、
『
古

典
古
代
』
の
文
化
に
つ
い
て
の
綿
密
な
理
解
を
獲
得
す
る
こ
と
」
に
あ
っ
た
。
人
文

主
義
法
学
者
に
と
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
は
「
古
典
人
文
学
（hum

anities; studia 

hum
anitatis

）
」
の
一
部
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
の
も
つ
「
哲
学
的
豊
饒
さ
」
、
と
り

わ
け
「
政
治
的
叡
智
（civil w

isdom
; civilis sapientia

）
」
を
汲
み
取
る
こ
と
を

重
視
し
た 

１
３ 

。
そ
れ
ゆ
え
ロ
ー
マ
法
典
の
研
究
も
、
同
時
代
の
問
題
に
適
用
で
き

る
諸
規
則
を
ロ
ー
マ
法
典
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス

法
典
に
収
め
ら
れ
た
も
と
も
と
の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
法
と

古
代
ロ
ー
マ
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
強
調
す
る
人
文
主
義
法
学
者
た
ち
は
、
一
六
世

紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
と
古
代
ロ
ー
マ
社
会
と
の
隔
絶
し
た
相
違
を
認
識
す
る
と
と

も
に
、
ロ
ー
マ
法
が
普
遍
的
効
力
を
有
す
る
と
す
る
従
来
の
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
主

張
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る 

１
４ 

。 

人
文
主
義
法
学
の
出
現
に
よ
っ
て
一
六
世
紀
に
起
こ
っ
た
法
学
研
究
に
お
け
る
ル

ネ
サ
ン
ス
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
法
学
研
究
に
方
法
論
上
の
革
命
を
も
た
ら
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
人
文
主
義
法
学
が
強
調
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
法
に
お
け
る
歴
史
研

究
の
重
要
性
で
あ
っ
た
。
人
文
主
義
法
学
は
、
そ
れ
ま
で
の
中
世
ロ
ー
マ
法
学
が
採

用
し
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
「
良
き
学
問
（good letters

）
」
と
称
さ
れ
る
文
法
学
と

修
辞
学
と
弁
証
法
と
い
う
ス
コ
ラ
的
方
法
を
、
「
良
き
芸
術
（good arts

）
」
で
あ

る
歴
史
や
詩
学
、
哲
学
と
い
っ
た
学
科
と
結
合
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
。
こ
う
し
て
人

文
主
義
法
学
が
生
み
出
し
た
歴
史
研
究
の
方
法
が
、
「
語
源
学
（philology

）
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
法
学
研
究
に
語
源
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
最
初
に
適
用
し

た
の
が
先
述
の
ギ
ョ
ー
ム
・
ビ
ュ
デ
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
言
葉
」
と
は
現
実

の
反
映
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
歴
史
」
は
、
「
言
語
」
の
研
究
と
テ
キ
ス
ト
著
者
の

「
文
体
」
の
研
究
を
通
じ
て
の
み
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
語
源
学
と

い
う
新
た
な
歴
史
研
究
の
方
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
文
主
義
法
学
者
た

ち
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
を
考
証
し
直
し
、
ロ
ー
マ
法
の
歴
史
と
起
源
を
た

ど
ろ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
人
文
主
義

法
学
の
方
法
論
上
の
重
要
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た 

１
５ 

。 

こ
う
し
た
語
源
学
的
な
歴
史
研
究
は
、
人
文
主
義
法
学
の
方
法
論
上
の
特
徴
で
は

あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
自
体
は
人
文
主
義
法
学
者
に
の
み
見
ら
れ
た
方
法
で
は
な

く
、
人
文
主
義
一
般
の
知
の
様
式
で
も
あ
っ
た
。
人
文
主
義
法
学
に
い
っ
そ
う
固
有

の
新
た
な
問
題
関
心
は
、
「
比
較
」
を
通
じ
て
一
般
的
な
「
体
系
」
を
導
き
出
す
と

い
う
点
に
あ
っ
た
。
一
六
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
人
文
主
義
法
学
は
、
語
源
学
的
な

歴
史
研
究
の
考
察
対
象
を
、
ロ
ー
マ
法
研
究
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
封
建
法
の
研
究
へ
と
、

さ
ら
に
は
封
建
主
義
一
般
の
研
究
へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
人
文
主

義
法
学
は
、
古
典
法
を
封
建
法
や
慣
習
法
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
比
較
研
究

の
ス
タ
イ
ル
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
人
文
主
義
法
学
が
こ
う
し
た
法
の
比
較
研
究
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に
お
い
て
目
指
し
た
の
は
、
法
の
体
系
的
な
説
明
、
す
な
わ
ち
単
一
の
概
念
枠
組
み

を
も
と
に
組
み
立
て
ら
れ
た
一
群
の
法
体
系
の
確
立
で
あ
り
、
そ
れ
は
区
分
な
い
し

分
類
の
原
理
に
よ
っ
て
一
般
的
な
も
の
か
ら
個
別
的
な
も
の
へ
と
演
繹
し
て
、
一
個

の
連
続
し
た
法
体
系
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
人
文
主
義
法
学

者
た
ち
は
、
法
学
を
他
の
科
学
分
野
と
同
一
の
方
法
、
と
り
わ
け
普
遍
的
な
も
の
か

ら
個
別
的
な
も
の
へ
の
論
理
的
展
開
に
よ
っ
て
提
示
で
き
る
は
ず
だ
と
考
え
た
。
人

文
主
義
者
た
ち
の
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
た
キ
ケ
ロ
は
、
す
で
に
古
典
古
代
に
お
い
て

「
市
民
法
を
科
学
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
」
を
説
い
た
が
、
人
文
主
義
者
た
ち
は

こ
の
キ
ケ
ロ
の
構
想
を
実
現
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法

典
、
そ
し
て
そ
れ
を
注
釈
・
注
解
し
た
従
来
の
中
世
ロ
ー
マ
法
学
は
、
個
々
の
断
片

の
集
積
で
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
全
体
が
一
箇
の
体
系
と
し
て
整
序
さ
れ
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
ロ
ー
マ
法
大
全
に
お
い
て
唯
一
合
理
的
な
秩
序
に
整
理
さ
れ
て
い
た
の
は
、

『
法
学
提
要
』
で
あ
っ
た
。
従
来
の
イ
タ
リ
ア
学
派
は
『
法
学
提
要
』
を
あ
ま
り
重

視
し
な
か
っ
た
が
、
人
文
主
義
法
学
以
後
、
『
法
学
提
要
』
は
ロ
ー
マ
法
を
よ
り
体

系
的
に
再
編
す
る
試
み
に
お
い
て
際
立
っ
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。 

こ
う
し
た
ブ
ー
ル
ジ
ュ
派
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
な
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
デ

ュ
ア
ラ
ン
の
『
法
の
教
授
お
よ
び
学
習
に
つ
い
て
（M

ethod of Legal Study

）
』

で
あ
っ
た
。
デ
ュ
ア
ラ
ン
の
構
想
に
よ
れ
ば
、
法
学
も
ま
た
他
の
諸
科
学
と
同
様
に
、

普
遍
的
で
よ
く
知
ら
れ
た
事
柄
か
ら
個
別
的
な
事
柄
へ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
展
開
し
な
が
ら
解
説
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
沿
っ
て
ロ
ー
マ
法
を
再
編

し
、
全
二
八
巻
に
及
ぶ
大
著
『
市
民
法
註
解
（C

om
m

entarii de jure civili

）
』

を
執
筆
し
た
の
が
、
ユ
ー
グ
・
ド
ノ
ー
で
あ
っ
た
。
ド
ノ
ー
に
よ
れ
ば
、
ユ
ス
テ
ィ

ニ
ア
ヌ
ス
法
典
は
表
面
的
に
は
体
系
的
秩
序
を
欠
い
て
い
る
も
の
の
、
法
典
の
基
礎

に
は
合
理
的
構
造
が
存
在
す
る
は
ず
だ
と
考
え
、
『
法
学
提
要
』
の
構
成
を
参
照
し

な
が
ら
、
テ
キ
ス
ト
の
枠
組
み
全
体
を
体
系
的
に
整
序
し
な
お
す
こ
と
を
研
究
の
主

眼
と
し
た
が
、
そ
の
際
、
彼
が
活
用
し
た
方
法
は
、
全
体
か
ら
部
分
へ
の
「
分
割

（partitio

）
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
文
主
義
法
学
者
た
ち
は
、
法
学
の
全
体
を

一
定
の
論
理
的
な
体
系
へ
と
還
元
す
る
形
で
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
の
再
編
成

を
試
み
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ロ
ー
マ
法
を
「
法
科
学
（lagal science

）
」

と
し
て
捉
え
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
論
理
的
な
法
体
系
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
際
に
、

一
六
世
紀
末
の
法
学
者
た
ち
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
論
理
学
者
ペ
ト
ル
ス
・
ラ
ム
ス
が
提

唱
し
た
方
法
を
採
用
し
た
。
ラ
ム
ス
の
論
理
学
の
論
証
は
、
近
代
印
刷
術
に
よ
っ
て

可
能
に
な
っ
た
詳
細
な
「
図
表
」
を
用
い
て
、
「
一
般
的
範
疇
」
と
「
個
別
的
範
疇
」

の
関
係
を
図
式
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
適
用
可
能
な
単
一
の
論

理
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た 

１
６ 

。 

以
上
の
よ
う
な
語
源
学
的
な
歴
史
研
究
の
方
法
と
、
比
較
を
通
じ
た
体
系
化
の
ア

プ
ロ
ー
チ
と
に
よ
っ
て
、
人
文
主
義
法
学
は
、
普
遍
的
妥
当
性
を
も
つ
一
連
の
準
則

を
提
示
す
る
こ
と
に
研
究
目
的
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
「
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス

派
」
な
い
し
「
普
遍
主
義
派
」
と
呼
ば
れ
る
こ
う
し
た
研
究
の
潮
流
は
、
一
六
世
紀

後
期
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
オ
ト
マ
ン
（François H

otm
an : 1524-90

）
や
ジ
ャ
ン
・

ボ
ダ
ン
（Jean B

odin : 1530-1596

）
そ
の
他
の
学
者
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
。
彼

ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
体
系
に
妥
当
し
う
る
「
法
の
一
般
的
原
理
」
を
構
築
し
、
よ
り
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体
系
的
な
基
礎
に
基
づ
い
て
法
学
と
法
律
文
献
を
組
織
化
し
直
そ
う
と
試
み
た 

１
７ 

。

オ
ト
マ
ン
や
ボ
ダ
ン
の
歴
史
研
究
を
重
視
す
る
人
文
主
義
的
姿
勢
は
、
従
来
の
中
世

ロ
ー
マ
法
学
が
前
提
と
し
た
ロ
ー
マ
法
典
の
普
遍
的
妥
当
性
に
対
す
る
純
粋
ロ
マ
ニ

ス
ト
的
な
崇
拝
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
オ
ト
マ
ン
は
、
ロ
ー
マ
法

典
を
普
遍
的
に
適
用
可
能
な
法
典
と
し
て
研
究
す
べ
き
だ
と
す
る
従
来
の
観
念
を
厳

し
く
攻
撃
し
た
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
は
ロ
ー
マ
社
会
と
の
つ
な
が
り
に
お

い
て
妥
当
し
た
の
で
あ
っ
て
、
政
体
や
社
会
状
況
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
ロ
ー
マ
法

は
廃
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
五
七
三
年
の
著
書
『
フ
ラ
ン
コ
ガ
リ
ア
』
の
な
か

で
、
オ
ト
マ
ン
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
が
ロ
ー
マ
の
制
度
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ク
族

の
制
度
の
所
産
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
土
地
所
有
は
本
質
的
に
封
建
法
の
支
配
下
に

あ
り
、
そ
れ
は
中
世
に
『
封
建
法
書
』
が
ロ
ー
マ
法
大
全
に
編
集
さ
れ
た
と
は
い
え
、

本
来
の
ロ
ー
マ
法
と
は
極
め
て
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
彼
は
い
う
。
「
フ

ラ
ン
ス
の
本
来
の
法
を
踏
み
つ
け
、
あ
ら
ゆ
る
わ
れ
わ
れ
の
判
断
を
ロ
ー
マ
人
の
判

断
に
還
元
し
て
し
ま
う
…
愚
か
な
考
え
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
こ
そ
脱
却
す
る
時

な
の
で
あ
る
」
と 

１
８ 

。
彼
の
ロ
ー
マ
法
に
対
す
る
結
論
は
、
そ
れ
が
一
つ
の
モ
デ

ル
と
し
て
な
ら
役
立
ち
う
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
人
文
主
義
的
研

究
か
ら
ロ
ー
マ
法
典
の
普
遍
的
妥
当
性
を
否
定
し
去
っ
た
オ
ト
マ
ン
に
と
っ
て
、
最

終
的
な
問
題
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
体
系
に
関
す
る
比
較
研
究
と
理
性
の
働
き
に
基
づ

い
て
、
新
た
な
ひ
と
つ
の
法
典
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
オ
ト
マ

ン
は
、
す
で
に
知
ら
れ
た
活
用
可
能
な
ロ
ー
マ
法
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
の
法
体
系
を
比

較
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
に
共
通
す
る
で
あ
ろ
う
、
法
的
理

性
の
本
質
的
な
諸
原
理
を
抽
出
す
る
こ
と
を
企
て
た
の
で
あ
っ
た 

１
９ 

。 

こ
の
よ
う
な
法
学
の
再
構
成
を
試
み
る
オ
ト
マ
ン
の
企
図
は
、
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン

に
よ
っ
て
、
よ
り
理
論
的
か
つ
普
遍
主
義
的
な
形
で
実
現
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
ボ

ダ
ン
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
の
比
較
的
最
善
と
思
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル

ス
の
法
を
収
集
し
、
そ
れ
ら
を
比
較
し
綜
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
と
立
法
に
関

す
る
体
系
的
な
理
論
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
普
遍
史
」
的
な
パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
立
っ
て
法
の
一
般
的
理
論
を
導
き
出
す
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ボ
ダ
ン
は
、
『
国
家
に
関
す
る
六
篇
』
（Les six livres 

de la Repblique

）
に
お
い
て
、
種
々
の
統
治
形
態
の
本
質
的
な
差
異
を
指
摘
す
る

と
と
も
に
、
包
括
的
な
比
較
公
法
の
体
系
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
う
し
て
あ
ら

ゆ
る
法
体
系
お
よ
び
統
治
形
態
の
基
礎
と
な
る
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
新
た
な
概
念

と
し
て
、
至
高
か
つ
不
可
分
に
し
て
絶
対
的
な
「
主
権
」
（sovereign pow

er

）
と

い
う
概
念
を
提
起
し
た
の
で
あ
っ
た 

２
０ 

。
こ
う
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
主
義
法
学

の
発
展
的
段
階
に
お
い
て
ロ
ー
マ
法
学
の
な
か
で
提
起
さ
れ
た
「
主
権
」
概
念
は
、

同
じ
く
発
展
的
人
文
主
義
が
提
起
し
た
、
一
般
原
理
に
基
づ
く
法
の
体
系
化
と
い
う

構
想
と
連
続
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
第
四
章
お
よ
び
第
五

章
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
受
容
さ
れ
た
と
き
、
後
者
の
一
般
原
理

に
基
づ
く
法
の
体
系
化
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
積
極
的
に
参
照
さ
れ
た
が
、

前
者
の
主
権
概
念
は
「
古
来
の
国
制
」
論
の
言
説
の
な
か
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に

よ
っ
て
国
王
権
力
の
絶
対
化
を
原
理
的
に
承
認
す
る
絶
対
主
義
の
論
理
と
し
て
警
戒

さ
れ
、
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る 

２
１ 

。
こ
う
し
て
ロ
ー
マ
法
学
、
と
り
わ
け
発
展
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的
人
文
主
義
法
学
の
提
起
し
た
言
説
は
、
第
五
章
で
ジ
ョ
ン
・
カ
ウ
エ
ル
の
事
例
を

通
じ
て
検
証
す
る
よ
う
に
、
一
七
世
紀
前
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
に
と
っ
て
両
義
的
な
意
義
を
も
ち
、
諸
刃
の
剣
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
主
義
法
学
が
提
示
し
た
方
法
論
上
の
革
新
は
、

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
三
つ
の
範
疇
を
含
ん
で
い
る
。
第
一
に
、
語
源

学
的
な
歴
史
研
究
、
第
二
に
、
比
較
考
察
の
技
法
、
そ
し
て
第
三
に
あ
ら
ゆ
る
法
体

系
に
普
遍
的
に
妥
当
し
う
る
一
般
原
理
の
導
出
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
三
の

研
究
関
心
に
ま
で
至
っ
た
一
六
世
紀
後
期
の
発
展
的
人
文
主
義
法
学
は
、
別
の
側
面

か
ら
い
え
ば
、
古
典
そ
れ
自
体
へ
の
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
何
よ
り
も
重
視
し
た
当

初
の
人
文
主
義
法
学
と
は
、
そ
の
研
究
の
方
法
と
目
標
に
お
い
て
明
ら
か
に
異
な
っ

た
側
面
を
示
し
て
い
る
し
、
実
際
、
発
展
的
人
文
主
義
法
学
は
、
法
学
研
究
を
歴
史

研
究
と
結
び
つ
け
る
方
法
論
の
ゆ
え
に
ロ
ー
マ
法
を
歴
史
的
に
相
対
化
し
、
法
実
務

か
ら
遊
離
し
て
過
度
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
人
文
主
義
法
学
に
対
す

る
反
省
な
い
し
は
批
判
と
し
て
登
場
し
た
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
オ
ト
マ
ン
や
ボ
ダ

ン
ら
が
強
調
し
た
の
は
、
ロ
ー
マ
法
学
に
お
け
る
実
学
重
視
へ
の
回
帰
で
あ
り
、
あ

ら
ゆ
る
法
体
系
に
妥
当
し
う
る
一
般
原
理
の
構
築
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
法
実
務
を
重
視
す
る
態
度
や
、
法
の
一
般
原
理
を
追
求
す
る
問

題
関
心
と
い
う
側
面
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
先
に
見
た
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
特
徴

と
重
な
り
合
う
側
面
を
も
ち
、
そ
の
限
り
で
「
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
」
と
し
て

定
義
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る 

２
２ 

。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
彼
ら
が
構
築
し
よ

う
と
試
み
た
法
の
一
般
原
理
の
構
築
は
、
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
よ
う
に
ユ
ス
テ
ィ
ニ

ア
ヌ
ス
法
典
そ
の
も
の
を
も
っ
て
同
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
異
な
る
法
体

系
を
比
較
し
、
そ
こ
に
共
通
す
る
類
似
点
を
摘
出
し
、
そ
の
法
的
根
拠
を
基
礎
づ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
比
較
考
察
は
、

方
法
論
的
に
は
人
文
主
義
の
歴
史
研
究
に
よ
る
成
果
を
も
と
に
し
て
は
じ
め
て
可
能

と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
彼
ら
は
広
い
意
味
で
の
人
文
主
義
法
学
の
系
譜

に
属
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
側
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
法
学
研
究
は
「
発
展

的
」
人
文
主
義
法
学
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る 

２
３ 

。
し
か
し
後
者
の
視
点
を
と
る

場
合
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
そ
も
そ
も
人
文
主
義
法
学
の
語
源
学
的
な
歴
史
研

究
の
狙
い
が
法
の
理
性
と
意
味
を
も
と
も
と
の
立
法
な
い
し
形
成
の
段
階
に
お
い
て

正
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
と
も
称
さ

れ
る
「
発
展
的
」
人
文
主
義
法
学
の
場
合
に
は
、
歴
史
研
究
は
法
体
系
の
比
較
考
察

の
前
提
と
し
て
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
現
代
に
お

け
る
あ
ら
ゆ
る
法
体
系
が
共
有
可
能
な
一
般
原
理
の
構
築
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

「
発
展
的
」
人
文
主
義
あ
る
い
は
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
は
、
採
用
す
る
方
法
論

に
即
し
て
い
え
ば
人
文
主
義
の
系
譜
に
、
研
究
目
的
に
即
し
て
い
え
ば
、
バ
ル
ト
ー

ル
ス
派
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
人
文
主
義
法
学

に
は
二
つ
の
段
階
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
が
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
一

定
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
一
六
世
紀
後
期
に
受
容
し
た
ロ
ー
マ
法
学
と
は
ま

ず
は
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ
ー
マ
法
学
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
立
っ
て
こ

う
し
た
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
と
し
て
の
特
徴
と
人
文
主
義
の
発
展
型
と
し
て
の
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特
徴
を
併
せ
持
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
ー
マ
法
学
の
影
響
を
つ
よ
く
受
け
て
い
た
の
で

あ
る
。
と
り
わ
け
、
オ
ト
マ
ン
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
後
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝

初
期
に
か
け
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
に
よ
っ
て
盛
ん
に
引
証
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。 

   

第
二
節 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
継
受
と 

ロ
ー
マ
法
学
者 

   

（
一
）
ロ
ー
マ
法
の
部
分
的
継
受 

 

ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
が
提
起
し
た
よ
う
な
過
去
の
正
確
な
認
識
を
め
ざ
し
た
歴

史
研
究
の
姿
勢
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
お
い
て
は
元
来
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
大
陸

に
お
け
る
法
学
研
究
が
「
大
学
」
に
お
い
て
進
め
ら
れ
た
の
と
は
異
な
り
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
研
究
教
育
が
「
法
曹
学
院
」
に
お
い
て
行
わ
れ
、
主
と
し
て
実
務
的
な
性
格

の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
第
二
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
ノ
ル
マ
ン
・

コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
前
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
発
見
し
、
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
建
前
か
ら
、
そ
こ
で
は
一
般
的
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
超
記
憶
的
時
代
（tim

e 

im
m

em
orial, tim

e out of m
ind

）
」
に
由
来
す
る
古
来
の
同
一
性
が
想
定
さ
れ
て

い
た
と
い
う
理
由
が
あ
る
。
こ
う
し
た
記
憶
な
い
し
は
法
的
記
録
を
超
え
た
古
来
性

の
神
話
は
、
物
事
の
起
源
と
変
化
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
よ

う
な
歴
史
研
究
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

に
は
、
他
の
法
体
系
と
の
比
較
を
可
能
に
す
る
基
礎
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
と
し
て
過
去
の
判
例
を
通
じ
て
構
築

さ
れ
て
き
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
は
、
ロ
ー
マ
法
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
法
体
系
に
対

す
る
認
識
の
相
対
的
欠
如
と
、
そ
れ
と
と
と
も
に
他
の
法
体
系
と
の
比
較
に
お
い
て

自
国
の
法
体
系
を
考
察
し
な
お
す
と
い
う
比
較
意
識
の
相
対
的
欠
如
が
み
ら
れ
た
と

い
っ
て
よ
い
。 

こ
う
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
、
法
の
合
理
性
と
体
系
的
秩
序
の

契
機
を
与
え
、
「
自
然
法
」
な
い
し
は
「
理
性
の
法
」
に
対
す
る
意
識
を
も
た
ら
し

た
の
が
、
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
影
響
を
受
け
た
一
六
世
紀
後
期
か
ら
ス
テ
ュ

ア
ー
ト
朝
初
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
重
要
な
こ

と
は
、
同
時
代
の
多
く
の
代
表
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
、
こ
う
し
た
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
同
様
な
問
題
関
心
と
法
的
思
考
を
共

有
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
証
す
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
な
の
は
、
大

陸
の
ロ
ー
マ
法
学
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
へ
の
受
容
の
道
筋
と
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
受
容
し
た
ロ
ー
マ
法
学
の
影
響
の
道
筋
と
を

た
ど
る
と
い
う
作
業
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

フ
ル
ベ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
法
曹
学
院
に
所
属
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
あ
り
な
が
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ら
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
て
自
ら
ロ
ー
マ
法
学
の
学
位
を
取
得
す
る
例
は
き

わ
め
て
稀
で
あ
り
、
た
い
て
い
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
学

か
法
曹
学
院
に
お
い
て
法
学
教
育
を
修
得
し
て
い
た
か
ら
、
彼
ら
の
ロ
ー
マ
法
の
知

識
は
通
常
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
か
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ロ
ー
マ
法
講
義
か
、
法
曹
学

院
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
ロ
ー
マ
法
教
育
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
ロ
ー
マ
法
理
解
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
考

察
す
る
際
に
必
要
な
研
究
手
続
と
し
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
当
時
の
ロ
ー

マ
法
学
者
の
研
究
上
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
ら
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
が
大
陸
の
ロ
ー
マ
法
学
か
ら
ど
の
よ
う
な
研
究
動
向

を
受
容
し
、
そ
れ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
社
会
の
状
況
に
合
わ
せ
て
ど
の
よ
う
な

形
で
変
容
さ
せ
た
の
か
、
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
帰

結
す
る
特
徴
こ
そ
は
、
ま
さ
に
同
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
必
要
と
す
る
知
的

枠
組
み
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
な
か

の
ロ
ー
マ
法
的
要
素
が
指
摘
さ
れ
る
場
合
に
も
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
後
期
に
な
ぜ
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
ロ
ー
マ
法
学
者
と
の
あ
い
だ
に
法
学
研
究
に

お
け
る
一
定
の
共
通
し
た
傾
向
が
生
ま
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
経
緯
は
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い 

２
４ 

。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
中
世
ロ
ー
マ
法
学
か
ら
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
へ
の
影
響
と
そ
の
変
容
を
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
当

時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
広
く
共
有
し
て
い
た
「
シ
ヴ
ィ
リ
ア
ン
・
マ
イ
ン
ド
」

な
る
も
の
の
特
徴
を
正
確
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。 

 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
継
受
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
以
降
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
専
門
的
な
訓
練
を
受
け
た
法
曹
集
団
が
形
成
さ
れ
る
に
と
も
な
い
、
顕
著
な
動

向
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
内
向
き
の
専
門
的
な
法
曹
集
団
の
形
成
に
与
っ
た

の
が
、
周
知
の
よ
う
に
ロ
ン
ド
ン
の
「
法
曹
学
院
（Inns of C

ourt

）
」
で
あ
り
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
法
実
務
を
こ
こ
で
学
ん
だ
。
法
曹
学
院
と
は
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
ヤ
ー
の
職
能
集
団
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
四
つ
の
法
律
家
養
成
学
校
で
あ
っ
た
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
こ
う
し
た
職
能
集
団
の
専
門
的
な
営
為
に
よ
っ
て
、
高
度
に
洗

練
さ
れ
た
固
有
の
領
域
を
形
成
し
て
い
く
と
と
も
に
、
特
殊
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
な
法

的
思
考
の
な
か
で
内
向
き
の
発
展
を
遂
げ
て
い
く 

２
５ 

。 

こ
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
最
大
の
職
能
集
団
と
し
て

多
大
な
影
響
力
を
誇
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
し
か
し
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
実

務
を
独
占
し
得
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、
一
四
、
五
世
紀
に
か
け
て
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
裁
判
所
で
は
得
ら
れ
な
い
救
済
を
申
し
立
て
る
大
法
官
裁
判
所
（C

ourt of 

C
hancery

）
の
管
轄
権
が
拡
大
し
て
い
っ
た
。
「
衡
平
法
（E

quity

）
」
と
総
称
さ

れ
る
諸
規
則
を
掌
る
大
法
官
裁
判
所
は
、
硬
直
化
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
緩
和
を
図

る
意
味
で
「
衡
平
（aequitas,equity

）
」
の
理
念
に
立
っ
て
運
営
さ
れ
た
が
、
こ

の
よ
う
な
衡
平
法
は
、
伝
統
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
よ
り
も
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
強

く
受
け
や
す
い
構
造
に
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
宗
教
改
革
以
前
の
大
法
官
は
、
ほ
と
ん

ど
が
聖
職
者
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
教
会
法
と
ロ
ー
マ
法
の
い
わ
ゆ
る
「
両
法
」
に
精

通
し
て
い
た
の
で
、
衡
平
法
を
発
展
さ
せ
る
際
に
、
こ
れ
ら
を
自
由
に
活
用
し
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
大
法
官
裁
判
所
に
お
け
る
衡
平
法
の
発
達
に
お
い
て
、
イ
ン
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グ
ラ
ン
ド
で
も
再
び
ロ
ー
マ
法
継
受
の
動
き
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

他
方
、
教
会
法
と
そ
の
手
続
き
を
適
用
す
る
教
会
裁
判
所
で
は
、
教
会
法
の
ほ
か
、

ロ
ー
マ
＝
カ
ノ
ン
法
訴
訟
を
用
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
「
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
」

が
直
接
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
く
に
、
宗
教
改
革
に
と
も
な
っ
て
、
ヘ
ン

リ
ー
八
世
が
大
学
に
お
け
る
教
会
法
の
講
座
を
廃
止
し
て
以
降
は
、
教
会
裁
判
所
の

法
実
務
に
携
わ
る
者
は
す
べ
て
ロ
ー
マ
法
の
講
座
に
お
い
て
法
学
教
育
を
受
け
る
こ

と
に
な
っ
た
か
ら
、
教
会
裁
判
所
で
は
ロ
ー
マ
法
の
適
用
が
い
っ
そ
う
進
ん
だ
。
ま

た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
継
受
で
最
も
重
要
か
つ
端
的
な
現
れ
は
、

海
事
裁
判
所
（C

ourt of A
dm

iralty

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
裁
判
所
が
取
り
扱
う
海
事

紛
争
お
よ
び
国
際
的
・
対
外
的
な
諸
問
題
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
国
土
の
法

（law
 of the land

）
」
と
呼
ば
れ
る
国
内
法
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
範
域
外
で
あ
り
、

も
っ
ぱ
ら
ロ
ー
マ
法
が
適
用
さ
れ
て
い
た
。
テ
ュ
ー
ダ
ー
末
期
の
一
六
〇
〇
年
頃
の

段
階
で
は
、
海
事
裁
判
所
は
ロ
ー
マ
法
と
そ
の
手
続
を
適
用
す
る
裁
判
所
の
な
か
で

最
も
重
要
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
他
に
も
、
騎
士
裁
判
所
（chivalry 

courts

）
で
は
主
に
ロ
ー
マ
法
が
適
用
さ
れ
て
い
た
し
、
さ
ら
に
、
出
征
し
た
軍
隊
に

法
務
官
の
資
格
で
随
行
し
た
法
律
家
た
ち
も
ロ
ー
マ
法
を
用
い
て
い
た
し
、
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
両
大
学
に
設
置
さ
れ
た
副
総
長
裁
判
所
で
も
ロ
ー
マ

法
の
適
用
に
よ
っ
て
問
題
が
処
理
さ
れ
て
い
た
。
以
上
の
よ
う
な
教
会
法
や
ロ
ー
マ

法
の
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
出
廷
す
る
権
利
を
持
た
な

か
っ
た
。
こ
れ
ら
裁
判
所
の
法
実
務
は
、
も
っ
ぱ
ら
ロ
ー
マ
法
学
者
（civilian;civil 

law
yer

）
と
呼
ば
れ
る
法
曹
が
担
っ
た
。
こ
れ
ら
の
海
事
裁
判
所
や
教
会
裁
判
所
、

騎
士
裁
判
所
な
ど
の
ロ
ー
マ
法
の
裁
判
所
に
加
え
て
、
星
室
庁
裁
判
所
（Star 

C
ham

ber

）
や
請
願
裁
判
所
（C

ourt of R
equests

）
に
お
い
て
も
、
ロ
ー
マ
法
学

者
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
と
も
に
法
実
務
に
関
わ
っ
て
い
た
。
他
方
、
ロ
ー
マ
法

学
者
は
こ
う
し
た
裁
判
所
の
法
実
務
以
外
に
も
、
宮
廷
や
教
会
に
お
け
る
官
吏
と
し

て
も
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
彼
ら
は
外
交
問
題
を
処
理
す
る
分
野
に
適
合

的
な
能
力
を
備
え
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
宮
廷
の
役
人
と
し
て
外

交
問
題
に
従
事
し
て
い
た
し
、
時
に
は
外
交
使
節
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
ま
た
主
教
（bishop

）
の
宗
教
法
顧
問
（chancellor

）
と
し
て
教
会
運
営
に
も

携
わ
っ
て
い
た 

２
６ 

。 

彼
ら
ロ
ー
マ
法
学
者
の
大
部
分
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
「
ロ
ー
マ
法
博

士
（D

octor of C
ivil Law

）
」
の
学
位
か
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
「
法
学
博
士

（D
octor of Law

）
」
の
学
位
を
取
得
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
外
国
で
同
等
の
学
位

を
取
得
し
て
い
た
専
門
的
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
大
学
に
お
け
る
法
学
教
育
は
、
ロ

ー
マ
法
と
教
会
法
で
あ
っ
た
の
で
、
法
学
の
学
位
の
取
得
は
、
ロ
ー
マ
法
の
学
位
の

取
得
を
意
味
し
て
い
た 

２
７ 

。
と
り
わ
け
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
に
な
る
と
、
大
学
に

お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
教
育
は
強
化
さ
れ
た
。
ヘ
ン
リ
ー
八
世
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
と

絶
縁
す
る
と
す
ぐ
に
正
規
の
教
会
法
教
育
を
廃
止
し
た
が
、
他
方
で
、
オ
ッ
ク
ス
フ

ォ
ー
ド
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
創
設
し
た
欽
定
講
座
（Regius Chairs

）
の
科
目
に
、

ギ
リ
シ
ア
語
・
ヘ
ブ
ラ
イ
語
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
な
ど
の
ル
ネ
サ
ン
ス
科
目
と
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な
ら
ん
で
、
ロ
ー
マ
法
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
講
座
の
教

授
任
免
権
は
国
王
に
あ
っ
た 

２
８ 

。
そ
し
て
こ
う
し
た
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
の
ル
ネ
サ
ン

ス
人
文
主
義
の
影
響
下
で
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ロ
ー
マ
法
欽
定
講
座
の
初
代
担

任
教
授
と
な
っ
た
の
が
、
先
に
述
べ
た
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
で
あ
り
、
第
五
章
で
詳
述

す
る
ジ
ョ
ン
・
カ
ウ
エ
ル
も
ま
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
人
文
主
義
の
興
隆
の
な

か
で
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
欽
定
講
座
に
つ
い
た
ロ
ー
マ
法
学
者
で
あ
っ
た
。 

こ
う
し
て
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
、
大
学
を
中
心

に
ロ
ー
マ
法
学
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
き
、
政
治
社
会
的
に
も
一
定
規
模
の
ロ
ー
マ
法

学
者
の
集
団
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
六
世
紀
初
頭
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
「
ロ
ー

マ
法
博
士
会
館
（D

octors’ C
om

m
ons

）
」
が
結
成
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
ロ
ー
マ
法

学
者
が
こ
こ
に
所
属
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
ロ
ー
マ
法
博
士
会
館
は
、
大

学
に
お
い
て
「
ロ
ー
マ
法
大
全
（Corpus Juris Civilis

）
」
に
関
す
る
理
論
的
知

識
を
習
得
し
た
ロ
ー
マ
法
学
者
に
対
し
て
、
海
事
裁
判
所
や
教
会
裁
判
所
な
ど
の
実

務
的
知
識
を
施
す
ロ
ー
マ
法
学
者
の
ギ
ル
ド
組
織
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
法
曹
学
院
に
相
当
す
る
と
い
え
よ
う 

２
９ 

。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
ロ
ー
マ

法
学
者
の
勢
力
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
段
階
で
、
海
事
裁
判
所
お
よ
び
教
会

裁
判
所
の
法
実
務
に
従
事
し
て
い
た
者
は
お
よ
そ
二
〇
〇
人
を
超
え
る
程
度
で
あ
り
、

同
時
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
、
お
よ
そ
二
〇
〇
〇
人
程
度
の
バ
リ
ス
タ

（barrister

）
を
擁
す
る
一
大
職
能
集
団
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
る
と
、
そ
の
勢
力
は

か
な
り
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た 

３
０ 

。 

こ
の
よ
う
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
学
者
は
規
模
か
ら
言
え
ば
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
大
陸
諸
国
と
は
異
な
っ
て
法

制
度
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
彼
ら
は
テ
ュ
ー
ダ

ー
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
か
け
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
発
展
に
重
要
な
貢
献
を

な
し
え
て
い
た
し
、
他
方
ま
た
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
の
下
で
一
定
の
政
治
的
機
能
を

果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

   

（
二
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者 

 

ロ
ー
マ
法
学
者
が
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
以
降
に
法
学
あ
る
い
は
法
思
想
の
展
開
に
お
い

て
貢
献
し
た
側
面
に
つ
い
て
言
及
す
る
な
ら
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
も
っ
ぱ
ら

法
曹
学
院
に
お
い
て
法
学
教
育
を
受
け
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
国
内
の
慣
習
的
様
式
に

基
づ
い
て
法
的
思
考
を
営
む
島
国
的
性
格
を
も
と
も
と
備
え
て
い
た
の
に
対
し
、
ロ

ー
マ
法
学
者
は
、
大
学
に
お
い
て
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
知
的
雰
囲
気
の
な
か
で
法
学
研

究
に
従
事
し
た
こ
と
か
ら
、
ロ
ー
マ
法
典
や
古
典
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
通
じ
て
い
た

し
、
か
つ
宮
廷
の
外
交
問
題
へ
の
従
事
や
外
国
へ
の
使
節
派
遣
な
ど
の
経
験
を
も
つ

こ
と
の
多
か
っ
た
ロ
ー
マ
法
学
者
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
超
え
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
獲
得
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
当
時
の
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法

思
想
の
展
開
や
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
知
的
流
行
に
接
触
し
、
そ
の
知
識
を
吸
収
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し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
ロ
ー
マ
法
学
者
が
こ
う
し
た
大
陸
の
知
の
様
式
か
ら

受
容
し
た
も
の
は
、
人
文
主
義
と
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
ロ
ー
マ
法
学
で
あ
っ
た 

３
１ 

。

テ
ュ
ー
ダ
ー
期
に
お
け
る
大
陸
か
ら
の
知
的
影
響
は
、
広
義
の
文
脈
で
は
ギ
リ
シ

ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
に
関
す
る
歴
史
研
究
と
百
科
全
書
的
な
教
養
に
代
表
さ
れ
た
人

文
主
義
一
般
の
思
想
で
あ
り
、
こ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
思
潮
の
な
か
で
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
法
学
者
た
ち
は
、
一
四
、
五
世
紀
の
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ
ー
マ
法
学

と
、
一
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
興
隆
し
た
人
文
主
義
法
学
と
い
う
相
互
に
対
立
的
な
要

素
を
孕
ん
だ
二
つ
の
ロ
ー
マ
法
学
の
系
譜
の
双
方
を
受
容
し
た
の
で
あ
っ
た
。
よ
り

正
確
に
言
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
が
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
潮

流
の
な
か
で
受
容
し
た
ロ
ー
マ
法
学
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
主
義
法
学
が
一
六
世

紀
後
半
に
辿
り
着
い
た
「
発
展
的
」
人
文
主
義
法
学
、
あ
る
い
は
別
の
表
現
を
す
れ

ば
「
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
」
の
ロ
ー
マ
法
学
で
あ
っ
た
。 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
に
対
す
る
人
文
主
義
の
知
的
潮
流
が
与
え
た
影

響
力
を
も
っ
と
も
よ
く
表
現
し
て
い
る
の
が
、
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
彼
は
、
「
典
型
的
な
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
者
」
、
あ
る
い
は
「
ル
ネ
サ
ン
ス
・

シ
ヴ
ィ
リ
ア
ン
（
ロ
ー
マ
法
学
者
）
」
と
称
さ
れ
て
い
る
よ
う
に 

３
２ 

、
論
理
学
、

修
辞
学
、
哲
学
、
神
学
の
ほ
か
、
古
典
古
代
や
近
世
の
歴
史
な
ど
、
百
科
全
書
的
な

知
識
と
関
心
を
備
え
た
一
級
の
ギ
リ
シ
ア
古
典
学
者
で
あ
っ
た
。
ス
ミ
ス
は
一
五
四

〇
年
に
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
欽
定
講
座
の
初
代
教
授
に
任
命
さ
れ
る
と
、

ロ
ー
マ
法
の
知
識
を
習
得
す
る
た
め
に
、
パ
ド
ウ
ァ
、
パ
リ
、
オ
ル
レ
ア
ン
へ
と
二

年
間
に
わ
た
っ
て
在
外
研
究
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
際
に
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
興
隆

し
て
い
た
初
期
の
人
文
主
義
法
学
者
を
代
表
す
る
ギ
ョ
ー
ム
・
ビ
ュ
デ
や
ア
ン
ド
レ

ア
・
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
に
魅
了
さ
れ
、
人
文
主
義
法
学
者
と
し

て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
へ
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
註
釈
学
派
か
ら
バ
ル

ト
ー
ル
ス
派
（
註
解
学
派
）
に
い
た
る
中
世
ロ
ー
マ
法
学
は
、
古
典
的
教
養
の
欠
如

の
ゆ
え
に
ロ
ー
マ
法
を
非
歴
史
的
に
解
釈
し
、
誤
読
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

た
。
後
年
執
筆
さ
れ
た
彼
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
家
論
』
は
、
人
文
主
義
流
の
ギ
リ

シ
ア
古
典
の
豊
か
な
教
養
と
、
歴
史
研
究
お
よ
び
比
較
考
察
と
い
う
人
文
主
義
的
方

法
を
駆
使
し
た
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
で
も
あ
っ
た 

３
３ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
人
文
主
義
の
強
い
影
響
の
下
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
フ
ラ
ン
ス
の
統
治

と
法
を
比
較
考
察
し
た
ス
ミ
ス
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
彼
の
比
較
研
究
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
人
文
主
義
法
学
者
た
ち
が
行
き
着
い
た
帰
結
、
す
な
わ
ち
比
較
を
通
じ

た
一
般
原
理
の
抽
出
と
い
う
特
徴
は
い
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
ス
ミ
ス
の
比
較
は
、
単

に
個
々
の
事
例
を
通
じ
て
両
者
の
差
異
を
断
片
的
に
例
証
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。

ス
ミ
ス
の
考
察
は
、
た
し
か
に
人
文
主
義
の
思
想
的
雰
囲
気
を
背
景
に
、
「
歴
史
」

へ
の
関
心
と
「
比
較
」
の
方
法
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
人

文
主
義
法
学
の
帰
結
で
あ
っ
た
法
の
一
般
原
理
の
導
出
と
そ
れ
に
基
づ
く
法
の
体
系

化
と
い
う
特
徴
は
併
せ
持
っ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
な
い

し
は
発
展
的
人
文
主
義
法
学
の
も
つ
特
徴
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
に
現

れ
て
く
る
の
は
一
六
世
紀
末
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の

ロ
ー
マ
法
欽
定
講
座
担
当
教
授
で
あ
り
、
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
見
地
に
立
っ
て
人
文
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主
義
法
学
へ
の
反
批
判
を
展
開
し
た
ア
ル
ベ
リ
コ
・
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
（A

lberico 

G
entili 1551-1608, R

egius Professor of C
ivil Law

 1587- ?

）
の
バ
ル
ト
ー

ル
ス
派
の
ロ
ー
マ
法
研
究
を
間
接
的
な
要
因
と
し
、
そ
の
後
、
オ
ト
マ
ン
や
ボ
ダ
ン

ら
フ
ラ
ン
ス
の
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
（
あ
る
い
は
発
展
的
人
文
主
義
法
学
）
の

研
究
を
直
接
的
に
輸
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
学
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
な
い
し
発
展
的
人
文

主
義
法
学
を
代
表
す
る
最
も
卓
越
し
た
ロ
ー
マ
法
学
者
が
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ロ
ー

マ
法
欽
定
講
座
を
担
当
し
た
ジ
ョ
ン
・
カ
ウ
エ
ル
（John C

ow
ell 1554-1611, 

R
egius Professor of C

ivil Law
 1598-1611

）
で
あ
っ
た 

３
４ 

。
カ
ウ
エ
ル
を

は
じ
め
と
す
る
こ
の
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
た
ち
は
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
法
と
ロ
ー
マ
法
の
比
較
を
通
じ
て
法
の
一
般
原
理
を
確
立
し
よ
う
と
試
み
て
お

り
、
そ
れ
は
よ
り
実
際
的
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
ロ
ー
マ
法
の

思
考
法
と
概
念
に
基
づ
い
て
体
系
的
に
整
序
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
。 

 

ス
ミ
ス
以
降
に
、
一
六
世
紀
後
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
学
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法

学
の
学
風
を
支
配
し
た
の
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ロ
ー
マ
法
欽
定
講
座
の

教
授
で
あ
つ
た
ア
ル
ベ
ル
コ
・
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
イ
タ
リ
ア
人
で
、
ペ
ル
ー
ジ
ャ
に
お
い
て
も
っ
ぱ
ら
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ

ー
マ
法
の
伝
統
の
う
ち
に
法
学
を
学
ん
だ
。
宗
教
的
理
由
か
ら
イ
タ
リ
ア
を
去
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
彼
は
、
一
五
八
〇
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
辿
り
着
い
た
。
そ

の
二
年
後
に
彼
は
、
『
法
解
釈
を
め
ぐ
る
対
話
六
篇
（D

e Juris Interpretibus 

D
ialogi Sex

）
』
３
５ 

を
公
刊
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
「
新
た
な
セ
ク
ト
」
と
称
し

た
ア
ン
ド
レ
ア
・
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
ら
の
「
フ
ラ
ン
ス
学
風
（
モ
ス
・
ガ
リ
ク
ス
）
」

と
呼
ば
れ
た
人
文
主
義
法
学
を
、
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
や
法
実
務
家
が
人
文
主
義
に
反

撃
し
た
論
拠
を
も
と
に
批
判
し
た
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
と
く
に
批
判
し
た

の
は
、
人
文
主
義
法
学
に
見
ら
れ
た
法
実
務
か
ら
遊
離
し
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
的
性
格

で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
一
級
の
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ
ー
マ
法
学
者
で
あ

っ
た
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
の
存
在
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法

学
者
に
よ
る
生
粋
の
人
文
主
義
の
さ
ら
な
る
受
容
に
対
す
る
一
定
の
防
波
堤
と
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
し
か
に
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
は
人
文
主
義
法
学
を
批
判

し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
、
ロ
ー
マ
法
の
意
義
を
法
実
務
と
の
密
接
な
関

係
に
お
い
て
捉
え
る
彼
の
実
践
的
な
考
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た 

３
６ 

。
し
か
も

彼
の
法
学
研
究
は
、
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
な
い
し
発
展
的
人
文
主
義
法
学
に
お

い
て
見
ら
れ
た
特
徴
に
類
似
し
た
側
面
を
有
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
法
体
系
の
比
較

考
察
の
視
点
と
国
際
的
に
妥
当
し
う
る
法
規
則
を
導
出
し
よ
う
と
す
る
企
図
が
見
ら

れ
、
当
然
そ
れ
は
豊
富
な
歴
史
知
識
を
前
提
と
し
て
い
る
。
彼
の
こ
う
し
た
研
究
方

法
は
、
彼
が
最
も
大
き
な
貢
献
を
な
し
た
国
際
法
（the Law

 of N
ations

）
の
研
究

に
お
い
て
結
晶
化
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
は
、

宗
派
的
な
差
異
か
ら
独
立
し
た
基
礎
に
基
づ
い
て
国
際
法
を
論
じ
た
最
初
の
人
物
で

あ
り
、
彼
の
最
も
有
名
な
作
品
『
戦
争
の
法
（D

e Jure Belli

）
』
は
、
ユ
ス
テ
ィ

ニ
ア
ヌ
ス
の
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
を
論
じ
る
際
に
、
ロ
ー
マ
市
民
法
と
「
自
然
法
お
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よ
び
万
民
法
」
を
注
意
深
く
区
別
し
、
国
際
法
を
後
者
の
自
然
法
・
万
民
法
に
基
づ

く
も
の
と
し
て
議
論
し
た
が
、
そ
れ
は
、
国
際
法
を
体
系
化
さ
せ
た
一
世
代
後
の
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
重
要
な
議
論
の
枠
組
み
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

非
宗
派
的
な
基
礎
に
立
っ
て
国
際
法
を
最
初
に
論
じ
た
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
の
こ
の
作

品
は
、
明
ら
か
に
豊
富
な
古
典
教
養
と
歴
史
知
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る 

３
７ 

。 

 

こ
う
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
は
、
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
の
影
響
に
よ

っ
て
、
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
な
い
し
発
展
的
人
文
主
義
法
学
を
受
容
す
る
素
地

を
間
接
的
に
提
供
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ト
マ
ン
や
ボ
ダ

ン
の
作
品
か
ら
の
直
接
的
な
輸
入
を
通
じ
て
、
一
六
世
紀
末
頃
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
た
ち
は
、
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
あ
る
い
は
発
展
的
人
文
主

義
法
学
の
影
響
を
強
く
受
け
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
は
、
大
陸
の
そ
れ
と
は
、
企
図
し
た
点
に
お
い
て

重
要
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
オ
ト
マ
ン
ら
フ
ラ
ン
ス
の
ネ
オ
・
バ
ル
ト

ー
ル
ス
派
は
、
古
典
期
ロ
ー
マ
法
の
歴
史
研
究
に
よ
っ
て
過
度
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に

傾
斜
し
、
ロ
ー
マ
法
学
の
実
用
性
を
軽
視
す
る
人
文
主
義
法
学
に
対
す
る
反
動
と
し

て
興
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派

の
め
ざ
す
普
遍
的
な
考
察
は
人
文
主
義
の
歴
史
研
究
の
前
提
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成

り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
場
合
の
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー

ル
ス
派
に
お
い
て
は
、
ス
ミ
ス
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
人
文
主
義
の
先
例
は
あ
っ
た
も

の
の
、
前
提
と
な
る
人
文
主
義
的
な
歴
史
研
究
や
比
較
考
察
の
基
礎
は
十
分
に
積
み

上
げ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
六
世
紀
末
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー

マ
法
学
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ト
マ
ン
、
ボ
ダ
ン
そ
の
他
の
作
品
か
ら
直
接
輸
入
し

た
観
念
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
当
然
、
古
典

期
ロ
ー
マ
法
と
フ
ラ
ン
ス
の
慣
習
法
に
関
す
る
歴
史
研
究
は
見
出
せ
て
も
、
当
の
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
の
歴
史
研
究
は
存
在
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
改
め
て
人

文
主
義
的
な
歴
史
研
究
の
方
法
に
立
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
歴
史
研
究
を
進
め

る
必
要
が
あ
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
ム
デ
ン
（W

illiam
 

C
am

den 
: 

1551-1623

）
ら
に
よ
っ
て
一
五
八
八
年
に
創
設
さ
れ
た
「
考
古
家
協
会
（the 

Society of A
ntiquaries

）
」
は
こ
う
し
た
要
請
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ル
ネ

サ
ン
ス
人
文
主
義
の
語
源
学
の
方
法
に
基
づ
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
制
度
に
関

す
る
歴
史
研
究
を
精
力
的
に
推
進
し
て
い
た
こ
の
カ
ム
デ
ン
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
に
は
、

カ
ム
デ
ン
ら
人
文
主
義
の
歴
史
家
と
と
と
も
に
、
先
述
の
カ
ウ
エ
ル
を
は
じ
め
と
す

る
ロ
ー
マ
法
学
者
や
、
さ
ら
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
人
文
主
義
と
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派

ロ
ー
マ
法
学
の
知
的
影
響
を
受
け
た
一
群
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
参
加
し
て

い
た 

３
８ 

。 

こ
う
し
た
学
問
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
相
違
に
加
え
て
、
大
陸
諸
国
と
は
違
っ
て

早
く
か
ら
慣
習
法
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
国
土
全
体
の
法
と
し
て
確
立
し
て
い

た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
ロ
ー
マ
法
が
占
め
る
意
義
は
、
大
陸
諸
国
の
そ
れ
と
比

べ
て
き
わ
め
て
限
定
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
古
典
期
ロ
ー
マ
法

と
フ
ラ
ン
ス
の
慣
習
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
旧
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来
の
慣
習
法
に
代
わ
る
新
た
な
法
体
系
の
形
成
を
企
図
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
ー
マ
法

学
者
と
は
異
な
っ
た
路
線
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
は
歩
む

こ
と
に
な
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
は
大
陸
の
人
文
主
義
お
よ
び
ネ

オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
（
発
展
的
人
文
主
義
）
の
方
法
論
を
用
い
つ
つ
も
、
そ
の
拠

っ
て
立
つ
背
景
的
な
事
情
か
ら
、
大
陸
の
ロ
ー
マ
法
学
者
と
は
異
な
っ
た
彼
ら
独
自

の
課
題
を
追
求
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

一
六
世
紀
後
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
が
追
求
し
た
課
題
と
は
、
ロ

ー
マ
法
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
比
較
考
察
を
通
じ
て
、
そ
の
類
似
点
を
摘
出
し
、
両
者

に
共
通
す
る
一
般
原
理
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
ロ

ー
マ
法
の
構
成
と
概
念
を
通
じ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
そ
れ
自
体
の
体
系
的
な
法
典
化

を
図
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
ロ
ー
マ
法
の
果
た
す
役
割
は
、
フ
ラ

ン
ス
な
ど
の
大
陸
諸
国
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
し
、
ま
た

同
時
に
こ
の
点
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
合
理
的
体
系
化
の
必
要

性
を
感
じ
る
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
問
題
関
心
と
の
符
合
点
が
生
ま
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
へ

の
敵
意
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
の
和
解
を
求
め
る
傾
向
が
強
く
見

ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
一
面
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
曹
に
お
け
る
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
ロ
ー
マ
法
学
者
の
自
己
防
衛
と
し
て
の
試
み
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
も
で
き
る 

３
９ 

。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者

は
、
ロ
ー
マ
法
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
と
も
に
依
拠
で
き
る
一
般
的
な
基
本
原
理
を
、

よ
り
高
次
の
共
通
法
で
あ
る
自
然
法
か
ら
の
導
出
に
基
づ
い
て
確
立
し
よ
う
と
試
み

て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た 

４
０ 

。 

こ
う
し
た
試
み
の
最
初
の
典
型
的
な
事
例
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ

ル
ベ
ッ
ク
の
作
品
の
な
か
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る 

４
１ 

。
フ
ル
ベ
ッ
ク
は
、
オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
ロ
ー
マ
法
の
修
士
号
を
取
得
後
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
曹
学
院
の

一
つ
で
あ
る
グ
レ
イ
ズ
・
イ
ン
（G

ray’s Inn

）
の
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
そ
の
後
、

大
陸
の
大
学
に
一
年
間
留
学
を
し
、
そ
こ
で
ロ
ー
マ
法
の
博
士
号
の
学
位
を
請
求
し

た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
学
は
、
フ
ル
ベ
ッ
ク
の
ロ
ー
マ
法
博
士
と
し
て
の
地
位
を

認
め
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
彼
は
こ
う
し
た
経
歴
か
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
ロ
ー
マ

法
の
比
較
考
察
を
お
こ
な
う
だ
け
の
十
分
な
研
究
と
知
識
を
積
ん
で
い
た 

４
２ 

。
そ

も
そ
も
、
先
述
し
た
よ
う
な
ロ
ー
マ
法
を
通
じ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
典
化
と
い
う

作
業
の
た
め
に
は
、
ロ
ー
マ
法
学
だ
け
で
な
く
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
専
門
的
知
識
に

も
十
分
に
通
じ
て
い
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
な
条
件
で
あ
っ
た
。 

キ
ケ
ロ
に
造
詣
の
深
か
っ
た
フ
ル
ベ
ッ
ク
は
、
『
法
学
研
究
の
た
め
の
心
得
あ
る

い
は
準
備
』
（A D

irection or Preparative to the Study of the Law
e, 

1600

）
の
な
か
で
、
キ
ケ
ロ
に
基
づ
き
な
が
ら
、
「
法
と
は
…
自
然
に
よ
っ
て
わ
れ

わ
れ
に
植
え
込
ま
れ
た
一
次
的
な
理
性
（a principal reason

）
で
あ
る
」
と
の
理

解
に
立
っ
て
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
が
も
つ
個
別
の
法
は
す
べ
て
、
こ
の
法
の
分
枝

に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
自
然
法
に
依
拠
し
た
法
理
解
の
枠
組
み
を
提
示
し
て

い
る 

４
３ 

。
ま
た
彼
は
、『
ロ
ー
マ
法
と
教
会
法
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
コ
モ
ン
・
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ロ
ー
の
相
似
と
比
較
』（A Parallele or Conference of the Civil Law

 and the 

Com
m

on Law
 of this Realm

 of England, 1601

）
の
な
か
で
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
と
ロ
ー
マ
法
と
教
会
法
の
比
較
考
察
を
お
こ
な
い
、
こ
れ
ら
三
つ
の
法
の
相
似
性

を
主
張
し
、
そ
こ
に
は
共
通
の
「
根
拠
と
理
性
（grounds and reasons

）
」
が
存

在
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
フ
ル
ベ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
法
、
と
く

に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法
の
双
方
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
「
国
家
の

筋
骨
で
あ
り
、
統
治
の
科
学
で
あ
り
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
技
術
で
あ
る
」
と
さ
れ

る 

４
４ 

。
フ
ル
ベ
ッ
ク
の
作
品
は
、
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
法
学
研
究
の
方
法

を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
に
適
用
し
た
最
初
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ル
ベ
ッ
ク
が
法
曹
学
院
の
一
員
で
あ
り
、

ロ
ー
マ
法
博
士
会
館
に
所
属
し
て
い
な
い
法
学
者
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
か
ら
、
フ

ル
ベ
ッ
ク
の
研
究
の
意
義
は
、
直
接
ロ
ー
マ
法
学
者
全
体
に
対
す
る
影
響
と
し
て
及

ぶ
も
の
で
は
な
か
っ
た
し 

４
５ 

、
ま
た
彼
の
作
品
に
お
い
て
は
、
無
秩
序
な
性
格
を

も
つ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
源
を
整
序
す
る
た
め
の
体
系
的
な
研
究
方
法
が
提
示
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た 

４
６ 

。 

こ
う
し
た
フ
ル
ベ
ッ
ク
の
ア
プ
ロ
ー
チ
法
を
継
承
し
、
さ
ら
に
ロ
ー
マ
法
の
思
考

法
と
概
念
に
基
づ
い
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
自
体
の
体
系
的
な
整
序
を
図
る
方
法
を
提
示

し
た
の
が
、
ロ
ー
マ
法
学
者
ジ
ョ
ン
・
カ
ウ
エ
ル
で
あ
っ
た
。
彼
が
著
し
た
『
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
法
提
要
―
ロ
ー
マ
法
制
の
方
法
に
基
づ
く
構
想
』
（Institutes of the 

Law
es of England, D

igested into the M
ethod of the Civill or Im

periall 

Institutions,1605

）
は
、
ロ
ー
マ
法
学
者
に
対
し
て
多
大
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と

に
な
っ
た
し
、
ま
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
合
理
化
・
体
系
化
を
志
向
す
る
コ
モ
ン
・
ロ

ー
ヤ
ー
に
も
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る 

４
７ 

。
彼
の
こ
の
作
品
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
後

期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
初
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
の
研
究
態
度
を
示

唆
す
る
典
型
的
か
つ
代
表
的
な
作
品
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
カ
ウ
エ
ル
の
こ
の
作

品
の
執
筆
目
的
は
、
一
面
か
ら
い
え
ば
、
ま
さ
に
そ
の
「
表
紙
」
に
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
学
生
が
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
」

を
よ
り
良
く
理
解
で
き
る
よ
う
、
「
ロ
ー
マ
法
制
に
従
っ
て
」
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
編

纂
す
る
こ
と
に
あ
っ
た 

４
８ 

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
大
学
で
ロ
ー
マ
法
教
育
を
受

け
る
学
生
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
専
門
的
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
と
い
う
行
為
は
、
他

方
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
ロ
ー
マ
法
学
者
が
企
図
し
た
独

自
の
路
線
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
攻

勢
か
ら
自
己
防
衛
を
図
る
う
え
で
の
彼
ら
の
戦
略
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法

の
相
似
性
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
二
つ
の
法
典
が
共
有
可
能
な
一
般
原
理
を
構
築
し
よ

う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
ロ
ー
マ
法
の
思
考
法
と
概
念
に
従
っ
て

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
典
化
を
試
み
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

カ
ウ
エ
ル
は
執
筆
の
目
的
を
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
明
確
に
表
現
し
て
い
る
。
「
コ
モ

ン
・
ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法
は
、
同
じ
一
つ
の
基
礎
に
基
づ
い
て
打
ち
立
て
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
が
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
実
体
に
お
い
て
と
い
う
よ
り
は
、
言
語
や
術
語
に

お
い
て
な
の
で
あ
る
」
。
カ
ウ
エ
ル
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
の
『
法
学
提
要
』
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の
体
系
に
従
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
編
纂
し
直
す
こ
と
に
よ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と

ロ
ー
マ
法
が
と
も
に
「
自
然
法
」
お
よ
び
「
理
性
」
の
普
遍
的
な
命
令
で
あ
る
こ
と

を
反
映
し
て
い
る
諸
事
例
を
指
摘
し
、
裁
判
実
務
の
帰
結
に
お
い
て
こ
れ
ら
二
つ
の

法
が
一
致
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た 

４
９ 

。 

そ
し
て
こ
う
し
た
研
究
傾
向
は
、
カ
ウ
エ
ル
の
次
な
る
作
品
『
解
釈
者
』
（The 

Interpreter,1607

）
に
お
い
て
も
同
様
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
品
は
、

大
部
の
法
律
用
語
辞
典
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
種
々
の
法
律

用
語
が
、
逐
一
ロ
ー
マ
法
の
術
語
と
の
対
応
関
係
に
立
っ
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
先
述
の
フ
ル
ベ
ッ
ク
が
『
法
学
研
究
の
た
め
の
心
得
あ
る
い
は
準
備
』
の
な

か
で
試
み
た
、
「
こ
の
王
国
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法
と
が
解
釈
に
お
い
て
一

致
す
る
と
思
わ
れ
る
一
定
の
用
語
」
５
０ 

の
集
成
と
い
う
構
想
を
継
承
し
、
そ
れ
を
よ

り
実
り
豊
か
な
内
容
へ
と
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
法

律
用
語
辞
典
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
カ
ウ
エ
ル
の
『
解
釈
者
』
も
そ
の
企
図
す
る
と
こ

ろ
は
や
は
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法
の
相
似
性
を
指
摘
し
、
両
者
に
共
通
す

る
一
般
原
理
を
構
築
す
る
こ
と
に
お
か
れ
て
い
た 

５
１ 

。
こ
こ
に
は
、
当
時
の
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
あ
る
い
は
後
期
「
発
展
的
」
人
文
主
義
法
学

の
ロ
ー
マ
法
学
者
の
志
向
性
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
ま
た
カ
ウ
エ
ル
は
こ
う

し
た
著
作
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ト
マ
ン
を
頻
繁
に
引
証
し
て
い
る 

５
２ 

。
し

か
し
な
が
ら
、
カ
ウ
エ
ル
の
二
作
目
の
著
書
『
解
釈
者
』
は
、
第
五
章
で
改
め
て
詳

細
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法
の
比
較
を
通
じ
て
、
ロ
ー
マ

法
に
従
っ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
典
化
を
図
る
と
い
う
目
的
と
は
別
に
、
「
絶
対
君

主
制
」
に
ま
つ
わ
る
い
く
つ
か
の
政
治
的
な
定
義
を
含
ん
で
い
た
点
で
、
『
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
法
提
要
』
と
は
異
な
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
『
解
釈
者
』
に
お
い
て
見
ら

れ
る
国
王
に
固
有
の
至
高
か
つ
不
可
分
の
絶
対
的
大
権
の
論
理
そ
れ
自
体
も
ま
た
、

ボ
ダ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
発
展
的
人
文
主
義
の
ロ
ー
マ
法
学
者

が
提
起
し
た
観
念
の
一
つ
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
体
系
化
と
い
う
企
図
と
は
違
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
的
見
地
に
基
づ
い
て
国
王
権
力

の
全
能
化
を
原
理
的
に
正
当
化
す
る
政
治
言
説
と
見
な
さ
れ
、
一
六
一
〇
年
議
会
で

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
か
ら
厳
し
く
糾
弾
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
第
五
章
参

照
）
。 

 

フ
ル
ベ
ッ
ク
や
カ
ウ
エ
ル
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
後
期
か
ら
ス

テ
ュ
ア
ー
ト
朝
初
期
に
か
け
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
の
研
究
関
心
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
（
あ
る
い
は
発
展
的
人
文
主
義
）
が
生
み
出

し
た
研
究
方
法
に
基
づ
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法
と
の
対
話
の
道
を
図
ろ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
に
よ
っ

て
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
真
に
体
系
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
始
ま
り
」
５
３ 

を
見
る
こ

と
が
で
き
る
し
、
そ
の
発
展
は
、
大
陸
で
形
成
さ
れ
た
法
的
人
文
主
義
の
思
想
と
ネ

オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
観
念
に
多
く
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
が
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
遺
産
を
通
じ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
法
学
研
究
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
法
の
「
合
理
性
」
と
「
体
系
性
」
に
対
す
る
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意
識
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
法
の
基
礎
と
な
る
「
自
然
法
」
と
「
理
性
」
に
対
す
る
認

識
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
特
殊
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
状
況
の
な
か
で
判
例
法
と
し
て

形
成
さ
れ
、
法
曹
学
院
で
の
実
務
教
育
を
通
じ
て
発
展
し
て
き
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に

は
相
対
的
に
欠
け
て
い
た
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
ロ
ー
マ
法
学
者
に
よ
る
試
み
は
、
一
面
か
ら
い
え
ば
、
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
コ
ッ
ク

が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
の
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
も
つ
島
嶼
的
性
格
に
対
す
る
挑
戦
で
あ

っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
後
期
か

ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
多
く
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
自

身
が
、
当
時
の
こ
う
し
た
ロ
ー
マ
法
学
の
知
的
影
響
を
受
け
つ
つ
、
法
の
根
拠
と
し

て
「
自
然
法
」
と
「
理
性
」
の
契
機
を
重
視
し
、
法
の
合
理
性
と
体
系
性
を
追
求
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
閉
じ
た
島
嶼
的
性
格
を
打
破
し
、
大
陸

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
の
系
譜
に
連
な
る
側
面
を
持
ち
な
が
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
考
を

お
こ
な
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
学
者
が
企
図
し
た
の
は
、

大
陸
の
ロ
ー
マ
法
学
者
の
よ
う
に
旧
来
の
慣
習
法
と
ロ
ー
マ
法
の
比
較
を
通
じ
て
、

よ
り
普
遍
的
な
法
体
系
を
新
た
に
確
立
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー

が
長
い
伝
統
を
も
ち
、
政
治
社
会
の
広
範
囲
に
浸
透
し
、
そ
れ
ゆ
え
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
が
圧
倒
的
な
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
ネ
オ
・
バ
ル
ト

ー
ル
ス
派
の
影
響
を
受
け
た
ロ
ー
マ
法
学
者
た
ち
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
と
ロ
ー
マ
法

の
比
較
を
通
じ
て
め
ざ
そ
う
と
し
た
も
の
は
、
ロ
ー
マ
法
の
思
考
法
と
概
念
を
参
照

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
合
理
的
に
体
系
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
そ
れ
自
体
の
な
か
に
一
般
原
理
を
定
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
学
者
の
こ
う
し
た
志
向
性
は
、
一
方
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

合
理
化
と
体
系
化
の
た
め
の
法
改
革
を
志
向
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
対
し
て
有

益
な
成
果
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
得
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
治

世
後
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
初
期
ま
で
の
時
期
に
は
、
ロ
ー
マ
法
の
積
極
的
な
参

照
を
図
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
、
ロ
ー
マ
法
を
通
じ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
体
系
化

を
図
ろ
う
と
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
と
の
あ
い
だ
に
は
、
一
定
の
共

通
し
た
言
説
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。 

こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
ロ
ー
マ
法
学
者
の
姉
妹
的
関
係
が
破
綻
し
て
い

く
の
は
、
第
五
章
で
カ
ウ
エ
ル
の
事
例
を
通
じ
て
改
め
て
検
証
す
る
よ
う
に
、
ジ
ェ

ー
ム
ズ
治
世
期
に
入
っ
て
絶
対
主
義
的
な
諸
政
策
に
直
面
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

の
懸
念
が
高
ま
り
始
め
た
と
き
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
を
継
受
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
王
で
あ
っ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
疎
ん
じ
、
ロ
ー
マ
法
に
共
感
し

て
い
た
し 

５
４ 

、
他
方
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
ロ
ー
マ
法
学
者
は
共
通
し
て
宮

廷
や
高
位
聖
職
者
に
接
近
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
た 

５
５ 

。
さ
ら
に
、
カ
ウ
エ
ル
に

お
い
て
典
型
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
文
主
義
法
学
の
系
譜
の
な
か
で
ボ

ダ
ン
が
展
開
し
た
よ
う
な
「
至
高
か
つ
不
可
分
の
主
権
」
の
論
理
が
、
「
絶
対
君
主

制
」
の
下
で
国
王
が
も
つ
「
絶
対
的
大
権
」
の
論
拠
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
カ
ウ
エ
ル
の
二
作
目
の
作
品
で
あ
る
『
解
釈
者
』
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
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発
展
的
人
文
主
義
法
学
あ
る
い
は
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
生
み
出
し
た
主
権
概

念
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
「
絶
対
君
主
制
」
の
政
治
言
説
と
し
て
展
開
し
た

典
型
的
な
例
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
一
六
一
〇
年
頃
に
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
、
と
り
わ
け
庶
民
院
に
位
置
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の

ロ
ー
マ
法
に
対
す
る
敵
意
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
ロ
ー
マ
法
の
も
つ
意
義
は
両
義
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を

え
な
く
な
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
ロ
ー
マ
法
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
体
系

化
を
図
る
う
え
で
有
益
な
法
言
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
君
主
の
絶
対
的
権
力
を
擁
護

す
る
論
拠
を
含
ん
だ
ロ
ー
マ
法
は
、
絶
対
主
義
の
台
頭
を
懸
念
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
に
と
っ
て
危
険
な
政
治
言
語
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
両
義
性
は
、

第
五
章
で
検
証
す
る
よ
う
に
、
カ
ウ
エ
ル
の
二
つ
の
作
品
に
対
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
の
態
度
に
お
い
て
も
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
し
、
ま
た
第
四
章
で
取
り
上
げ

る
よ
う
に
、
発
展
的
人
文
主
義
あ
る
い
は
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
法
学
者
た
ち

の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
を
積
極
的
に
参
照
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
、
ボ
ダ
ン

の
提
示
し
た
「
主
権
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
れ
を
峻
拒
す
る
強
硬
な
姿
勢
を
見

せ
る
な
か
に
も
端
的
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う 

５
６ 

。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
後
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
初
期
の
時
代
に
お
い
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法

学
者
と
の
あ
い
だ
に
は
、
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
動
機
は
異
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、

ロ
ー
マ
法
と
い
う
法
言
語
あ
る
い
は
政
治
言
語
を
通
じ
た
共
通
の
解
釈
傾
向
が
存
在

し
た
の
で
あ
る
。
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
影
響
を
受
け
た
ロ
ー
マ
法
学
者
は
、

職
能
的
な
自
己
防
衛
か
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
に
従
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
体
系
化
・
法
典
化
を
図
ろ
う

と
追
求
し
た
し
、
他
方
、
彼
ら
の
示
し
た
研
究
方
法
と
研
究
成
果
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
法
の
合
理
的
改
革
の
必
要
性
を
感
じ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
有
益
な
示
唆

を
与
え
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

    

第
三
節 

カ
ム
デ
ン
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
と 

ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義 

  

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
影
響

を
考
え
る
う
え
で
、
以
上
の
よ
う
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
の
存
在
と
と

も
に
、
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
一
五
八
八
年
に
創
設
さ
れ
た
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
「
考
古
家
協
会
」
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
と

の
知
的
交
流
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
語
源
学
的
な
歴
史
研
究
の
方
法
を
獲
得

し
て
い
た
歴
史
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
ム
デ
ン
を
中
心
に
設
立
さ
れ
た
研
究
サ
ー
ク
ル

で
あ
っ
た
。
カ
ム
デ
ン
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
た
こ
の
協
会
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
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人
文
主
義
に
立
っ
た
歴
史
研
究
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
拠
点
と
も
い
う
べ
き
存

在
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
や
制
度
に
関
わ
る
古
文
書
の
研
究
が
進

め
ら
れ
、
数
多
く
の
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
た 

５
７ 

。
そ
れ
は
、
大
陸
の
人
文
主
義

者
が
古
典
期
ロ
ー
マ
法
と
フ
ラ
ン
ス
の
封
建
法
を
対
象
に
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行

っ
た
際
に
用
い
た
語
源
学
の
方
法
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
制
度
の
研
究
に
適
用

し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ち
ょ
う
ど
一
六
世
紀
後
期
は
古
文

書
記
録
の
整
備
状
況
に
お
い
て
大
き
な
改
善
が
見
ら
れ
た
時
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ウ
ヤ
ー
な
ど
当
時
の
多
く
の
古
文
書
係
官
が
カ
ム
デ
ン
・
ソ
サ
イ

エ
テ
ィ
に
参
加
し
、
古
文
書
記
録
の
活
用
を
可
能
に
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
カ
ム
デ

ン
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
に
参
加
し
た
歴
史
家
た
ち
は
、
「
司
法
運
営
の
開
廷
期
」
、
「
紋

章
官
の
職
位
と
特
権
」
、
「
英
貨
」
、
「
法
曹
学
院
」
、
「
州
」
な
ど
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
種
々
の
制
度
や
官
職
に
関
す
る
考
古
的
な
歴
史
研
究
を
活
発
に
進
め
、
そ
の

な
か
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
の
多
く
が
実
は
古
来
の
基
礎
を
持
つ
も
の
で
は
な

く
、
歴
史
の
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
歴

史
認
識
を
示
し
て
い
た 

５
８ 

。
カ
ム
デ
ン
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
に
見
ら
れ
た
よ
り
正
確

で
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
考
察
を
も
と
に
し
た
歴
史
認
識
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
や
フ
ォ
ー
テ

ス
キ
ュ
ー
が
か
つ
て
主
張
し
た
よ
う
な
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
制
度
が
「
古
来
の

慣
習
」
の
基
礎
を
も
つ
と
い
う
、
な
か
ば
神
話
的
な
歴
史
と
は
対
照
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
否
む
し
ろ
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
ら
が
説
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
古
来
の

不
変
性
や
同
一
性
の
観
念
を
真
っ
向
か
ら
覆
す
も
の
で
あ
っ
た
。 

そ
し
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
カ
ム
デ
ン
・
サ
ー
ク
ル
に
は
、
ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド
リ

ッ
ジ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
、
ジ
ョ

ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
、
ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ホ
ー
ラ
ン
ド
と
い
っ
た
エ

リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
か
ら
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
代
表
的
な
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
、
先
述
し
た
ロ
ー
マ
法
学
者
カ
ウ
エ
ル
ら
と
と
も
に
、
メ
ン

バ
ー
と
し
て
所
属
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
か
れ
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち

は
、
カ
ム
デ
ン
ら
歴
史
家
の
研
究
を
通
じ
て
、
大
陸
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の

知
的
影
響
を
受
け
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
研
究
を
歴
史
の
研
究
と
結
び
つ
け
て
考
察

し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
カ
ム
デ
ン
の
考
古
家
協
会
に
属
し
て
い
た
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
ブ
リ
ト
ン
人
の
時
代

以
来
の
古
来
性
を
主
張
し
た
一
五
世
紀
の
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
あ
る
い

は
一
六
二
〇
年
代
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
と
は
異
な
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の

歴
史
的
変
化
、
と
り
わ
け
征
服
民
族
に
よ
る
改
変
を
積
極
的
に
認
識
し
よ
う
と
し
て

い
た
。 

 

た
と
え
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
は
、
考
古
家
協
会
の
研
究
例
会
で
発

表
し
た
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
古
来
性
」
に
関
す
る
論
考
の
な
か
で
、
フ
ォ
ー
テ
ス

キ
ュ
ー
の
見
解
に
対
し
て
真
っ
向
か
ら
異
論
を
唱
え
、
ブ
リ
ト
ン
人
の
法
と
の
連
続

性
を
は
っ
き
り
と
否
定
す
る
。
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
法
の
古
来
性

（A
ntiquity

）
」
と
い
う
命
題
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
法
の
由
来
と
な
っ
た
「
古

き
根
拠
（ancient grounds

）
」
が
現
実
に
立
証
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な

け
れ
ば
「
同
一
の
国
家
な
い
し
王
国
内
部
で
運
用
さ
れ
続
け
て
き
た
そ
の
長
期
に
わ

た
る
時
間
」
、
す
な
わ
ち
法
の
継
続
性
を
事
実
の
う
え
で
証
明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
歴
史
を

考
察
す
る
と
、
そ
こ
に
は
代
々
の
征
服
民
族
が
旧
来
の
法
を
そ
の
つ
ど
改
廃
し
て
き

た
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
。
「
ブ
リ
ト
ン
人
の
法
は
ロ
ー
マ
人
に
よ
っ
て
完
全
に
廃

止
さ
れ
た
。
そ
し
て
ロ
ー
マ
人
の
法
は
サ
ク
ソ
ン
人
に
よ
っ
て
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。

最
後
に
、
サ
ク
ソ
ン
人
の
法
は
デ
ー
ン
人
お
よ
び
ノ
ル
マ
ン
人
に
よ
っ
て
か
な
り
改

変
さ
れ
た
の
で
あ
る
」 

５
９ 
。
か
れ
は
こ
の
過
程
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
ブ
リ
ト
ン
人
の
古
代
の
法
（ancient law

）
」
は
、
ま
ず
ロ
ー
マ
人
の
征
服
に
よ

っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
ロ
ー
マ
か
ら
は
偉
大
な
法
律
家
が
派
遣
さ
れ
、
公
平
な
裁
判
を

行
う
た
め
に
ロ
ー
マ
の
裁
判
官
が
任
命
さ
れ
、
そ
う
し
て
ブ
リ
テ
ン
島
に
は
ロ
ー
マ

帝
国
の
法
が
確
立
さ
れ
た
の
だ
と
。
そ
の
後
、
ブ
リ
テ
ン
島
を
侵
略
し
た
サ
ク
ソ
ン

人
は
、
ロ
ー
マ
人
の
旧
来
の
法
を
改
変
し
、
サ
ク
ソ
ン
人
の
法
を
施
行
し
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
旧
き
ブ
リ
ト
ン
人
の
法
が
サ
ク
ソ
ン
人
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
」

の
で
は
な
く
、
実
際
に
は
、
サ
ク
ソ
ン
人
は
他
な
ら
ぬ
サ
ク
ソ
ン
人
の
法
を
実
施
し

た
の
で
あ
る
。
サ
ク
ソ
ン
人
は
ブ
リ
ト
ン
人
の
旧
き
法
を
復
活
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、

両
者
は
継
続
的
に
不
仲
な
関
係
に
あ
り
、
そ
の
た
め
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ

の
統
治
が
分
割
さ
れ
た
の
だ
と
、
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
は
い
う
。
こ
う
し
て
ブ
リ
ト
ン
人

の
法
は
、
少
な
く
と
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
「
完
全
に
消
滅
」
し
た
の
だ
と
結
論
づ

け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
ブ
リ
テ
ン
島
に
侵
入
し
た
デ
ー
ン
人
は
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
征
服
王
に
よ
る
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
が
行
わ
れ
る
以
前
に
、
す
で
に
サ
ク

ソ
ン
人
の
法
の
な
か
に
ノ
ル
マ
ン
の
法
と
慣
習
と
を
持
ち
込
み
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

を
改
変
さ
せ
て
い
た 

６
０ 

。
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
サ
ク
ソ
ン
人
の

法
が
ノ
ル
マ
ン
人
の
法
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
な
が
ら
、
両
者
が
混
合
さ
れ
、
そ
う
し

て
出
来
上
が
っ
た
の
が
、
「
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
で
あ
る
と
主

張
さ
れ
る 

６
１ 

。 

 

征
服
民
族
に
よ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
改
廃
を
積
極
的
に
論
じ
る
同
様
な
見
解
は
、

カ
ム
デ
ン
・
サ
ー
ク
ル
に
参
加
し
て
い
た
他
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
お
い
て

も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
へ

の
影
響
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
ホ
ー
ラ
ン
ド
は
、
「
征
服
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
、

わ
れ
わ
れ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
訴
訟
の
方
式
を
改
変
し
た
」
と
し
、
ノ
ル
マ
ン
人
の

征
服
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
制
度
の
な
か
に
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
よ
り
も
上

位
に
大
法
官
庁
裁
判
所
が
設
置
」
さ
れ
た
し
、
司
法
制
度
に
つ
い
て
も
「
法
律
紛
争

を
処
理
す
る
た
め
の
開
廷
期
が
年
四
回
に
分
け
ら
れ
た
」
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る 

６
２ 

。
ま
た
同
様
に
、
セ
ル
デ
ン
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の

礼
賛
に
つ
い
て
』
を
再
刊
し
た
際
に
編
者
と
し
て
施
し
た
解
説
に
お
い
て
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
法
に
つ
い
て
こ
う
言
及
し
て
い
る
。
「
新
た
な
民
族
が
…
、
つ
ね
に
何
ら
か

の
改
変
を
も
た
ら
す
」
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
も
征
服
民
族
で
あ
る

ノ
ル
マ
ン
の
慣
習
に
よ
っ
て
多
く
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
と
指
摘
し
、
当
の

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
主
張
し
た
ブ
リ
ト
ン
人
の
時
代
以
来
不
変
の
も
の
と
し
て
継

承
さ
れ
た
古
来
の
法
と
い
う
見
解
を
否
定
し
て
い
る
。
彼
は
い
う
。
「
間
違
い
な
く

サ
ク
ソ
ン
人
は
、
ブ
リ
ト
ン
人
の
慣
習
に
か
れ
ら
自
身
の
慣
習
を
混
合
さ
せ
た
の
で

あ
っ
て
、
デ
ー
ン
人
も
ま
た
、
古
き
ブ
リ
ト
ン
人
の
慣
習
と
サ
ク
ソ
ン
人
の
慣
習
と
、

そ
し
て
か
れ
ら
自
身
の
慣
習
を
混
合
さ
せ
た
し
、
そ
し
て
ノ
ル
マ
ン
人
も
ま
た
同
様
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で
あ
っ
た
」
と 

６
３ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
カ
ム
デ
ン
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
に
参
加
し
て
い
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
た
ち
は
、
彼
ら
が
発
表
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
制
度
に
関
す
る
論
考
の
な
か

で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
的
改
変
と
い
う
事
実
を
明
確
に
認
識
し
、
か
つ
積
極
的

に
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
ブ
ラ
ク
ト
ン
や
フ
ォ
ー

テ
ス
キ
ュ
ー
が
想
定
し
て
き
た
「
古
来
の
慣
習
」
の
継
続
性
を
否
定
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
フ
ォ
ー

テ
ス
キ
ュ
ー
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性
と
不
変
性
の
命
題
は
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味

を
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
後
期
の
時
代
に
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
重
要
な
契
機
と
思
わ
れ
た
の
は
、

神
話
的
な
歴
史
の
古
来
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
法
そ
の
も
の
の
合
理
性
と
い
う
問
題

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
正
当
性
を
、
古
来
の
継
続
性
と
い
う
点
に
で

は
な
く
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
性
と
い
う
点
に
お
い
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
。 

 

エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
後
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
初
期
の
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
の
態
度
は
、
他
方
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
合
理
的
改
革
が
喫
緊
の
課
題
で
あ

る
と
い
う
彼
ら
の
認
識
と
、
そ
の
た
め
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
合
理
的
体
系
化
を
図
ろ

う
と
す
る
関
心
と
関
連
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人

文
主
義
の
知
的
影
響
の
な
か
で
、
語
源
学
的
な
歴
史
研
究
に
立
っ
た
人
文
主
義
法
学

だ
け
で
な
く
、
同
時
に
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ
ー
マ
法
学
や
、
人
文
主
義
法
学
の
発

展
型
と
し
て
の
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
法
学
を
積
極
的
に
参
照
し
よ
う
と
し
て

い
た
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
合
理
的
改
革
と
い
う
課
題

に
応
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。 

  

第
四
節 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
改
革 

   

一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
初
期
に
か
け
て
見
ら
れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に

よ
る
ロ
ー
マ
法
へ
の
接
近
と
い
う
現
象
は
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
煩
雑
な
実

態
と
そ
れ
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
法
改
革
の
動
き
と
連
動
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
当

時
の
政
治
社
会
に
あ
っ
て
緊
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
問
題
の
一
つ
は
、
判
例
法
と

し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
合
理
的
・
体
系
的
な
再
編
と
い
う
問
題

で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
一
五
八
〇
年
代
に
入
っ
て
、
中
央
法
廷
で
の
訴
訟
が
著
し
く

増
加
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
は
、
実
体
に
お
い
て
も
訴
訟
手
続
き

に
お
い
て
も
多
く
の
変
化
を
被
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
ま
す
ま
す
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
不
確
実
性
が
増
大
し
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
裁
判
の

不
確
実
さ
と
な
っ
て
現
れ
て
い
た
。 

こ
う
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
不
確
実
さ
に
対
す
る
懸
念
は
、
当
時
の
法
制
度
に

不
満
を
も
つ
一
般
の
人
び
と
だ
け
で
な
く
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
自
身
に
よ
っ

て
も
明
確
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い 

６
４ 

。
た
と
え
ば
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
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ク
ッ
ク
は
一
五
九
二
年
に
議
会
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
は
あ
ま
り
に
も
多
く
の
法

が
存
在
し
、
「
象
の
ご
と
き
法
（Elephantinae leges

）
」
と
呼
べ
る
く
ら
い
だ
と

指
摘
し
て
、
改
善
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
し 

６
５ 

、
ト
マ
ス
・
エ
ジ
ャ
ー
ト
ン

（Thom
as E

gerton
）
も
九
七
年
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
に
こ
う
進
言
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
あ
ま
り
に
も
数
多
く
の
法
が
存
在
し
て
い
て
、
し

か
も
そ
れ
ら
の
多
く
は
今
で
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
か
、
あ
る
い
は
す
で
に
運
用
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
は
「
理
解
す
る
の
が
非
常
に
困
難
で
、

そ
の
た
め
に
臣
民
の
間
で
多
く
の
論
争
を
引
き
起
こ
し
、
多
大
な
問
題
を
発
生
さ
せ

て
い
る
」
と 

６
６ 

。 

ま
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
（Francis B

acon : 1561-1626

）
も
、
「
法
の

曖
昧
さ
こ
そ
、
こ
の
時
代
の
わ
が
国
の
法
に
対
し
て
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
、
重
要

か
つ
最
も
正
し
い
非
難
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
事

態
を
改
め
る
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
明
確
な
論
拠
に
基
づ
い
て
合
理
化
・
体
系

化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
理
性
の
結
論
」
と
し
て
の
「
格
律
」
や

「
準
則
」
を
「
法
の
な
か
の
法
」
と
し
て
確
立
し
、
「
個
別
の
実
定
法
」
の
知
識
を

統
御
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た 

６
７ 

。 

こ
の
よ
う
に
法
の
合
理
化
の
た
め
に
格
律
や
準
則
を
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

は
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
広
く
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
間
に
共

有
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
政
策
に
も
従
事
し
た
コ
モ
ン
・
ロ

ー
ヤ
ー
の
ジ
ョ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス 

６
８ 

は
、
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
為
や
事
件
に
対

し
て
、
固
定
し
た
確
実
性
の
あ
る
法
の
根
拠
と
準
則
を
適
用
す
る
」
た
め
に
は
、
類

似
し
た
、
あ
る
い
は
同
一
の
事
例
に
関
し
て
は
「
単
一
無
二
の
判
決
」
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
「
法
律
の
知
識
」
だ
け

で
は
不
十
分
で
、
「
論
証
と
論
理
的
思
考
に
従
っ
た
他
の
す
べ
て
の
合
理
的
な
学
問
」

を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と 

６
９ 

。
一
六
一
〇
年
議
会
で
活
躍
し
た
ト
マ

ス
・
ヘ
ド
リ
ィ
も
、
「
同
じ
条
理
の
下
に
あ
る
個
別
事
例
」
は
す
べ
て
同
じ
一
つ
の

法
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
「
衡
平
（equity

）
」
の

原
理
を
適
用
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
幾
世
代
に
も
わ
た
っ
て
集
積

さ
れ
た
個
別
の
事
例
か
ら
一
般
的
な
法
が
生
み
出
さ
れ
る
、
と 

７
０ 

。
以
上
の
よ
う

な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
思
考
は
、
先
述
し
た
同
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ

法
学
者
た
ち
の
思
考
と
相
似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
ロ
ー
マ
法
を
通
じ
て
コ
モ

ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
目
指
し
た
と
こ
ろ
の
目
的
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
実
際
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
一
般
原
則
を
定
立
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
合
理

的
な
体
系
化
を
図
る
過
程
で
最
も
影
響
力
を
も
っ
た
学
問
は
、
ロ
ー
マ
法
だ
っ
た
の

で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
一
定
の
合
理
的
な
体
系
化
の
必
要
性
が
あ

る
と
の
認
識
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
と
っ
て
共
通
の
問
題
関
心
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
判
例
法
と
し
て
確
立
さ

れ
て
き
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
、
よ
り
合
理
的
か
つ
体
系
的
に
整
備

し
よ
う
と
す
る
こ
う
し
た
法
的
再
編
の
試
み
の
な
か
に
あ
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め

て
い
た
の
が
、
法
の
「
格
律
（m

axim

）
」
と
か
「
準
則
（rule

）
」
等
と
呼
ば
れ

る
一
連
の
法
の
一
般
原
理
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
格
律
と
か
準
則
は
、
慣
習
法
と
し
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て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
理
性
の
結
晶
化
と
で
も
言
う
べ
き
性
格
の
も
の
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
以
下
で
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
志
向
し
た
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
「
格
律
」
「
準
則
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。 

  

第
五
節 

法
の
格
律
と
準
則
―
「
理
性
」
の
必
然
的
帰
結
― 

   

周
知
の
よ
う
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
自
由
（liberty

）
」

の
発
達
が
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
臣
民
の
諸
々
の
自
由
は
、
す
べ
て
そ
の
正
当
性
の

根
拠
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
な
か
に
定
礎
す
る
形
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た

と
え
ば
、
「
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
と
し
て
の
選
挙
権
の
自
由
」
の
定
義
も
、
「
言
論
の

自
由
」
や
「
逮
捕
拘
禁
か
ら
の
自
由
」
の
定
義
も
、
ま
た
「
経
済
活
動
の
自
由
」
を

意
味
す
る
「
自
由
貿
易
」
に
関
す
る
定
義
も
、
そ
の
基
礎
づ
け
の
根
拠
と
し
て
は
、

そ
れ
ら
が
法
の
確
実
な
「
準
則
」
で
あ
る
と
か
、
「
格
律
」
で
あ
る
と
い
う
形
式
で

主
張
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
治
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
自
由
な

い
し
権
利
の
基
礎
づ
け
は
す
べ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
法
的
基
礎
の
上
に
立
っ

て
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
具
体
的
な
形
式
が
、
法
の
「
格
律

（m
axim

）
」
、
「
準
則
（rule

）
」
、
「
原
理
（priciple

）
」
、
「
公
理
（axiom

）
」

等
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
一
般
的
原
則
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
例
を
い
く
つ

か
列
挙
し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
「
自
由
貿
易
」
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
一
六
二

一
年
に
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
に
よ
っ
て
そ
れ
が
「
法
の
格
律
」
で
あ
る
と
庶
民
院

で
宣
言
さ
れ
て
い
る 

７
１ 

。
ま
た
一
六
二
八
年
に
は
同
じ
く
庶
民
院
で
、
当
時
の
特

権
委
員
会
（C

om
m

ittee on Privilege

）
の
委
員
長
で
あ
っ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
が
、
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
と
し
て
平
民
一
般
に
属

す
べ
き
選
挙
権
が
「
超
記
憶
的
な
、
古
来
よ
り
の
不
変
の
慣
習
」
に
よ
る
以
外
に
平

民
か
ら
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
で
あ
る
と
宣
言
し
、
そ
れ
を
法
の
「
確
実
な
準

則
（certain rule

）
」
の
一
つ
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る 

７
２ 

。
ま
た
一
六
二
八
年

の
段
階
で
は
、
臣
民
は
正
当
な
事
由
を
示
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
投
獄
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
、
と
い
う
原
則
が
、
法
の
根
本
的
原
則
と
し
て
広
く
承
認
さ
れ
て
い
た 

７
３ 

。
さ
ら
に
、
一
六
一
○
年
に
は
、
「
国
王
は
、
議
会
の
同
意
な
し
に
課
税
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
し
、
同
様
に
議
会
の
同
意
な
し
に
法
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
い
う
点
も
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
準
則
（rule

）
あ
る
い
は
原
理

（principle

）
」
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
て
い
る 

７
４ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
当
時
主
張
さ
れ
た
種
々
の
政
治
的
自
由
は
す
べ
て
、
「
格
律
」
「
準

則
」
「
原
理
」
「
公
理
」
な
ど
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
一
般
原
理
と
い
う
形
式
に
お
い
て

定
式
化
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
術
語
の
使
用
と
、
さ
ら
に
一
般
原
理
と
い
う
思
考

法
そ
れ
自
体
が
、
も
と
も
と
判
例
法
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
固
有
の
特
徴
で
は

な
く
、
む
し
ろ
論
理
学
や
哲
学
に
依
拠
し
た
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と

の
端
的
な
現
れ
で
あ
る
。
以
下
の
と
こ
ろ
で
は
、
こ
う
し
た
格
律
・
準
則
の
定
式
化

を
導
く
際
の
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
説
明
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
持
つ
思
考
様
式
の
特
徴
と
、
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当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
置
か
れ
た
思
想
状
況
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ

と
に
努
め
た
い
。 

 

慣
習
法
と
し
て
個
別
の
先
例
を
一
方
で
重
視
し
つ
つ
も
、
確
実
な
法
の
「
根
拠

（ground

）
」
と
な
り
う
る
格
律
・
準
則
と
い
っ
た
法
の
一
般
原
理
を
志
向
す
る
と

い
う
傾
向
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
合
理
化
・
体
系
化
を
企
図
し
た
こ
の
時
期
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
解
釈
態
度
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
合
理
化
・
体
系
化
が
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て

緊
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
の
反
映
で
も
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

こ
う
し
た
法
の
格
律
、
準
則
の
定
式
化
が
他
の
諸
学
問
か
ら
の
積
極
的
な
受
容
を
背

景
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
の
思
考
を
探
る
上
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
実
際
、
前
期
ス
テ
ュ
ア

ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
作
品
を
注
意
深
く
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、

他
の
学
問
的
成
果
を
積
極
的
に
参
照
し
つ
つ
法
の
合
理
性
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
姿

勢
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ノ
イ
は
「
法
の
格
律
」
と

し
て
計
四
八
を
例
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
そ
れ
ら
の
諸
格
律
は
そ
れ
ぞ
れ
、
神

学
、
文
法
学
、
論
理
学
、
哲
学
、
政
治
学
、
道
徳
規
則
、
法
学
、
慣
習
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
分
け
て
定
立
さ
れ
て
い
る 

７
５ 

。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
他
の
諸
学
問
に
お
い
て
成

果
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
種
々
の
合
理
的
な
「
根
拠
」
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
ら
を
援

用
し
つ
つ
、
法
の
格
律
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
こ
と
は
示
唆
し
て
い
る
。

法
の
格
律
を
め
ぐ
る
同
じ
よ
う
な
定
式
化
の
試
み
は
、
こ
の
時
期
に
広
く
見
受
け
ら

れ
る
。
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ン
チ
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
か
れ
は
ま
ず
、
「
理
性
の
諸

規
則
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
」
と
す
る
。
ひ
と
つ
は
、
純
粋
に
「
法
自
体
に
固
有

の
諸
準
則
」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
「
他
の
諸
学
問
か
ら
採
り
入
れ
ら
れ
た
諸

規
則
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
他
の
諸
学
問
と
は
、
「
神
学
」
と
「
人
文
学
」

の
双
方
に
わ
た
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
他
の
学
問
か
ら
採
り
入
れ
ら

れ
た
諸
準
則
と
は
、
他
の
学
問
に
お
い
て
引
き
出
さ
れ
た
「
原
理
」
、
「
結
論
」
に

あ
た
る
と
し
、
そ
れ
ら
他
の
諸
学
と
し
て
、
神
学
、
文
法
学
、
論
理
学
、
自
然
哲
学
、

政
治
哲
学
、
経
済
学
、
道
徳
哲
学
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
「
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
学
問

（Science

）
の
叡
知
」
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
な
か
に
集
大
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

い
う 

７
６ 

。
こ
こ
に
も
、
先
の
ノ
イ
の
場
合
と
同
様
、
法
の
格
律
の
定
式
化
に
あ
た

っ
て
、
他
の
人
文
諸
学
の
成
果
が
積
極
的
に
援
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
次
の
言
葉
が
、
こ
う
し
た
法
の
格
律
の
形
成
に
関
す
る
当
時
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
思
考
様
式
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
か
れ
は
、
法
の
「
合

理
性
」
を
考
え
る
場
合
、
単
に
「
法
律
の
知
識
」
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
。

法
の
合
理
性
を
は
か
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
「
法
律
の
知
識
」
と
と
も
に
、
「
論
証

と
論
理
的
思
考
に
従
っ
た
他
の
す
べ
て
の
合
理
的
な
学
問
」
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
こ
の
両
方
が
そ
ろ
っ
て
は
じ
め
て
法
は
誤
り
に
陥
る
こ
と
な
く
展
開

さ
れ
る
の
だ
と
、
か
れ
は
指
摘
す
る 

７
７ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
当
時
の
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
た
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
系

譜
に
連
な
る
さ
ま
ざ
ま
の
学
問
が
提
示
し
た
結
論
を
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
体
系
の

な
か
に
積
極
的
に
摂
取
し
て
い
こ
う
と
す
る
局
面
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
体
系
化
を
図
る
上
で
、
「
個
別
性
」
を
本
旨
と
す
る
法
の
内
実
と
「
一
般
性
」
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「
合
理
性
」
を
要
す
る
法
の
根
拠
と
を
い
か
に
体
系
的
に
整
序
し
て
い
く
か
と
い
う

要
請
か
ら
生
じ
て
き
て
い
た
も
の
で
あ
る
。 

    

第
六
節 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
る
ロ
ー
マ
法
の
受
容 

   

以
上
の
よ
う
に
、
法
の
格
律
あ
る
い
は
準
則
を
も
っ
て
法
の
合
理
性
を
は
か
ろ
う

と
す
る
際
、
上
記
の
よ
う
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
以
外
の
人
文
学
そ
の
他
の
合
理
的
な
諸

学
問
の
意
識
的
・
積
極
的
な
参
照
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
「
慣
習
」
と

し
て
の
側
面
と
「
理
性
」
と
し
て
の
側
面
を
併
せ
持
つ
と
さ
れ
る
こ
の
時
期
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
思
考
様
式
の
特
徴
を
探
る
う
え
で
き
わ
め
て
示
唆
的
な
事
例
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。
過
去
の
個
別
具
体
的
な
先
例
の
集
積
で
あ
る
法
の
知
識
と
、
人
文
学

そ
の
他
の
合
理
的
な
諸
学
問
の
成
果
と
の
協
働
は
、
そ
れ
自
体
、
慣
習
と
理
性
を
基

軸
に
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
想
的
特
質
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
後
の
第
三
章
で
の
考
察
に
お
い
て
改
め
て
詳
述
す
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
た
他
の
諸
学
問
か
ら
の
影
響
と
法
の
合
理
化
と
い
う
点
で
と
く
に
注
目
に

値
す
る
の
は
、
先
に
列
挙
さ
れ
た
諸
学
問
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
「
ロ
ー
マ
法
」

の
果
た
し
た
影
響
の
大
き
さ
で
あ
る
。
通
常
、
た
と
え
ば
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派

（
あ
る
い
は
発
展
的
人
文
主
義
法
学
）
に
お
い
て
典
型
的
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
一

組
の
厳
格
な
法
原
則
か
ら
論
理
的
に
体
系
化
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
は
、
慣
習
を
法
源
と

し
て
認
め
、
土
着
の
判
例
法
と
し
て
発
展
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と

は
対
照
的
な
法
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
当
時
の
「
伝
統
的
な
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
も
、
ロ
ー
マ
法
が
外
国
の
思
想
体
系
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
」
７
８ 

こ

と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
あ
っ
て
も
実
は
程
度

の
差
こ
そ
あ
れ
、
判
例
法
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
合
理
的
体
系
化
を
追
求
す
る

た
め
に
法
の
原
則
化
を
志
向
し
た
と
き
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
最
も
影
響
を
受
け
て

い
た
の
は
、
や
は
り
ロ
ー
マ
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
ロ
ー
マ
法
の
受
容
を
も
た
ら
し
た
重
要
な
背
景
的
要
因
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
大
学
」
と
「
法
曹
学
院
」
に
お
け
る
当
時
の
教
育
情
況
が

指
摘
さ
れ
よ
う
。
ハ
ン
ス
・
Ｓ
・
パ
ウ
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
一
六
世
紀
の
頃
に
は
、

「
大
学
」
は
次
第
に
聖
職
者
教
育
と
し
て
の
役
割
を
失
っ
て
い
き
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ

ー
ド
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
へ
の
入
学
者
は
、
一
五
四
○
年
か
ら
一
六
四
○
年
の
間
に
か

け
て
急
速
に
増
加
し
た
。
こ
の
た
め
、
将
来
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
専
門
家
と
な
る

こ
と
を
志
望
す
る
学
生
の
多
く
も
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
か
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
リ
ベ

ラ
ル
・
ア
ー
ツ
の
大
学
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
後
述
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
法
曹
学
院
に
お
け
る
教
育
形
態
の
変
化
と
関
係
す
る

も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
を
め
ざ
す
ジ
ェ
ン
ト
リ

や
ヨ
ー
マ
ン
、
富
裕
な
都
市
の
商
人
等
の
子
弟
が
、
法
曹
学
院
に
入
る
以
前
に
、
修

辞
学
や
論
理
学
、
文
法
学
、
哲
学
な
ど
の
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
学
や
、
さ
ら
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に
は
ロ
ー
マ
法
の
教
育
を
施
し
て
い
た
大
学
で
一
定
程
度
、
過
ご
す
経
験
を
持
つ
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る 

７
９ 

。 

ま
た
「
法
曹
学
院
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
朝
初
期
の
法
曹
学
院
は
単
な
る
法
曹
ギ
ル
ド
の
教
育
機
関
と
し
て
の
元
来
の
性
格

を
超
え
て
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
第
三
の
大
学
」
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た

と
言
わ
れ
る
。
実
際
、
法
曹
学
院
で
授
与
さ
れ
る
「
上
級
法
廷
弁
護
士

（serjeant-at-law

）
」
の
資
格
（degree

）
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
「
ロ
ー

マ
法
博
士
（D

octor of C
ivil Law

）
」
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
「
法
学
博
士
（D

octor 

of Law

）
」
の
学
位
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た 

８
０ 

。
そ
し
て
当
時
の

法
曹
学
院
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
習
得
す
る
法
学
研
究
の
な
か
で
、
学
生
が
ギ
リ
シ

ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
学
や
大
陸
の
ロ
ー
マ
法
に
接
触
す
る
こ
と
を
む
し
ろ
積
極
的
に

推
奨
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ト
マ
ス
・
エ
ジ
ャ
ー
ト
ン
（
エ
ル
ズ
ミ
ア

卿
）
は
、
法
曹
学
院
の
一
つ
で
あ
る
リ
ン
カ
ー
ン
ズ
・
イ
ン
（Lincoln’s Inn

）
で

の
研
究
を
通
し
て
ロ
ー
マ
法
の
基
礎
を
習
得
し
て
い
た
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
学
ぶ

学
生
に
ロ
ー
マ
法
の
学
習
を
促
す
た
め
の
テ
キ
ス
ト
を
執
筆
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ

ル
ベ
ッ
ク
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
と
も
に
ロ
ー
マ
法
教
育
に
力
を
入
れ
て
い
た
グ
レ

イ
ズ
・
イ
ン
（G

ray’s Inn

）
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
当
時
の
多
く
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
、
こ
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
専
門
教
育
を
施
す
法
曹
学
院
の

教
育
課
程
を
通
じ
て
大
陸
の
法
学
者
た
ち
の
研
究
に
接
す
る
機
会
を
持
っ
て
い
た
の

で
あ
る 

８
１ 

。 

他
方
、
当
時
の
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法
の
接
触
を
考
え
る
う
え
で

見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
出
来
事
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
か
ら
ス
テ
ュ

ア
ー
ト
朝
初
期
に
か
け
て
起
こ
っ
た
法
の
学
習
方
法
に
お
け
る
重
要
な
変
化
で
あ
る
。

当
時
、
印
刷
技
術
の
発
展
に
と
も
な
い
、
法
の
体
系
的
学
習
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
説
い
た
法
書
が
数
多
く
刊
行
さ
れ
、
広
く
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
コ
モ

ン
・
ロ
ー
を
習
得
す
る
学
生
は
、
法
曹
学
院
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
習
得
の
典
型

的
な
方
法
で
あ
っ
た
模
擬
裁
判
で
の
弁
論
な
ど
に
よ
る
法
実
務
の
研
修
（m

ooting 

exercise

）
を
通
し
て
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
刊
行
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
自

習
に
よ
っ
て
法
の
知
識
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要

な
の
は
、
こ
う
し
た
法
学
の
体
系
的
な
学
習
法
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
、

そ
の
教
育
方
法
の
点
で
、
人
文
主
義
の
広
範
な
影
響
の
下
に
古
典
古
代
ギ
リ
シ
ア
・

ロ
ー
マ
の
論
理
学
や
修
辞
学
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
強
調
し
つ
つ
組
み
立
て
ら
れ
、
よ

り
直
接
的
に
は
ス
コ
ラ
的
方
法
に
立
脚
し
た
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
概
念
や
思
考
法
を

参
照
し
な
が
ら
執
筆
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
法
曹
学
院
で
は
従

来
の
実
務
研
修
に
く
わ
え
て
、
こ
う
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
た
法
書
を
用
い
た
法

の
体
系
的
学
習
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

も
そ
う
し
た
法
の
学
習
法
を
可
能
と
す
る
た
め
に
は
、
法
曹
学
院
に
入
学
し
た
学
生

た
ち
が
論
理
学
（logic

）
、
文
法
学
（G

ram
m

ar

）
、
修
辞
学
（rhetoric

）
、
哲

学
（philosophy

）
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
を
一
定
程
度
習
得
し
て

い
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
を
め

ざ
す
当
時
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
の
子
弟
ら
は
、
法
曹
学
院
に
入
る
前
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ

ー
ド
か
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
学
位
（B

.A

）
を
取
得
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
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際
た
と
え
ば
、
序
論
で
示
し
た
よ
う
に
本
稿
が
取
り
上
げ
る
当
時
の
主
要
な
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
経
歴
を
確
認
し
て
み
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
大
学
で
リ
ベ
ラ

ル
・
ア
ー
ツ
の
学
位
を
取
得
し
た
か
、
あ
る
い
は
中
途
退
学
し
た
後
に
法
曹
学
院
に

入
っ
て
い
る
。
な
か
に
は
、
大
学
で
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
教
育
と
法
曹
学
院
に
お

け
る
法
学
教
育
と
を
ほ
ぼ
同
時
進
行
さ
せ
て
い
る
例
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る 

８
２ 

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
学
習
法
に
お
け
る
変
化
は
、
法
曹
学

院
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
習
得
し
よ
う
と
し
た
当
時
の
学
生
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
学

習
を
通
じ
て
ロ
ー
マ
法
の
概
念
や
思
考
法
に
触
れ
る
機
会
を
持
ち
、
そ
れ
ら
に
馴
染

ん
で
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る 

８
３ 
。 

こ
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
研
究
の
な
か
に
ロ
ー
マ
法
を
取
り
入
れ
る
傾
向
は

当
時
一
般
化
し
て
お
り
、
多
く
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
ロ
ー
マ
法
に
対
す
る
知
識

を
習
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
四
章
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
主
権
者
権
力
」
の

問
題
を
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
に
お
い
て
展
開
し
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
ワ
イ
ト
ロ

ッ
ク
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
裁
判
官
も
務
め
た
が
、
彼
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
で
先
述
の
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
か
ら
ロ
ー
マ
法
の
教
授
を
受
け
て
い
た
。
ま
た

ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
も
、
大
学
お
よ
び
法
曹
学
院
に
お
い
て
ロ
ー
マ
法
と
教
会
法
の
両
法

に
つ
い
て
か
な
り
専
門
的
な
知
識
を
習
得
し
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る 

８
４ 

。

ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
に
よ
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
「
ロ
ー
マ
法
か
ら
も
非
常
に
多
く
の

公
理
と
準
則
を
得
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
我
々
の
法
に
お
い
て
借
用
さ
れ
て
お
り
、

通
常
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う 

８
５ 

。
実
際
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
構
成
す

る
一
部
に
ロ
ー
マ
法
を
含
め
る
見
解
は
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
し
ば
し

ば
見
ら
れ
た
特
徴
で
あ
る
。
一
七
世
紀
初
期
の
あ
る
作
者
不
詳
の
ト
ラ
ク
ト
は
、
当

時
の
一
般
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
法
学
研
究
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。「
ロ

ー
マ
法
の
法
典
は･

･
･

、
わ
れ
わ
れ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
学
者
に
よ
っ
て
も
読
み
親
し

ま
れ
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
考
え
る
と
と
も
に
、
教
会
法

に
よ
っ
て
考
え
も
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ヘ
ン
リ
ー
三
世
の
時
代
に
、
ブ
ラ
ク
ト
ン

に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
研
究
の
一
部
と
な
っ
た
の
を
見

る
」
と 

８
６ 

。 

 

こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
法
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
当
時
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
標
準
的
理
解
と
し
て
は
、
次
の
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
の
説
明
が
そ
の
好

例
と
な
ろ
う 

８
７ 

。
彼
も
前
述
の
論
者
た
ち
と
同
様
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
他
の
学

問
へ
の
依
拠
性
を
指
摘
し
、
む
し
ろ
そ
こ
に
こ
そ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
独
自
性
と
卓
越

性
が
あ
る
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
か
れ
も
や
は
り
、
論
理
学
、
道
徳
哲
学
、
教
会
法
、

ロ
ー
マ
法
、
慣
習
な
ど
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
引
き
出
さ
れ
た
「
諸
根
拠
（G

rounds

）
」

を
具
体
的
に
列
挙
し 

８
８ 

、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
は
、
こ
れ
ら
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の

他
の
学
科
の
学
問
的
知
識
が
包
み
隠
さ
れ
て
」
お
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
「
他
の
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
の
学
問
に
よ
り
助
け
ら
れ
、
補
助
さ
れ
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
。
そ

れ
ゆ
え
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
は
、
ま
さ
に
「
学
問
の
な
か
の
学
問
（Science

）
」
と

し
て
の
「
マ
ス
タ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
」
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る 

８
９ 

。

し
か
し
こ
う
し
た
他
の
諸
学
問
の
摂
取
に
お
い
て
も
、
実
際
に
は
、
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ

の
議
論
の
な
か
で
は
、
「
ロ
ー
マ
法
か
ら
得
ら
れ
た
諸
根
拠
」
に
つ
い
て
の
部
分
が

圧
倒
的
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。
ま
ず
か
れ
は
こ
う
い
う
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
「
ロ
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ー
マ
法
か
ら
も
非
常
に
多
く
の
公
理
（A

xiom
es

）
と
準
則
を
得
て
い
る
。
そ
れ
ら

は
、
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
の
法
に
お
い
て
も
借
用
さ
れ
て
お
り
、
通
常
、
頻
繁
に
用

い
ら
れ
て
い
る
」
。
こ
う
し
て
か
れ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
も
実
際
に
は
ロ
ー
マ
法
か

ら
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
と
く
に
法
に
お
け
る
原
理
・
原
則
の
確
立
と
い
う

点
か
ら
こ
れ
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
か
れ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

と
ロ
ー
マ
法
と
の
関
係
性
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
そ
も
そ
も
「
あ
ら
ゆ
る
法
が
、

自
然
法
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自
然
と
理
性
の
諸
原
理
に
一
致
し
符

合
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
も
「
偉
大
な
知
恵
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
こ
の
国
の
法
も
同
様
に
、
人
間
の
知
恵
の
一
種
で
あ
る
と

こ
ろ
の
、
最
上
の
且
つ
最
も
是
認
さ
れ
て
き
た
理
性
に
常
に
従
っ
て
き
た
の
で
あ
る
」
。

こ
う
し
て
か
れ
は
、
そ
れ
ゆ
え
「
両
者
の
間
に
は
大
き
な
一
致
が
あ
る
に
違
い
な
い
」

と
結
論
す
る 

９
０ 

。
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
の
こ
う
し
た
言
明
の
背
後
に
は
、
明
ら
か
に
当

時
の
発
展
的
人
文
主
義
法
学
あ
る
い
は
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
知
的
影
響
が
見

て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
体
系
の
「
比
較
」
と
い
う
視
点
、
種
々
の
法
体
系
に
妥

当
し
う
る
法
の
一
般
原
理
の
存
在
と
そ
れ
が
依
拠
す
る
自
然
法
と
理
性
の
法
に
対
す

る
関
心
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
も
重
要
な
こ
と
に
、
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
の
そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
が
先
に
確
認
し
た
よ
う
な
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法
の
相
似
性
を
抽

出
し
、
そ
れ
ら
両
法
の
相
似
点
を
自
然
法
の
根
拠
に
基
づ
く
一
般
原
理
と
し
て
構
築

し
よ
う
と
し
た
フ
ル
ベ
ッ
ク
や
カ
ウ
エ
ル
ら
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法

学
者
の
企
図
し
た
路
線
と
ま
さ
に
軌
を
一
に
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
法
そ
の
他
の
学
問
の
積
極
的
摂
取
は
、
ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン

や
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
は
も
と
よ
り
、
本
稿
で
頻
繁
に
取
り
上
げ
る
ト
マ
ス
・

ヘ
ド
リ
ィ
や
ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ン
チ
、
ジ
ョ
ン
・
デ
イ

ヴ
ィ
ス
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ノ
イ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
ら
を
は
じ
め
と
し
て
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
広
く
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
ロ
ー
マ
法
と
疎
遠

で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
島
嶼
性
を
最
も
強
く
帯
び
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る 

９
１ 

エ

ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
に
お
い
て
さ
え
例
外
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
「
知
識
と
理
解
に
と
っ
て
必
要
」
と
な
る
よ
う
な
「
技
術
（art

）
」
「
学
問

（science

）
」
、
あ
る
い
は
「
他
の
人
定
法
（hum

an law

）
」
が
存
在
す
る
こ
と

を
認
め
つ
つ
、
「
そ
れ
ら
の
知
識
が
必
要
か
つ
有
益
な
（necessary and 

profitable

）
も
の
で
あ
る
」
な
ら
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
な
か
か
ら
、
そ
う
し
た
「
知

識
を
私
は
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
コ
モ
ン
・
ロ

ー
ヤ
ー
は
「
難
解
な
事
柄
に
お
い
て
、
そ
の
技
術
や
学
問
の
解
答
が
当
該
の
係
争
の

正
当
な
裁
決
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
教
養
を
参
照
す
べ
く
活
用
す

る
」
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
述
べ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
的
判
断
に
他
の
諸
学
問

を
積
極
的
に
参
照
す
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る 

９
２ 

。
実
際
に
彼
は
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
体
系
的
編
纂
に
あ
た
っ
て
、
し
ば
し
ば
ラ
テ
ン
語
の
「
格
律
」
を
引
証
し
な
が

ら
法
の
定
義
を
試
み
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
法
と
は
理
性
の
完
成
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
有
益
で
必
要
な
も
の
を
命
じ
、
そ
の
逆
の
も
の
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
（Lex 

est ratio sum
m

a, quae jubet quae sunt utilia et necessaria, et contria 

prohibet

）
」
。｢

理
性
は
法
の
魂
で
あ
る
（Ratio est anim

a legis

）｣

。
ま
た
他
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方
、
ク
ッ
ク
は
、
前
述
の
と
こ
ろ
で
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
お
こ
な
っ
て
い
た
法
の

定
式
化
を
、
格
律
と
い
う
形
で
繰
り
返
し
て
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
法
と
は
正
当

な
制
裁
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
し
き
も
の
を
命
じ
、
そ
の
逆
の
も
の
を
禁
じ
る

（Les est sanctio justa, jubens honesta, et prohibens contraria

）
」 

９
３ 

。

Ｐ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
『
報
告
書 

（Reports

）
』
に
お
け
る
ク
ッ
ク
の
ロ
ー
マ
法

へ
の
言
及
を
検
討
し
な
が
ら
、
ク
ッ
ク
の
格
律
（m

axim

）
の
う
ち
の
い
く
つ
か
が
、

ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る 

９
４ 

。 

こ
の
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
と
の
連
続
性
が
指
摘
さ
れ
、
ロ
ー

マ
法
的
要
素
と
疎
遠
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
ク
ッ
ク
に
お
い
て
さ
え
、
た
と
え
黙
示
的

か
つ
限
定
的
に
せ
よ
、
ロ
ー
マ
法
的
な
一
般
原
理
の
発
想
に
立
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
編
纂
を
行
っ
て
い
る
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
。
そ
も
そ
も
『
判
例

集
』
（The Reports

）
と
並
ん
で
ク
ッ
ク
の
代
表
作
と
さ
れ
て
い
る
『
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
法
提
要
（Institutes of Law

s of England

）
』
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
「
提

要
（Institute

）
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
、
ロ
ー
マ
法
の
体
系
的
な
再
構
成
を
試
み

た
発
展
的
人
文
主
義
法
学
な
い
し
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
が
と
く
に
重
視
し
た
ロ

ー
マ
法
大
全
の
『
法
学
提
要
（Institutiones

）
』
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
り
、
実

際
ク
ッ
ク
の
そ
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
は
、
先
に
わ
れ
わ
れ
が
検
討
し
た
、
ロ
ー
マ
法

学
者
カ
ウ
エ
ル
の
著
書
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
提
要
（Institutes of the Law

es of 

England

）
』
と
ま
さ
し
く
同
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
十

分
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
カ
ウ
エ
ル
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

提
要
』
が
、
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
影
響
を
受
け
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ

法
学
者
に
よ
る
、
ロ
ー
マ
法
の
概
念
と
思
考
法
を
通
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
典
化

を
図
る
試
み
の
著
作
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ク
ッ
ク
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
提
要
』

は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
合
理
的
体
系
化
の
必
要
を
自
覚
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

自
身
が
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
同
時
に
ロ
ー
マ
法
学
者
カ
ウ
エ
ル
に
よ

っ
て
示
さ
れ
た
構
想
に
意
識
的
に
対
抗
す
る
形
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
他
の
諸
学
問
の
成
果
を
必
要
に
応
じ
て
参
照
す
る
と
い
う
コ
モ
ン
・
ロ

ー
ヤ
ー
の
姿
勢
の
な
か
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
格
律
・
準
則
の
と
こ
ろ
で
確

認
し
た
よ
う
に
、
一
つ
に
は
、
一
六
世
紀
末
に
は
じ
ま
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
改
正

を
進
め
る
動
き
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
見
ら
れ
た
合
理
性
の
請
求
で
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
が
、
し
か
し
と
く
に
ロ
ー
マ
法
の
影
響
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は

政
治
公
法
上
の
別
の
重
要
な
意
義
と
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
公
法
上
の
原
理
の
相

対
的
な
希
薄
さ
の
問
題
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
現
実
の
政
治
社

会
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
た
い
す
る
権
利
と
義
務
の
確
立
を
主
た
る
目
的
と
し
て
発
達
し

た
法
体
系
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
公
法
の
諸
原
理
を
系
統
的
に
説
明
す
る

に
は
不
十
分
な
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
ジ
ャ
コ
ビ
ア
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
」

と
し
て
今
日
、
し
ば
し
ば
概
念
化
さ
れ
て
い
る
当
時
の
法
律
家
た
ち
が
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
欠
陥
を
補
う
べ
く
、
よ
り
豊
か
な
概
念
を
志
向
し
た
と
こ
ろ
に
見
出
し
た
も

の
が
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
ロ
ー
マ
法
の
概
念
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い 

９
５ 

。

し
た
が
っ
て
、
本
章
で
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
受
容
の
意
義
を
、
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コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
学
上
の
意
義
に
即
し
て
、
法
の
合
理
性
と
い
う
一
般
的
観
点
か

ら
確
認
し
た
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
、
後
に
第
四
章
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
ジ
ェ
ー

ム
ズ
治
世
期
に
惹
起
さ
れ
た
公
法
上
の
政
治
論
争
の
な
か
で
、
絶
対
主
義
の
王
権
の

陣
営
に
と
っ
て
も
、
ま
た
反
・
絶
対
主
義
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
陣
営
に
と
っ
て

も
活
用
可
能
な
政
治
理
論
あ
る
い
は
政
治
言
説
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
い
た
点
を

確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
知
的
情

況
の
な
か
に
は
、
ま
ず
縦
軸
と
し
て
は
、
ポ
コ
ッ
ク
が
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
・
マ
イ
ン

ド
」
あ
る
い
は
「
ク
ッ
ク
的
心
性
（C

okean m
entalite

）
」
９
６ 

と
し
て
概
念
化

し
た
よ
う
な
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
と
の
継
承
性
に
強
く
立
ち
つ
つ
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
慣
習
の
「
超
記
憶
的
」
な
古
来
性
を
強
調
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
存
在
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
同
時
に
横
軸
と
し
て
は
、
ロ
ー
マ
法
も
含

め
た
人
文
主
義
の
影
響
の
下
に
法
の
「
合
理
性
」
を
追
求
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
異
な
る
二
つ
の
思
想
的

な
系
譜
の
狭
間
に
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
共
通
し
た
思
考
活
動
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
で
に
確
認
し
た
格
律
や
準
則
、
公
理
と
い
っ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

一
般
原
理
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
系
譜
が
交
差
す
る
地
点
に
位
置
し
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
あ
る
種
、
錯
綜
し
た
知
的
情
況
の
な
か
で
共
有
さ

れ
た
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
前
提
理
解
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
・
展
開
す
る
か
に
つ

い
て
は
、
あ
る
程
度
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
ご
と
の
個
性
に
由
来
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ

ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
の
古
来
性
と
い
う
縦
軸
の
神
話
的
な
歴

史
思
考
と
、
理
性
と
い
う
横
軸
の
存
在
論
的
思
考
と
い
う
、
ふ
た
つ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ

レ
ン
ト
な
思
惟
が
交
錯
す
る
地
点
に
お
い
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
新
た
な
基
礎
づ
け
を

思
索
し
て
い
た
の
だ
と
見
る
こ
う
し
た
枠
組
み
の
な
か
に
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
た
ち
の
思
考
活
動
の
共
通
性
を
仮
定
す
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
思

わ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
の
が
、
本
稿
で
繰
り
返
し
そ

の
意
義
を
強
調
す
る
よ
う
に
、
一
六
一
〇
年
議
会
で
示
さ
れ
た
一
連
の
言
説
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。 

本
稿
が
第
三
章
に
お
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
惟
構
造
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ

て
、
「
慣
習
」
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
、
「
理
性
」
と
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と

い
う
、
一
見
、
相
反
す
る
ふ
た
つ
の
視
座
か
ら
問
題
構
成
を
立
て
て
、
そ
の
綜
合
を

試
み
よ
う
と
し
て
い
る
ゆ
え
ん
も
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る 

９
７ 

。 

   

第
七
節 

個
別
事
例
と
一
般
原
理
の
綜
合 

   

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
後
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
初
期
に
か

け
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
ロ
ー
マ
法
の
受
容
を
促
し
、
あ
る
い
は
ま
た
他
の
人

文
諸
学
を
積
極
的
に
参
照
さ
せ
た
も
の
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
「
理
性
」
の
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追
求
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
判
例
法
と
し
て
の
個
別
具
体
的
な
事
例
を
、

格
律
や
準
則
と
い
っ
た
法
の
一
般
原
理
の
下
に
体
系
的
に
整
序
す
る
こ
と
を
狙
い
と

し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
法
も
含
め
た
人
文
学
や
神
学
そ
の
他
の
諸
学
問
の
成

果
を
積
極
的
に
摂
取
し
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
も
、
こ
の
よ
う
な
「
個
別
事
例
」
と

「
一
般
原
理
」
を
体
系
的
に
整
序
し
よ
う
と
す
る
思
考
作
業
の
な
か
で
意
味
を
持
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
最
後
に
、
こ
う
し
た
合
理
性
獲
得
の
た
め
の
か
れ
ら
の
思
考
様
式
を
、

す
な
わ
ち
個
別
具
体
的
な
事
例
と
一
般
的
原
則
と
の
体
系
的
整
序
を
め
ぐ
る
思
考
様

式
を
い
ま
少
し
詳
し
く
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
ト
マ
ス
・
ヘ

ド
リ
ィ
は
、
「
法
の
理
性
（reason

）
」
が
引
き
出
さ
れ
る
道
を
二
つ
に
分
け
て
考

え
よ
う
と
す
る
。
一
つ
は
「
い
か
な
る
者
も
否
定
し
た
り
、
論
争
し
た
り
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
法
の
諸
根
拠
と
諸
格
律
か
ら
」
引
き
出
さ
れ
る
形
式
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
、
「
諸
格
律
と
同
様
に
明
晰
な
法
で
あ
る
、
明
白
か
つ
よ
く
知
ら
れ
た
諸
判
例

か
ら
」
引
き
出
さ
れ
る
形
式
で
あ
る 

９
８

。
ま
た
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
に
よ
れ
ば
、
「
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
法
の
準
則
あ
る
い
は
原
理
」
と
い
う
の
は
、
一
方
に
お
い
て
は
「
自
然
法

の
結
論
」
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
他
方
で
は
「
王
国
の
な
か
で
通
用
し
て
い
る
一
般

的
慣
習
（general custom

e

）
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
結
論
」
で
も
あ
る
と
さ
れ
、
そ

の
一
般
的
慣
習
に
は
「
多
く
の
個
別
で
特
殊
な
事
例
の
理
性
と
命
令
」
が
包
摂
さ
れ

て
い
る
と
い
う 

９
９

。
こ
の
よ
う
に
、
法
の
理
性
は
、
ロ
ー
マ
法
を
は
じ
め
と
す
る
他

の
諸
学
問
か
ら
の
意
識
的
受
容
の
下
に
定
立
さ
れ
た
法
の
「
諸
根
拠
」
「
諸
格
律
」

か
ら
得
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
判
例
法
と
し
て
の
個
々
の
事
例
か
ら
も

引
き
出
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
判
例
法
と
い
う
「
個
別
事
例
」
か
ら
、
法
の
理
性
と
い
う
「
一
般
的
形

式
」
が
引
き
出
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
の
前
提
あ
る
い
は
思
考
様
式
そ
れ
自
体
の
な
か

に
も
ま
さ
に
ロ
ー
マ
法
や
論
理
学
な
ど
他
の
学
問
の
成
果
か
ら
の
影
響
が
確
認
さ
れ

る
。
ヘ
ド
リ
ィ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
ひ
と
つ
の
個

別
事
例
（a particular case

）
か
ら
一
般
的
形
式
（a general form

）
を
結
論
づ

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、
ひ
と
つ
の
個
別
の
判
例
（a particular 

case

）
か
ら
一
般
的
準
則
（a general rule

）
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

「
し
か
し
論
理
学
者
が
帰
納
法
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
個
別
事
例
か
ら
一

般
的
準
則
と
い
う
堅
固
で
確
か
な
証
明
と
知
識
を
生
み
出
す
こ
と
は
」
で
き
る
の
で

あ
る 

１
０
０ 

。
こ
の
よ
う
に
、
判
例
と
い
う
個
別
具
体
的
な
範
疇
と
、
法
の
格
律
や
準

則
と
い
う
一
般
的
な
範
疇
と
を
体
系
的
に
連
続
さ
せ
な
が
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
合

理
的
な
法
体
系
へ
と
導
こ
う
と
す
る
思
考
様
式
が
、
ヘ
ド
リ
ィ
の
言
説
の
な
か
に
明

確
に
確
認
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
個
別
的
範
疇
と
一
般
的
範
疇
を
論
理
的
に
体
系
づ

け
る
思
考
様
式
は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
た
よ
う
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主

義
の
影
響
を
受
け
た
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
知
的
枠
組
み
と
符
合
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
思
考
様
式
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
島
国
的
性
格
と
し
て
把
握
さ
れ
る
類
の
も
の
で
は
な
く
、
本
章
で
検
証
し
て
き

た
よ
う
に
、
明
ら
か
に
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
の
連
続
性

を
も
っ
て
い
た
事
実
を
示
唆
し
て
い
る
。 

そ
も
そ
も
、
法
と
か
道
徳
の
規
範
と
い
う
も
の
は
、
何
が
具
体
的
に
理
に
適
っ
た
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内
実
と
な
り
う
る
の
か
、
容
易
に
は
規
定
し
が
た
い
側
面
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
わ

れ
わ
れ
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
当
該
の
構
成
員
が
相

互
に
論
証
的
に
納
得
し
、
準
拠
し
う
る
だ
け
の
確
た
る
「
合
理
性
」
が
一
方
で
求
め

ら
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
が
広
く
社
会
生
活
の
規
範
と
し
て
現
実
に
機
能
し

う
る
た
め
に
は
、
所
与
の
具
体
的
内
実
に
支
え
ら
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
立
法
者
の
意
思
を
重
視
す
る
法
実
証
主
義
の
立

場
と
は
違
っ
て
、
慣
習
法
で
あ
り
な
が
ら
神
法
や
自
然
法
の
理
性
に
さ
え
適
っ
た
「
ユ

ー
ス
（jus

）
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
問
題

は
い
っ
そ
う
重
要
な
課
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
当
然
そ
こ
に
は
、
近
代
の
法
実

証
主
義
と
は
異
な
っ
た
基
礎
づ
け
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ

れ
が
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
考
様
式
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣

習
的
世
界
が
持
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
に
根
ざ
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
理
性
に
適
っ
た
す
ぐ
れ

て
規
範
的
か
つ
合
理
的
な
法
体
系
と
し
て
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
に
応
じ
て
展

開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

   

第
八
節 

一
七
世
紀
の
「
古
来
の
国
制
」
論
の
形
成
へ 

   

こ
こ
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
論
の
伝
統
に
関
す
る
第
一
章
の
考
察
と
、
ル

ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
お
よ
び
ロ
ー
マ
法
学
の
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
の
影
響
に
関
す
る
第
二
章
の
考
察
を
も
と
に
、
そ
れ
ら
の
二
つ
の
知
の
系
譜

が
交
錯
し
合
っ
て
、
一
七
世
紀
に
「
古
来
の
国
制
」
論
お
よ
び
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ

ー
理
論
が
形
成
さ
れ
る
道
筋
に
つ
い
て
そ
の
要
点
を
簡
潔
に
記
し
、
続
く
第
三
章
お

よ
び
第
四
章
の
考
察
へ
と
つ
な
げ
て
お
き
た
い
。 

 

第
一
章
で
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ス
ミ
ス
と
い
う
、
前
期
ス

テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
最
も
引
証
し
た
三
人
の
法
学
者
に
つ
い
て

考
察
し
た
が
、
こ
の
う
ち
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
法
と
慣
習
」

に
よ
る
「
法
の
支
配
」
と
い
う
点
で
、
ま
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
「
古
来
の
慣

習
」
の
不
変
的
継
続
性
と
「
政
治
的
か
つ
王
権
的
統
治
」
と
い
う
統
治
形
態
に
お
い

て
、
さ
ら
に
ス
ミ
ス
は
と
り
わ
け
「
議
会
の
絶
対
的
権
力
」
と
い
う
論
点
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
一
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
思
考
の
原
型
を
提
供
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
な
か
で
も
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
「
古
来
の
国
制
」
論
を
展
開
し
た

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
最
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
、

基
本
的
な
国
制
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
提
供
し
た
と
い
え
よ
う
。
他
方
、
第
二
章
で

は
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ

れ
る
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
考
察
し
た
が
、
そ
の
な
か
で

と
く
に
重
要
な
要
素
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
語
源
学
的
な
歴
史
研
究
の
方
法

で
あ
り
、
同
時
に
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
お
よ
び
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
（
発
展
的
人

文
主
義
法
学
）
を
中
心
と
し
た
ロ
ー
マ
法
学
の
概
念
と
思
考
法
で
あ
っ
た
。
ル
ネ
サ

ン
ス
人
文
主
義
の
知
的
潮
流
の
な
か
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
受
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容
さ
れ
た
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
は
、
さ
き
ほ
ど
の
三
人
の
伝
統
的
法
学
者
の
な
か
で

も
と
く
に
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
想
内
容
の
変
更
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
以
下
の
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
知
の
様
式
と
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の

法
思
想
と
の
関
連
に
つ
い
て
重
要
な
論
点
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。 

   

（
一
）
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
古
来
性
」
と
ロ
ー
マ
法
的
「
理
性
」 

  

第
二
章
の
考
察
で
こ
れ
ま
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀

に
か
け
て
活
躍
し
た
代
表
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
は
、
い
わ
ゆ
る
ル
ネ
サ
ン
ス

人
文
主
義
と
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
お
よ
び
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
知
的
影
響
が
見

ら
れ
た
。
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
思
考
作
業
は
、
こ
う
し
た
大
陸
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
知
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
共
有
す
る
な
か
で
進
行
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
ブ
リ
ト
ン
人
以
来
の
古
来
性
と
不
変
性
を
想
定
し
、

「
歴
史
」
と
い
う
通
時
的
な
契
機
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の

卓
越
性
を
論
じ
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
考
と
は
異
な
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
卓

越
性
を
あ
く
ま
で
「
理
性
」
と
い
う
む
し
ろ
共
時
的
な
契
機
に
お
い
て
把
握
し
よ
う

と
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。
ク
ッ
ク
を
始
め
、
一
七
世
紀
前
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

の
思
考
様
式
に
お
い
て
は
、
改
め
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
歴
史
性
」
が
重
要
な
役
割

を
果
た
す
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
一
六
世
紀
後
期
か
ら
一
七
世
紀
初
頭
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
法
的
思
考
の
導
き
の
糸
で
あ
っ
た
の
は
、
「
歴
史
性
」
（
古

来
性
）
よ
り
は
む
し
ろ
「
理
性
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
解

は
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
一
五
世
紀
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
か
ら
一
七
世
紀

の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
へ
と
直
線
的
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い 

１
０
１ 

。
た
し
か
に

ク
ッ
ク
は
、
一
六
二
〇
年
代
以
降
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の

古
来
性
と
不
変
性
の
命
題
を
つ
よ
く
継
承
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
な
が
ら
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
卓
越
性
と
確
実
性
を
主
張
し
て
い
っ
た 

１
０
２ 

。
し
か
し
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、

ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
知
的
影
響
下
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
理
性
」
を
追
求
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
歴
史
的
改
変
を
積
極
的
に
認
識
し
て
い
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
後

期
の
解
釈
態
度
が
介
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
社
会
の
現
実
と
の
絡

み
で
い
え
ば
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
複
雑
さ
と
不
確
実
さ
と
い
う
問
題
か
ら

発
し
て
い
た
合
理
的
・
体
系
的
な
法
改
正
の
要
請
と
つ
な
が
っ
て
い
た
。
そ
し
て
ロ

ー
マ
法
学
は
、
当
時
の
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
合
理
的
改
正
の
必
要
性
か
ら
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
積
極
的
に
参
照
さ
れ
、
か
つ
受
容
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
の
ロ
ー
マ
法
が
持
つ
こ
う
し
た

法
学
上
の
有
益
性
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
入
っ
て
絶
対
主
義
の
理
念
が
台
頭

し
、
そ
の
現
実
的
懸
念
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
む
し
ろ
そ
の
政
治
的
な
危
険
性
の
認

識
へ
と
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
国
王
権
力
の
全
能
化
を
孕
ん
だ
「
絶

対
君
主
制
」
の
論
拠
を
ロ
ー
マ
法
学
者
が
提
示
す
る
に
至
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
は
、
ロ
ー
マ
法
に
対
す
る
敵
意
を
示
し
始
め
る
と
同
時
に
、
絶
対
主
義
的
王
権
へ

の
対
抗
か
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
確
固
不
動
の
権
威
あ
る
法
と
し
て
改
め
て
定
義
し
直

 114



第２章 ルネサンス人文主義の知的影響 

す
必
要
性
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
解
釈
は
、
ふ
た
た
び

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
古
来
性
の
命
題
へ
と
回
帰
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
当
時
の
コ

モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
意
識
変
化
を
如
実
に
示
し
た
端
的
な
一
例
が
、
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル

で
あ
っ
た
。
か
つ
て
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
は
、
カ
ム
デ
ン
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
に
お
い
て
ル

ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
語
源
学
的
な
歴
史
研
究
に
基
づ
い
て
、
征
服
民
族
に
よ
る
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
の
歴
史
的
改
変
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の

古
来
の
不
変
的
継
続
性
の
見
解
を
否
定
し
去
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ェ
ー

ム
ズ
の
絶
対
主
義
的
政
策
へ
の
懸
念
が
噴
出
し
た
一
六
一
〇
年
議
会
の
段
階
で
は
、

ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
は
、
以
前
の
自
ら
の
見
解
を
一
八
〇
度
転
換
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
確
実
な
法
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
変
化
を
被
ら
な
か
っ
た
不

変
の
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
は
、
サ
ク
ソ
ン
の
時
代
以
降
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
、
さ
ら
に
サ
ク
ソ
ン
以
前
の

時
代
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
恒
常
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
い
て
国
王
と
臣
民
の
双
方
が
と
も
に
依
拠
す
べ
き

権
威
あ
る
「
裁
定
者
」
な
の
で
あ
る
と 

１
０
３ 

。
ま
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
持
つ
と
さ
れ

た
理
性
を
め
ぐ
っ
て
も
、
彼
は
こ
う
い
う
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
単
な
る
「
慣
習

（C
onsuetudo

）
」
で
は
な
く
、
「
古
来
の
慣
習
（A

ntique C
onsuetudo

）
」

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
は
「
古
来
性
（antiquity

）
」
ゆ
え
の
「
合
理
性

（reasonableness

）
」
が
存
在
す
る
の
だ
と 

１
０
４ 

。
こ
う
し
た
見
解
は
明
ら
か

に
、
か
つ
て
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
が
人
文
主
義
的
な
歴
史
研
究
の
な
か
で
否
定
し
た
フ
ォ

ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
命
題
と
符
合
す
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
末
期
の
時
代
に
示
さ
れ
た

か
つ
て
の
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
の
見
解
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
法

学
研
究
の
要
請
か
ら
生
ま
れ
た
言
説
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
六
一
〇
年
議
会
で
の

彼
の
言
説
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
王
権
の
絶
対
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
抗
す
る

政
治
的
要
請
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

王
権
を
制
限
す
る
確
固
と
し
た
抵
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
と
き
、

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の

命
題
は
改
め
て
重
要
な
意
義
を
持
ち
始
め
た
の
で
あ
る
。
人
文
主
義
的
な
歴
史
研
究

の
な
か
で
歴
史
的
に
相
対
化
さ
れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
解
釈
は
、
い
ま
現
在
の
王
権
に

よ
る
法
の
改
変
を
も
論
理
的
に
は
許
容
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
反
対
に
、
フ
ォ
ー

テ
ス
キ
ュ
ー
の
超
記
憶
的
な
古
来
の
法
と
い
う
神
話
的
な
観
念
は
、
絶
対
主
義
に
対

抗
す
る
う
え
で
こ
の
う
え
な
く
強
力
な
武
器
と
な
り
得
た
の
で
あ
っ
た
。 

と
は
い
え
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
へ
の
回
帰
は
、
単
純

に
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
枠
組
み
を
踏
襲
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
フ
ォ
ー
テ
ス

キ
ュ
ー
の
「
古
来
性
」
の
主
張
は
、
一
六
一
〇
年
議
会
を
境
と
し
て
、
エ
リ
ザ
ベ
ス

治
世
後
期
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
追
求
し
た
「
理
性
」
の
契
機
と
媒
介
さ
れ
る
形

で
、
新
た
な
よ
り
洗
練
さ
れ
た
解
釈
様
式
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
本
章

で
考
察
す
る
「
古
来
の
国
制
」
論
の
言
説
と
は
、
こ
う
し
た
歴
史
の
局
面
で
形
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
国
制
論
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
歴
史
」
と
「
理
性
」

の
二
つ
の
側
面
が
機
能
的
に
結
合
し
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
古
来
の
慣
習
」
と
い
う
観
念
と
、
ロ
ー
マ
法
を
含
む
ル
ネ
サ
ン

ス
人
文
主
義
の
知
的
枠
組
み
と
い
う
二
つ
の
系
譜
が
交
差
し
合
う
地
点
に
お
い
て
形
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成
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
そ
れ
は
、
ト
マ
ス
・
ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
「
時

の
叡
智
」
に
も
と
づ
く
「
検
証
さ
れ
た
理
性
」
と
い
う
新
た
な
ロ
ジ
ッ
ク
を
生
み
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
一
七
世
紀
型
の
国
制
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

   

（
二
）
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
古
来
性
」
と
人
文
主
義
的
歴
史
研
究 

 

す
で
に
第
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
あ
っ
て
は
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
法
の
卓
越
性
は
、
時
間
的
な
流
れ
の
な
か
に
お
け
る
「
古
さ
」
の
点
に
あ

っ
た
。
そ
れ
が
か
れ
に
お
け
る
「
古
来
性
」
の
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
か
れ
に

と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
古
来
性
を
持
ち
、
そ
の
威
厳
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
凌

ぐ
法
と
は
、
「
創
造
」
の
当
初
に
そ
の
起
源
を
持
つ
「
自
然
法
」
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。
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
、
「
時

の
な
か
で
最
初
の
位
置
を
占
め
」
、
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 

１
０
５ 

。
そ
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
は
、

キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
あ
っ
て
こ
の
自
然
法
に
次
ぐ
古
来
性
を
持
ち
、
自
然
法
と
同
じ

く
不
変
の
も
の
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
と
捉
え
、
そ
の
卓
越
性
を
主
張
す
る
。
こ

の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
考
様
式
に
は
、
「
創
造
」
以
来
の
時
間
的
・
歴
史
的
な

流
れ
の
な
か
で
よ
り
〈
古
き
〉
の
も
の
ほ
ど
、
よ
り
〈
自
然
〉
の
も
の
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
よ
り
威
厳
を
も
つ
と
の
素
朴
な
意
識
が
働
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

し
か
し
な
が
ら
、
「
人
文
主
義
」
の
知
的
影
響
と
相
ま
っ
て
よ
り
正
確
な
歴
史
研

究
の
成
果
を
手
に
す
る
に
い
た
っ
て
い
た
一
七
世
紀
初
期
に
は
、
も
は
や
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
法
の
古
来
よ
り
の
不
変
性
と
同
一
性
を
想
定
す
る
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
見
解

は
、
そ
の
ま
ま
受
容
さ
れ
る
に
は
無
理
が
生
じ
て
い
た
と
言
わ
ね
ば
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
「
古
来
性
」
と
は
、
「
不
変
性
」
「
同
一
性
」

「
継
承
性
」
を
意
味
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
が
、
も
は
や
そ
れ
を
個
々
の
「
素
材
」

の
レ
ベ
ル
で
確
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、

そ
の
「
不
変
性
」
の
解
釈
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ

ー
の
思
想
的
枠
組
み
を
継
承
し
つ
つ
も
、
新
た
な
様
式
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
、
す

な
わ
ち
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
よ
り
の
「
同
一
性
」
「
継
承
性
」
を
説
明
し
直
す
必

要
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
思
考
作
業
を
、
法
の
歴
史
的
改
変
と
い
う
問
題
を
ふ
ま
え

な
が
ら
お
こ
な
っ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
典
型
的
な
一
人
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

 

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
代
表
的
な
法
史
家
で
も
あ
っ
た
セ
ル
デ
ン
は
、
当
時
、

最
も
正
確
な
歴
史
知
識
を
有
し
て
い
た
一
人
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
の
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
が
、
過
去
の
時
代
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る

と
の
認
識
に
達
し
て
い
た
。
セ
ル
デ
ン
は
、
法
と
国
制
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
史
に
お
け
る
「
征
服
」
と
い
う
問
題
を
重
視
す
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
征
服
さ
れ
て
き
た
が
、
そ

れ
ら
の
民
族
は
、
ロ
ー
マ
人
を
除
い
て
み
な
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
に
な
ん
ら
か
の

貢
献
を
な
し
て
き
た
の
だ
さ
れ
る
。
次
の
か
れ
の
言
葉
が
、
こ
う
し
た
「
征
服
」
と

い
う
契
機
を
根
拠
と
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
「
混
合
性
」
に
つ
い
て
端
的
に
言
及
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し
て
い
る
。 

 

し
か
し
間
違
い
な
く
、
サ
ク
ソ
ン
人
は
、
ブ
リ
ト
ン
人
の
慣
習
に
か
れ
ら
自
身

の
慣
習
を
混
合
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
デ
ー
ン
人
も
ま
た
、
古
き
ブ
リ
ト
ン
人

の
慣
習
と
サ
ク
ソ
ン
人
の
慣
習
と
、
そ
し
て
か
れ
ら
自
身
の
慣
習
を
混
合
さ
せ

た
し
、
そ
し
て
ノ
ル
マ
ン
人
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た 

１
０
６ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
を
、
個
別
の
「
素
材
」
と
い
う
点
に
お
い
て
は
一

端
、
歴
史
的
改
変
の
な
か
に
解
消
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法

あ
る
い
は
国
制
が
「
混
合
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
み
な
す
。
し
か
し
同
時
に
他
方

で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
が
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
変
遷
を
経
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
で
も
な
お
そ
こ
に
あ
る
種
の
継
承
性
と
同
一
性
の
あ
る
こ
と
を
、
か
れ
は
主
張

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
か
れ
は
、
こ
の
点
を
比
喩
を
用
い
な
が
ら
こ
う
説
明
す
る
。 

 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
船
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
船
は
、
し
ば
し

ば
修
理
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
初
の
素
材
を
一
片
た
り
と
も
残
し
て
は
い

な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
家
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

家
は
、
あ
ま
り
に
し
は
し
ば
修
繕
さ
れ
る
の
で
、
元
々
の
素
材
は
ま
っ
た
く
残

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
ま
だ
同
じ
も
の
と

し
て
み
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
る 

１
０
７ 

。 

 

こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
様
の
見
解
は
、
後
の
一
七
世
紀
中
期
に
ク
ッ
ク
を
弁
護
し
つ
つ

ホ
ッ
ブ
ズ
批
判
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
で
有
名
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
、
マ
シ
ュ
ー
・

ヘ
イ
ル 

１
０
８ 

の
言
説
の
な
か
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
イ
ル
は
い
う
。 

 

た
と
え
ば
、
〔
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
〕
ア
ル
ゴ
ー
号
と
い
う
船
（the A

rgonauts 

Ship

）
は
、
長
い
航
海
の
な
か
で
繰
り
返
し
修
理
を
受
け
て
ほ
と
ん
ど
以
前
の

素
材
を
と
も
な
わ
ず
に
戻
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
そ
の
船
は
、
帰
港
し
た

時
に
も
出
航
し
た
時
と
や
は
り
同
じ
船
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
医
者
が
言
う

に
は
、
七
年
の
期
間
が
経
て
ば
、
身
体
は
、
素
材
と
し
て
の
実
体
で
言
え
ば
以

前
と
同
じ
も
の
を
ほ
と
ん
ど
残
し
て
い
な
い
が
、
し
か
し
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス

（Titius

）
は
、
や
は
り
四
○
年
前
の
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
と
同
一
の
人
間
な
の
で
あ

る 

１
０
９ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
ヘ
イ
ル
に
は
、
セ
ル
デ
ン
と
同
様
、
も
は
や
現
在
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

の
「
古
来
性
（A

ntiquity

）
」
と
そ
の
「
起
源
（O

riginal

）
」
を
た
ど
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
セ
ル
デ
ン
や
ヘ
イ
ル
に
と
っ
て
は
、

法
の
同
一
性
の
問
題
は
、
引
用
箇
所
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
も
は
や
「
素
材
」
と
い

う
次
元
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
法
と
は
本
来
的
に
、
変
化
、
修
正
、
影
響
、
発
展
、
衰
退
、
再
生
と
い

っ
た
絶
え
ざ
る
過
程
の
な
か
に
お
か
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
個
別
の
法
の
ひ
と
つ
ひ

と
つ
が
ブ
リ
ト
ン
人
あ
る
い
は
サ
ク
ソ
ン
人
の
法
と
同
一
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
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に
も
っ
と
も
な
根
拠
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
総
体
と
し
て
み
れ
ば
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
歴
史
的
変
遷
に
も
か
か
わ
ら
ず
や

は
り
同
じ
法
な
の
だ
と
み
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
重
要
と
さ
れ

る
の
は
、
構
成
要
素
と
し
て
の
素
材
の
実
体
的
な
同
一
性
で
は
な
く
、
過
去
と
の
堅

固
な
「
継
続
性
」
と
い
う
意
味
で
の
同
一
性
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え

数
世
紀
の
間
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
変
種
が
存
在
し
て
き
た
と
し
て
も
、
「
そ
れ

ら
は
、
六
○
○
年
前
と
同
一
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
で
あ
る
」 

１
１
０ 

と
み
な
す
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
も
は
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
の
問

題
は
、
ブ
リ
ト
ン
人
と
か
サ
ク
ソ
ン
人
と
い
っ
た
特
定
の
時
代
に
、
慣
習
の
「
起
源
」

を
持
つ
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
古
来
よ
り
現
在
に
い
た

る
ま
で
変
化
を
伴
い
つ
つ
も
継
承
さ
れ
て
き
た
、
そ
の
「
継
承
性
」
の
な
か
に
こ
そ

存
在
す
る
の
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
く
。
ヘ
イ
ル
は
こ
の
点
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
法
の
効
力
、
義
務
、
形
式
性
」
は
、
た
と
え
ば
デ
ー
ン
人
と
か
サ
ク
ソ
ン
人
と
か

ノ
ル
マ
ン
人
が
そ
れ
ら
を
生
み
出
し
た
と
い
う
説
明
に
依
拠
す
る
も
の
な
の
で
は
な

く
、
「
そ
れ
ら
が
受
容
さ
れ
、
是
認
さ
れ
た
そ
の
卓
越
性
（V

irtue

）
」
に
よ
っ
て

こ
の
王
国
に
お
い
て
法
と
な
り
拘
束
力
を
持
つ
に
い
た
っ
た
そ
の
事
実
に
基
づ
く
も

の
な
の
で
あ
る 

１
１
１ 

。 

も
っ
と
も
、
セ
ル
デ
ン
や
ヘ
イ
ル
の
よ
う
な
見
解
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
当

時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
い
ま
だ
標
準
的
理
解
と
な

る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
見
解
が

主
流
に
な
る
の
は
、
む
し
ろ
前
述
の
一
七
世
紀
中
期
の
ヘ
イ
ル
以
降
で
あ
っ
た
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
多
く
は
、
一
方
で
、
な

お
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
起
源
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
応
は
想
定
す
る
立
場
を
採
っ
て
い

た
。
た
と
え
ば
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
、
ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
、
ジ
ョ
ン
・

ポ
ッ
パ
ム(John Popham

)

、
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ル
タ
ー
ン(G

eorge Saltern
)

と
い

っ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
起
源
を
ブ
リ
ト

ン
人
の
時
代
に
求
め
て
い
た
し
、
他
方
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ラ
ン
バ
ー
ド(W

illiam
 

Lam
barde

)

、
ダ
ド
リ
ィ
・
デ
ィ
グ
ズ(D

udley D
igges)

、
ロ
ジ
ャ
ー
・
オ
ー
ウ

ェ
ン(R

oger O
w

en
)

ら
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
起
源
を
サ
ク
ソ
ン
人
に
あ
る
と
考
え

て
い
た 

１
１
２ 

。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
い
ず
れ
の
立
場
に
立
つ
に
せ
よ
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
が
古
来
よ
り
不
変
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
、
そ
こ
に
な
ん
ら
の
変
化
も
被
っ
て
い

な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
も
は
や
支
配
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
法
の
絶
え
ざ
る
変
遷
と
、
法
の
同
一
性
・
継
承
性

と
い
う
ふ
た
つ
の
問
題
の
狭
間
で
思
考
す
る
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
あ
る

程
度
、
共
通
し
た
意
識
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
七
世
紀
の
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
解
釈
を
め
ぐ
る
変
容
の

な
か
に
あ
っ
て
言
え
る
の
は
、
法
が
効
力
を
持
つ
こ
と
の
根
拠
な
り
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ

ー
な
り
に
つ
い
て
の
説
明
が
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
精
緻
か

つ
複
雑
に
行
わ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
も
は
や
単
純
に
、

慣
習
法
の
古
来
に
お
け
る
「
起
源
」
（
そ
し
て
そ
れ
以
来
の
不
変
性
・
同
一
性
）
の

問
題
に
、
議
論
の
正
当
性
を
求
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
た
。
む
し
ろ
そ
こ
で
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は
、
か
り
に
法
の
起
源
を
ブ
リ
ト
ン
人
と
捉
え
る
に
せ
よ
、
サ
ク
ソ
ン
人
と
捉
え
る

に
せ
よ
、
「
起
源
」
の
問
題
自
体
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
規
範
的
効
力
を
持
つ
た
め

の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
に
と
っ
て
も
は
や
本
質
的
な
事
柄
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
い

っ
て
よ
い
。
法
が
、
慣
習
と
い
う
形
で
、
す
な
わ
ち
共
通
感
覚
と
し
て
広
く
相
互
主

観
的
に
受
容
さ
れ
準
拠
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
的
効
力
を
獲
得
す
る
、
そ
の
こ
と

自
体
に
つ
い
て
の
内
的
な
説
明
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
は
じ
め
て
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
特
有
の
法
理
論
が
成
立
を
み
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
し
か
に
、
イ
ギ

リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
は
、
一
七
世
紀
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
に
ま
で
遡
る
こ

と
の
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
コ
モ
ン
・
ロ
ー
特
有
の
法
学
理
論
が
発
達

し
た
の
は
、
本
稿
で
わ
れ
わ
れ
が
確
認
す
る
と
こ
ろ
の
一
六
世
紀
後
期
か
ら
一
七
世

紀
初
期
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
近
代
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
前
駆
と
し
て
の
「
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
」 
１
１
３ 
の
形
成
と
呼
ぶ

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
が
、
「
古

来
の
慣
習
（Antique Consuetudo

）
」
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
な
る
ゆ
え
ん
を
、
「
古

来
性
（antiquity

）
」
と
「
合
理
性
（reasonableness

）
」
と
の
表
裏
一
体
の
構

成
で
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
正
統
性
は
、
も
は
や
古
き
起
源
に
求

め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
歴
史
的
通
用
性
を
持
つ
「
合
理
的
な
も
の
」
で
あ

る
と
い
う
点
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る 

１
１
４ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
人
文
主
義
の
影
響
も
あ
っ
て
一
七
世
紀
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

慣
習
法
の
「
歴
史
的
改
変
性
」
の
問
題
が
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。

も
は
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
を
、
個
々
の
「
素
材
」
と
い
う
次
元
に
お
い
て
、

そ
の
不
変
性
な
り
同
一
性
を
楽
観
的
に
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

は
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
枠
組
み
に
立
脚
し
つ
つ
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
古
来
よ

り
の
「
継
承
性
」
と
そ
の
「
卓
越
性
」
を
め
ぐ
っ
て
、
新
た
な
基
礎
づ
け
の
様
式
が

展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
先
に
触
れ
た
ヘ
ド
リ
ィ
の
見
解
も
、
こ
う
し
た
コ

ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
登
場
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本

稿
で
は
、
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
生
じ
て
い
た
あ
ら
た
な
解
釈
様
式
の

い
く
つ
か
の
変
種
の
う
ち
、
こ
の
ヘ
ド
リ
ィ
的
理
解
を
当
時
の
標
準
的
な
理
解
と
み

な
し
、
そ
こ
に
、
ク
ッ
ク
、
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ン

チ
等
と
い
っ
た
当
時
の
主
た
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
立
場
が
含
ま
れ
る
も
の
と
し

て
問
題
構
成
を
立
て
て
考
察
を
進
め
る
。
そ
し
て
先
述
の
セ
ル
デ
ン
の
理
解
は
、
確

か
に
当
時
の
法
の
改
変
性
と
い
う
問
題
意
識
を
も
っ
と
も
鋭
角
的
に
表
現
し
て
は
い

る
も
の
の
、
そ
れ
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
一
般
的
・
標
準
的
理
解

と
は
一
線
を
画
し
た
も
の
と
み
な
す 

１
１
５ 

。 

 

こ
う
し
た
一
七
世
紀
の
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
解
釈
の
成
立
は
、

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
見
ら
れ
た
中
世
的
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
理
解
か
ら
脱
却
し
、

自
然
法
・
神
法
へ
の
基
礎
づ
け
に
お
い
て
も
あ
ら
た
な
説
明
様
式
を
展
開
し
な
が
ら
、

よ
り
世
俗
化
さ
れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味

し
た
。
そ
れ
は
、
後
の
近
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
も
継
承
さ
れ
る
が
、
し
か
し
同
時

に
近
代
の
そ
れ
と
も
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
の
形
成

で
あ
っ
た
。
こ
の
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
は
、
一
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

政
治
社
会
に
あ
っ
て
、
も
っ
と
も
重
要
か
つ
典
型
的
な
政
治
言
語
と
し
て
機
能
す
る
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こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
現
実
の
政
治
と
密
接
に
絡
み
合
っ
た
そ
の
思
想
的
営
為
の
な

か
か
ら
、
英
国
特
有
の
立
憲
主
義
と
議
会
主
義
と
古
典
的
自
由
主
義
の
形
成
が
展
開

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

   

 
１ J.G

.A
.Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law

, A Reissue 

w
ith a Retrospect , chap.III,IV

; D
.R

.K
elly, ‘H

istory, E
nglish Law

 and the 

R
enaissance’, in Past and Present 65,1974. 

２ 

ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
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; Peter 

Stein, Rom
an Law

 in European H
istory, C

am
bridge,1999, pp.56-7. 

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
、
七
三
―
四
頁
。

３ C
.P.R

odgers, ‘H
um

anism
, H

istory and the C
om

m
on Law

’, Journal of 

Legal H
istory , vol.6 (1985), p.129. 

４ J.G
.A

.Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law
, A Reissue 

w
ith a Retrospect , C

am
bridge,1987, p.90; cf.chap.III, IV

. 

５ D
.R

.K
elly, ‘H

istory, E
nglish Law

 and the R
enaissance’, Past and 

Present 65 (1974), p.23. 

６ 

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ソ
ン
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
思
考
様
式

は
、
「
ポ
コ
ッ
ク
が
考
え
て
い
た
ほ
ど
島
国
的
な
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
」
と
主
張
し

て
い
る
。Paul C

hristianson, ‘Political Thought in E
arly Stuart E

ngland,’ 

H
istorical Journal 30 (1987), pp.962.  

７ 

ロ
ー
マ
法
が
政
治
思
想
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
以
下
を
参
照
。

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.66-94. 

８ 

こ
こ
で
の
註
釈
学
派
に
関
す
る
叙
述
は
、
主
に
以
下
を
参
照
。Peter Stein, Rom

an 

Law
 in European H

istory , pp.45-67.  

邦
訳
、
五
九
―
八
八
。 

９ 

佐
々
木
有
司
「
中
世
ロ
ー
マ
法
学
」
（
碧
海
純
一
、
伊
藤
正
己
、
村
上
淳
一
編
『
法
学

史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
所
収
）
を
参
照
。 

１
０ 

バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
に
関
す
る
以
上
の
説
明
は
主
に
以
下
を
参
照
。Peter Stein, 

Rom
an Law

 in European H
istory, pp.67-74

（
邦
訳
、
八
八
―
九
六
頁
）;  Stein, 

‘B
artolus, the C

onflict of Law
s and the R

om
an Law

’ in Stein, The 

Character and Influence of Rom
an Civil Law

 : H
istorical Essays , pp.83-90. 

佐
々
木
有
司
「
中
世
ロ
ー
マ
法
学
」
（
碧
海
純
一
、
伊
藤
正
己
、
村
上
淳
一
『
法
学
史
』

東
京

年
）
、
Ⅲ 

註
釈
学
派
、
一
〇
一
―
一
五
頁
。 

大
学
出
版
会
、
一
九
七
六

１
１ K

elley,‘ Law
 ’, pp.75-6. 

１
２ 

人
文
主
義
法
学
に
つ
い
て
の
説
明
は
以
下
を
参
照
。Peter Stein, Rom

an Law
 in 

European H
istory , pp.76-86

（
邦
訳
、
九
八
―
一
一
二
頁
）;  Stein, ‘Legal 

H
um

anism
 and Legal Science’ in Stein, The Character and Influence of 
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Rom
an 

Civil 
Law

 
: 

H
istorical 

Essays, 
pp.93-7; 

D
onald 

R
.K

elley, 

Foundations 
of 

M
odern 

H
istorical 

Scholarship, 
N

ew
 

York 
and 

London,1970,pp.94ff; K
elley, ‘Legal H

um
anism

 and the Sence of H
istory’ 

Studies in the Renaissance 13 (1966); L.C
.Stevens, ‘The C

ontribution of 

French Jurist to the H
um

anism
 of R

enaissance’ Studies in Renaissance 1 

(1954), p.92. 

佐
々
木
有
司
「
中
世
ロ
ー
マ
法
学
」
（
碧
海
純
一
、
伊
藤
正
己
、
村
上
淳

一
『

一
九
七
六
年
）
、
Ⅲ 

註
釈
学
派
、
一
八
五
―
七
頁
。 

法
学
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、

１
３ K

elley, ‘ Law
 ’ , pp.75, 77. 

人
文
主
義
法
学
者
た
ち
は
、
ロ
ー
マ
法
の
も
つ
政
治

哲
学
と
し
て
の
豊
饒
さ
を
汲
み
出
す
試
み
の
な
か
で
「
政
治
的
叡
智
（civil w

isdom
; 

civilis sapientia

）
」
の
発
露
と
し
て
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
「
善
き
か
つ
衡
平
の
技
術
（ars 

boni et aequi

）
」
と
い
う
有
名
な
法
の
定
義
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
「
衡
平
﹇
宜
﹈

（equity; epieikeia

）
」
の
観
念
と
結
び
つ
け
つ
つ
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
「
最
も
一
般

的
な
法
は
、
最
も
不
法
で
あ
る
」
（sum

m
um

 jus, sum
m

a injuria

）
と
い
う
定
式
に

よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
法
の
厳
格
さ
ゆ
え
の
硬
直
性
を
訂
正
す
る
「
衡
平
」
の
技
術
こ
そ
、

ロ
ー
マ
法
が
も
つ
政
治
的
叡
智
な
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
（Ibid.,p.77

）
。C

f. G
uido 

K
isch, ‘H

um
anistic Jurisprudence’  Studies in the Renaissance 8 (1961), 

pp.79-81.  

１
４ Stein, Rom

an Law
 in European H

istory, pp.78-9. 

、

 

邦
訳

一
〇
一
―
二
頁
。

１
５ D

.R
.K

elley, Foundations of M
odern H

istorical Scholarship : Language, 

Law
 and H

istory in the French Renaissance,  esp.chaps.III,IV
 and V

;  

K
elley, ‘Legal H

um
anism

 and the Sence of H
istory’ Studies in the 

R
enaissance 13 (1966),pp.184-199; K

elley, ‘The R
ise of Legal H

istory’ 

H
istory and Theory 9 (1970), p.174; K

isch, ‘H
um

anistic Jurisprudence’, 

pp.71-87. 

１
６ 

人
文
主
義
法
学
の
「
比
較
」
と
「
体
系
」
と
い
う
方
法
論
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、Julian 

H
.Franklin, Jean Bodin and the Sixteenth Century Revolution in the 

M
ethodology of Law

 and H
istory , C

olum
bia,1963,chap.2;  Stein, Rom

an 

Law
 in European H

istory , pp.79-82

（
邦
訳
、
一
〇
三
―
七
頁
）; C

.P.R
odgers, 

‘Legal H
um

anism
 and E

nglish Law
 – the C

ontribution of the E
nglish 

C
ivilians’, The Irish Jurist 14,new

 series (1984), pp.120-1; R
odgers, 

‘H
um

anism
 H

istory and the C
om

m
on Law

’, pp.130-3. 

１
７ 

オ
ト
マ
ン
、
ボ
ダ
ン
そ
の
他
の
「
普
遍
主
義
」
法
学
に
つ
い
て
は
、J.H

.Franklin, 

Jean Bodin and the Sixteenth Century Revolution in the M
ethodology of 

Law
 and H

istory  , chaps.3 and 4. 

１
８ François H

otm
an, Franco-G

allia (1573), Latin text by R
alph E

. G
iesey, 

translated by J.H
.M

.Salm
on , C

am
bridge Studies in the H

istory and 

Theory of Politics, C
am

bridge,1972, chap.IV
 (‘ D

e O
rtu Francorum

; The 

O
rigins of the Franks’). 

１
９ 

オ
ト
マ
ン
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。 Stein, Rom

an Law
 in European 

H
istory , pp. 78-9

（
邦
訳
、
一
〇
一
―
二
頁
）; R

odgers, ‘Legal H
um

anism
 and 
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E
nglish Law

 – the C
ontribution of the E

nglish C
ivilians’,pp.120-1; K

elley, 

‘Legal H
um

anism
 and the Sence of H

istory’ ,p.195. 
 

２
０ 

ボ
ダ
ン
を
こ
の
よ
う
に
人
文
主
義
法
学
の
延
長
線
上
で
捉
え
る
点
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; K
elley, Foundations of M

odern 

H
istorical Scholarship : Language, Law

 and H
istory in the French 

Renaissance,  N
ew

 York,1970; Julian H
.Franklin, Jean Bodin and the 

Sixteenth Century Revolution in the M
ethodology of Law

 and H
istory , 

C
olum

bia,1963; Franklin, Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theory, 

C
am

bridge, 
1973; 

G
lenn 

B
urgess, 

The 
Politics 

of 
the 

Ancient 

Constitution : An Introduction to English Political Thought, 1603-1642 , 

London,1992,p.123; R
odgers, ‘Legal H

um
anism

 and E
nglish Law

 – the 

C
ontribution of the E

nglish C
ivilians’, p.121. 

２
１ 

ボ
ダ
ン
と
絶
対
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Franklin, Jean Bodin 

and the Rise of Absolutist Theory . 

ま
た
ボ
ダ
ン
の
主
権
概
念
に
対
す
る
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
四
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

２
２ 

た
と
え
ば
、
ポ
コ
ッ
ク
は
、
ロ
ー
マ
法
の
実
用
性
を
重
視
す
る
オ
ト
マ
ン
を
、
人
文
主

義
の
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
反
動
と
し
て
起
こ
っ
た
「
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派

（neo-B
artolism

）
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
中
心
概
念
は
あ
ら
ゆ
る
法
体
系
に
共
通
す
る

根
本
概
念
を
発
見
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。Pocock, The Ancient 

Constitution and the Feudal Law
, chap.1 at pp.23-5. 

ま
た
Ｂ
・
Ｐ
・
レ
ー
ヴ

ァ
ッ
ク
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
慣
習
法
と
ロ
ー
マ
法
の
普
遍
的
に
適
用
可
能
な
諸
原
理
と
の
結

合
を
図
っ
た
オ
ト
マ
ン
の
法
学
研
究
の
特
徴
と
、
ロ
ー
マ
法
に
基
づ
く
普
遍
的
な
帝
国
法

を
新
た
に
構
築
し
よ
う
と
し
た
二
世
紀
前
の
バ
ル
ト
ー
ル
ス
ら
と
の
類
似
性
か
ら
、
オ
ト

マ
ン
を
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ
ー
マ
法
学
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。B

rian 

P.Levack, The Civil Law
yers in England – A Political Study, O

xford,1973, 

pp.135-6. 

さ
ら
に
、D

・R

・
ケ
リ
ー
は
、
ボ
ダ
ン
の
法
学
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
ン
・
ス

タ
イ
ル
を
強
調
し
、
そ
の
イ
タ
リ
ア
ン
・
ス
タ
イ
ル
は
、
一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
の
バ

ル
ト
ー
ル
ス
派
の
時
代
と
一
六
世
紀
後
期
の
ボ
ダ
ン
と
の
あ
い
だ
で
方
法
論
上
ほ
と
ん
ど

変
化
し
て
い
な
い
と
し
、
ボ
ダ
ン
を
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
と
し
て
捉
え
て
い
る
。K

elley, 

‘ Law
 ’ , pp.73-4. 

２
３ 

Ｃ
・
Ｐ
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス
は
、
オ
ト
マ
ン
、
ボ
ダ
ン
ら
一
六
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
の
法
学

研
究
を
支
配
し
た
潮
流
を
、
「
発
展
的
」
人
文
主
義
者
と
し
て
捉
え
る
。
彼
ら
が
古
典
的

ロ
ー
マ
法
に
関
す
る
歴
史
研
究
を
現
在
の
法
学
に
と
っ
て
直
接
意
味
を
な
さ
な
い
と
し
て

斥
け
、
む
し
ろ
比
較
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
「
普
遍
」
史
と
そ
れ
を
同
時
代
の
法
学
に
活
用

す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
礎
は
、

方
法
論
的
に
は
な
お
人
文
主
義
が
提
示
し
た
歴
史
研
究
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
し
て
、

人
文
主
義
の
発
展
型
に
お
い
て
、
オ
ト
マ
ン
、
ボ
ダ
ン
ら
を
把
握
す
る
の
で
あ
る
。Rodgers, 

‘Legal H
um

anism
 and E

nglish Law
 – the C

ontribution of the E
nglish 

C
ivilians’, pp.120-2 and n.18. 

 

他
方
、
Ｐ
・
ス
タ
イ
ン
は
、
人
文
主
義
法
学
の
第
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二
段
階
を
代
表
す
る
論
者
と
し
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
キ
ュ
ジ
ャ
ス
（Jacques C

ujas, 

1522-90
）
、
ユ
ー
グ
・
ド
ノ
ー
（H

ugues D
oneau, 1527-91

）
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
オ

ト
マ
ン
（François H

otm
an, 1524-90

）
の
三
人
を
挙
げ
、
彼
ら
は
全
体
的
に
「
モ
ス
・

ガ
リ
ク
ス
」
で
あ
っ
た
と
捉
え
、
彼
ら
の
人
文
主
義
的
特
徴
を
強
調
し
て
い
る
。
た
し
か

に
彼
ら
三
人
は
五
年
以
内
の
同
時
期
に
出
生
し
、
ほ
ぼ
一
年
以
内
に
と
も
に
死
去
し
た
全

く
の
同
時
代
人
で
あ
り
、
し
か
も
み
な
ブ
ー
ル
ジ
ュ
で
講
壇
に
立
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

人
文
主
義
の
一
つ
の
世
代
を
形
成
し
て
い
る
。Stein, ‘Legal H

um
anism

 and Legal 

Science’ p.95. 

な
お
、
ス
タ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
後
期
の
人
文
主
義
法
学
者
と
し
て
ジ
ャ

ン
・
ボ
ダ
ン
は
一
切

て

 

言
及
さ
れ

い
な
い
。

２
４ 

た
と
え
ば
、B

urgess, The Politics of the Ancint Constitution: An 

Introduction to English Political Thought,1603-1642 , Part I, II; K
nafla, 

‘The Influence of C
ontinental H

um
anists and Jurist on E

nglish C
om

m
on 

Law
’, 

pp.60-71; 
B

rooks 
and 

Sharpe, 
‘H

istory, 
E

nglish 
law

 
and 

R
enaissance’, pp.133-142; H

.S.Paw
lisch, ‘Sir John D

avies, the A
ncient 

C
onstitution, and the C

ivil Law
 ’, H

istorical Journal 23 (1980), p.689-691. 

２
５ J.H

.B
aker, ‘The E

nglish Legal Profession, 1450-1550’, in W
ilfrid 

Prest(ed.), Law
yers in Early M

odern Europe and Am
erica, London,1981, 

pp.16-41, at p.35. 

２
６ 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
学
者
の
実
務
に
関
す
る
概
説
に
つ
い
て
は
、
以
下

を
参
照
。Rodgers, ‘Legal H

um
anism

 and E
nglish Law

 – the C
ontribution of 

the E
nglish C

ivilians’, pp.115-36; B
rian P. Levack, ‘The E

nglish C
ivilians, 

1500-1750’ in Prest(ed.), Law
yers in Early M

odern Europe and Am
erica, 

pp.108-128; Levack, The Civil Law
yers in England – A Political Study, 

chap.1; B
urgess, The Politics of the Ancint Constitution: An Introduction 

to English Political Thought,1603-1642 , chap.5; Stein, Rom
an Law

 in 

European H
istory , pp.87-8. 

邦
訳
、
一
一
三
―
五
頁
。 

２
７ Levack, The Civil Law

yers in England, pp.2-3. 

２
８ Stein, Rom

an Law
 in European H

istory, p.88. 

邦
訳

 

、
一
一
四
―
五
頁
。

２
９ 

「
ロ
ー
マ
法
博
士
会
館
」
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、G

.D
.Squibb, D

octors 

Com
m

ons, O
xford,1977. 

３
０ Levack, The Civil Law

yers in England, p.3. 

３
１ R

odgers, ‘Legal H
um

anism
 and E

nglish Law
’, pp.118-9. 

３
２ 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 , 

pp.186-196; 
R

odgers, 
‘Legal 

H
um

anism
 

and 
E

nglish 
Law

 
– 

the 

C
ontribution of the E

nglish C
ivilians’, p.119. 

３
３ Stein, ‘Legal H

um
anism

 and Legal Science’ in Stein, The Character 

and Influence of Rom
an Civil Law

 : H
istorical Essays , pp.98-9; R

odgers, 

‘Legal H
um

anism
 and E

nglish Law
 ’, pp.119-20. 

３
４ 

実
際
、
カ
ウ
エ
ル
の
作
品
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ト
マ
ン
か
ら
の
引
証
が
頻
繁
に
見
受
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け
ら
れ
る
。
カ
ウ
エ
ル
の
作
品
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。John C

ow
ell, Institutes of 

the Law
es of England, D

igested into the M
ethod of the Civill or Im

periall 

Institutions  ,1605, translated into E
nglish by W

.G
.E

squire, London, 1651, 

in A
 G

arland Series, C
lassics of E

nglish Legal H
istory in the M

odern E
ra, 

N
o.5, N

ew
 York and London, 1978; C

ow
ell, The Interpreter, C

am
bridge, 

1607, in The E
nglish E

xperience, N
o.231, A

m
sterdam

 and N
ew

 York, 

1970. 

な
お
、
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
と
カ
ウ
エ
ル
の
経
歴
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Levack, 

The Civil Law
yers in England, pp.221, 232. 

３
５ A

lberico G
entili, D

e Juris Interpretibus D
ialogi Sex, London,1582 

[STC
,11736]. 

３
６ 

ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
は
、
『
法
解
釈
を
め
ぐ
る
対
話
六
篇
（D

e Juris Interpretibus 

D
ialogi Sex

）
』
の
な
か
の
第
四
篇
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
こ
と
で
、
人

文
主
義
法
学
を
批
判
し
て
い
る
。
「
人
文
主
義
の
法
学
教
授
た
ち
は
、
学
生
が
卒
業
後
ど

こ
に
行
く
と
思
っ
て
い
る
の
か
。
プ
ラ
ト
ン
の
国
家
か
、
そ
れ
と
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
」
と
。

Stein, Rom
an Law

 in European H
istory, p.86. 

 

邦
訳
、
一
一
二
頁
。

３
７ G

entili, D
e Jure Belli Com

m
entationes Tres, 3 parts, London,1589 

[STC
,11735.7]. 

ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Stein, Rom

an Law
 

in European H
istory , pp.86, 96-7

（
邦
訳
、
一
一
一
―
二
、
一
二
五
―
六
頁
）; 

R
odgers, ‘Legal H

um
anism

 and E
nglish Law

 ’, pp.123-4 and n.31. 

３
８ 

ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
「
語
源
学
」
的
な
歴
史
研
究
に
立
っ
て
『
ブ
リ
タ
ニ
ア
』

（Britannia, N
ew

bery,1586 [STC
,4503]

）
を
著
し
た
カ
ム
デ
ン
は
、
一
五
八
八
年

に
「
考
古
家
協
会
（the Society of A

ntiquaries

）
」
を
設
立
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

法
と
制
度
に
関
す
る
よ
り
実
証
的
な
歴
史
的
考
察
を
進
展
さ
せ
た
。
こ
の
考
古
家
協
会
の

研
究
成
果
は
、
多
く
は
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
部
は
以

下
の
作
品
に
収
録
さ
れ
、
刊
行
さ
れ
て
い
る
。Thom

as H
earne, A Collection of 

Curious D
iscourse, W

ritten by Em
inent Antiquaries U

pon Several H
eads 

in O
ur English Antiquities, O

xford,1720. 

カ
ム
デ
ン
に
つ
い
て
は
、
本
章
の
ほ
か
、

本
稿
第
五
章
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。 

３
９ 

一
六
世
紀
後
期
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
に
よ
る
ロ
ー
マ
法
系
の
海
事
裁
判
所
や

教
会
裁
判
所
へ
の
管
轄
権
を
め
ぐ
る
攻
勢
が
広
く
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
際
に
コ

モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
に
と
っ
て
最
大
の
武
器
と
な
っ
た
の
か
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の

管
轄
権
に
相
当
す
る
と
見
な
さ
れ
る
事
件
を
他
裁
判
所
で
審
理
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
「
禁

止
令
状
（Prohibition

）
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
と
ロ
ー
マ

法
系
の
裁
判
所
と
の
攻
防
、
お
よ
び
ロ
ー
マ
法
学
者
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
の
和
解
を
求
め

る
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Levack, The Civil Law

yers in England, 

p.72ff. 
４
０ 
こ
う
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。

Levack, The Civil Law
yers in England, p.136ff; P.Stein, ‘C

ontinental 

Influences on E
nglish Legal Thought, 1600-1900’ in Stein, The Character 

and Influence of the Rom
an Civil Law

 : H
istorical Essays , pp.209-230. 
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４
１ 
フ
ラ
ン
ス
の
発
展
的
人
文
主
義
法
学
の
比
較
の
方
法
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
適
用
し
た

最
初
の
本
格
的
な
事
例
と
し
て
、
フ
ル
ベ
ッ
ク
を
取
り
上
げ
る
研
究
と
し
て
は
、
以
下
を

参
照
。R

.J.Terrill, ‘The A
pplication of the C

om
parative M

ethod by E
nglish 

C
ivilian : the C

ase of W
illiam

 Fulbecke and Thom
as R

idley’, Journals of 

Legal H
istory  2 (1981). 

４
２ Levack, The Civil Law

yers in England, p.136. 

４
３ W

illiam
 Fulbecke, A D

irection or Preparative to the Study of the Law
e, 

London,1600 [STC
,11410], p.8

r. 

４
４ Fulbecke, A Parallele or Conference of the Civill Law

, the Canon Law
, 

and the Com
m

on Law
 of England, In Sundry D

ialogues. [w
ith] a Table of 

the Principal Points , London,1601 [STC
,11415], preface. 

４
５ Levack, The Civil Law

yers in England, p.137. 

こ
う
し
た
ロ
ー
マ
法
学
者
に

対
す
る
限
定
的
な
影
響
と
は
別
に
、
ロ
ー
マ
法
学
者
と
し
て
の
フ
ル
ベ
ッ
ク
が
法
曹
学
院

に
属
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
位
置
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
こ
の
時
代
の
法

曹
学
院
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
研
究
が
、
フ
ル
ベ
ッ
ク
に
端
的
に
見
ら
れ
よ
う
に
、
バ

ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ
ー
マ
法
学
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
重
要
な
事
例
で

あ
る

 

と
い
え
る
。

４
６ R

odgers, ‘Legal H
um

anism
 and E

nglish Law
 ’, p.126, n.36. 

４
７ Levack, The Civil Law

yers in England – A Political Study, pp.131-40; 

Levack, ‘The E
nglish C

ivilians, 1500-1750’, pp.123-4; Louis A
. K

nafla, 

Law
 and Politics in Jacobean England: The Tracts of Lord Chancellor 

Ellesm
ere , C

am
bridge,1977, p.221. 

４
８ C

ow
ell, Institutes of the Law

es of England, its title-page. 

４
９ Ibid., preface. 

５
０ Fulbecke, A D

irection or Preparative to the Study of the Law
e, chap.8. 

５
１ C

ow
ell, The Interpreter, preface. 

５
２ Ibid.,passim

. 

５
３ R

odgers, ‘Legal H
um

anism
 and E

nglish Law
 ’, p.132. 

５
４ 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
即
位
後
最
初
の
議
会
で
冒
頭
か
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
の
合
同
問
題
に
お
い
て
、
両
国
が
「
同
じ
一
つ
の
法
」
に
よ
っ
て
「
一
つ
の
王
国
」
と

し
て
統
治
さ
れ
る
こ
と
を
訴
え
、
物
議
を
醸
し
て
い
た
。J.R

.Tanner, Constitutional 

D
ocum

ents of the Reign of Jam
es I, A.D

.1603-1625, C
am

bridge,1952, p.23. 

な
お
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
即
位
後
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
人
び
と
が
示
し
て
い
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の

ロ
ー

へ
の
親
近
感

念

本

 

マ
法

に
対
す
る
懸

に
つ
い
て
は
、

稿
第
五
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

５
５ Levack, The Civil Law

yers in England – A Political Study, preface and 

pp.2-3. 
５
６ 
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
主
権
概
念
に
対
す
る
極
度
の
警
戒
は
、
と
く
に
一
六
二
八
年
議

会
で
の
『
権
利
請
願
』
の
草
案
を
め
ぐ
る
貴
族
院
と
庶
民
院
の
両
院
協
議
会
の
場
で
、
庶

民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
「
主
権
（sovereign pow

er

）
」
の
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
示
し

た
態
度
に
お
い
て
如
実
に
現
れ
て
い
る
。John R

ushw
orth, H

istorical Collecitons 
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of Private Passages of State, W
eighty M

atters in Law
, Rem

arkable 

Proceedings in Five Parliam
ents. Beginning the Sixteenth Year of K

ing 

Jam
es,AN

N
O

 1618. And Ending the Fifth Year of K
ing Charls, AN

N
O

 

1629 , London, 1659, pp.561-72. 

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
の
第
四
章
第
三

節
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

５
７ 

こ
の
時
代
の
考
古
家
協
会
の
成
果
は
、
そ
の
一
部
が
以
下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

Thom
as H

earne, A Collection of Curious D
iscourse, W

ritten by Em
inent 

Antiquaries 
U

pon 
Several 

H
eads 

in 
O

ur 
English 

Antiquities , 

O
xford,1720. 

５
８ ‘Term

s for the A
dm

inistration of Justice in E
ngland’ in ibid.,pp.52-61; 

‘O
ffice and Previlege of H

eralds’ in ibid.,pp.81-104; ‘Sterling M
oney’ in 

ibid.,15-28; ‘Inns of C
ourt’ in ibid.,pp.105-134; ‘Shires’ in ibid.,pp.29-46, 

etc. 

５
９ W

illiam
 H

akew
ill, ‘The A

ntiquity of the Law
es of this Island’ in 

H
earne, A Collection of Curious D

iscourse, p.3. 

６
０ Ibid.,pp.6-9. 

６
１ Ibid.,p.11. 

６
２ Joseph H

olland, ‘O
f the A

ntiquity of Term
s for the A

dm
inistration of 

Justice in E
ngland (1601)’, in H

earne, A Collection of Curious D
iscourse, 

p.52. 

６
３

 
Sir 

John 
Fortescue, 

D
e 

Laudibus 
Legum

 
Angliae 

[ed. 

J.Selden],London,1616, [S.T.C
.11197], pp.6-9,14-20. 

セ
ル
デ
ン
の
「
序
文
」
は

冒
頭
に
、
そ
し
て
の
セ
ル
デ
ン
の
「
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
が
末
尾
に

収

 

録
さ
れ
て
い
る
。

６
４ B

rooks and Sharpe, ‘H
istory, E

nglish law
 and R

enaissance’, Past and 

Present  72 (1976), p.134. 

６
５ H

ayw
ard Tow

nshend, H
istorical Collections or An Exact Account of 

the 
Proceedings 

of 
the 

Four 
Last 

Parliam
ents 

of 

Q
.Elizabeth ...,London,1680 [STC

,II,1991], p.37. 

６
６ Ibid.,p.79. 

６
７ Sir Francis B

acon, A Collection of Som
e Principall Rules and M

axim
es 

of the Com
m

on Law
es of England , London,1596, the Preface, B

2. 

本
書
は
、

The Elem
ents of the Com

m
on Law

es of England,London,1630 [STC
,1134] 

に

 

所
収
し
て
再
版
さ
れ
た
。

６
８ H

ans S.Paw
lisch, ‘Sir John D

avies, the A
ncient C

onstitution, and the 

C
ivil Law

,’  H
istorical Journal 23 (1980), p.689.  

デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
言
説
は
当
時

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
思
考
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
示
唆
的
な
例
で
あ
る
。
彼
の
言

説
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性
を
説
い
た
典
型
的
な
「
古
来
の
国
制
」
論
の
言
説
が

確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
大
陸
の
ロ
ー
マ
法
学
の
色
濃
い
影
響
も
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
た
と
え
ば
ポ
コ
ッ
ク
は
、
こ
の
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
慣
習
の
「
超
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記
憶
性
」
を
想
定
す
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
と
同
様
な
理
解
に
立
つ
典
型
的
な
「
コ
モ

ン
・
ロ
ー
・
マ
イ
ン
ド
」
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
し
て
描
い
て
い
る
の
に
対
し

（J.G
.A

.Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law
, A Reissue 

w
ith a Retrospect , chap. II, III.

）
、
ハ
ン
ス
・
Ｓ
・
パ
ウ
リ
ッ
シ
ュ
や
グ
レ
ン
・
バ

ジ
ス
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
「
シ
ヴ
ィ
ル
・
ロ
ー
・
マ
イ
ン
ド
」
の
要
素
、
す
な
わ
ち
大
陸

系
の
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
強
調
し
、
ク
ッ
ク
と
は
異
な
っ
た
、
む
し
ろ
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ

ー
コ
ン
の
よ
う
な
人
文
主
義
・
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
強
く
受
け
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の

典
型
的
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
（H

ans S.Paw
lisch, Sir John D

avies and the 

Conquest of Ireland

：A Study in Legal Im
perialism

, C
am

bridge, 1985; 

B
urgess, The Politics of the Ancient Constitution ,chap.2.

）
。
そ
う
し
た
解
釈

の
上
で
と
く
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
レ
ポ
ー
ト
（Irish Repots

）
」

と
し
て
知
ら
れ
る
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
作
品
の
な
か
の
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
超
記
憶
的
慣
習
と

し
て
の
特
徴
を
宣
揚
し
た
「
序
文
」
に
お
け
る
議
論
と
、
そ
の
後
の
報
告
書
の
本
文
に
お

け
る
ロ
ー
マ
法
や
教
会
法
の
頻
繁
な
引
用
と
い
う
、
こ
の
二
重
性
を
ど
う
理
解
す
る
か
で

あ
る
。
こ
う
し
た
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
両
極
端
な
見
解
の
対
立
は
、
じ
つ

は
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
一
般
の
「
標
準
的
理
解
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
に
つ
い
て
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
の
見
解
の
相
違
を
反
映
し
て
い
る
。
同
様
な

研
究
上
の
見
解
の
対
立
は
、
他
に
も
た
と
え
ば
ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
を
め
ぐ
っ
て
も

確
認
さ
れ
る
。
本
章
の
注
（
８
７
）
を
参
照
。
本
稿
で
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

た
ち
が
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
・
マ
イ
ン
ド
」
と
「
シ
ヴ
ィ
ル
・
ロ
ー
・
マ
イ
ン
ド
」
と
の
狭

間
で
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
以
来
の
伝
統
的
観
念
を
あ
ら
た
に
洗
練
し
つ
つ
修
正
・
継
承
し

よ
う
と
し
た
と
い
う
問
題
設
定
を
立
て
て
、
一
七
世
紀
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
標
準
的

理

 

解
を
ト
マ
ス
・
ヘ
ド
リ
ィ
に
求
め
て
い
る
。

６
９ Sir John D

avies, Le prim
er report des cases &

 m
atters resolves en les 

courts del roy en Irland , D
ublin,1615, [STC

,6361], preface, sig*4a-4b. 

７
０ 

E
lizabeth 

R
ead 

Foster 
(ed.), 

Proceedings 
in 

Parliam
ent 

1610, 

2vols.,N
ew

 H
aven and London,1966, II, pp.175-6. 

以
下
す
べ
て
、Proceedings 

in Parliam
ent 1610  

 

と
略
記
。

７
１ W

allace N
otestein, Frances H

 R
elf and H

artley Sim
pson (ed.), 

Com
m

ons D
ebates, 1621, N

ew
 H

aven, 1935, III, p.304. 

以
下
す
べ
て
、

Com
m

ons D
ebates, 1621 

 

と
略
記
。

７
２ 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 ), III, p.329. 

以
下
す
べ
て
、Proceedings in Parliam

ent 1628

と

略
記
。 

７
３ Proceedings in Parliam

ent 1628, IV
, p.227. 

７
４ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.188-90. 
７
５ W

illiam
 N

oy, The Principal G
rounds and M

axim
s w

ith an Analysis of 

the Law
s of England (1641), R

eprint, Littleton ,1980, pp.1-53. 

７
６ Sir H

enry Finch,  Law
, or , a D

iscourse Thereof; in Four Books (1625), 
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A
 G

arland Series, C
lassics of E

nglish Legal H
istory in M

odern E
ra, N

ew
 

York, 1978, p.6. 

７
７ D

avies,  Le prim
er report des cases, preface, sig*4 a. 

７
８ Jam

es R
. Stoner, Com

m
on Law

 &
 Liberal Theory : Coke, H

obbes, &
 

the O
rigins of Am

erican Constitutionalism
, K

ansas,1992, p.8. 

７
９ H

ans S.Paw
lisch, ‘Sir John D

avies, the A
ncient C

onstitution, and the 

C
ivil Law

 ’, pp.689-91. 

８
０ J.H

.B
aker, The Third U

niversity of England, The Inns of Court and 

the Com
m

on Law
 Tradition , London, 1990, pp.17-8; R

ichard J. Terrill, 

‘H
um

anism
 and R

hetoric in Legal E
ducation : The C

ontribution of Sir 

John D
odderidge (1555-1628) ’, Journal of Legal H

istory 2 (1981), p.36. 

８
１ Louis A

. K
nafla, ‘The M

atriculation R
evolution and E

ducation at the 

Inns of C
ourt in R

enaissance E
ngland’, in A

.Slavin(ed.), Tudor M
en and 

Institutions , Louisiana,1972, p.241; K
nafla, Law

 and Politics in Jacobean 

England : The Tracts of Lord Chancellor Ellesm
ere , Part I; Paw

lisch, ‘Sir 

John D
avies, the A

ncient C
onstitution, and the C

ivil Law
 ’, p.689-691. 

８
２ 

本
稿
が
取
り
上
げ
る
当
時
の
主
要
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
序
論

の
注
（
三
○
）
か
ら
注
（
四
一
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

８
３ 

法
曹
学
院
に
お
け
る
法
学
教
育
の
変
化
と
、
法
の
体
系
的
学
習
法
を
著
し
た
テ
キ
ス
ト

の
刊
行
、
法
を
論
理
学
や
修
辞
学
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
再
考
す
る
態
度
な
ど
に
つ

い
て
は
以
下
を
参
照
。Terrill, ‘H

um
anism

 and R
hetoric in Legal E

ducation : 

The C
ontribution of Sir John D

odderidge (1555-1628) ’,pp.30-40;  W
ilfred 

R
. Prest, ‘ Legal E

ducation of G
entry at the Inns of C

ourt,1560-1640’, 

Past and Present 38(1967), pp.20-39; Prest, ‘ The Learning E
xercises at 

the Inns of C
ourt 1590-1640’, The Journal of the Society of Public 

Teachers of Law
, ns,9 (1966-7), pp.301-13; Prest, The Inns of Court under 

Elizabeth I and the Early Stuarts, 1590-1640 , London, 1972, chap.V
II 

( Lagal and Liberal E
ducation), pp.137-173. 

８
４ 

ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
が
あ
る
。E

lizabeth D
arracott 

W
heeler, 

Sir 
John 

D
odderidge 

: 
Celebrated 

Barrister 
of 

Britain, 

1555-1628 , San Francisco,1992; Terrill, ‘H
um

anism
 and R

hetoric in Legal 

E
ducation 

: 
The 

C
ontribution 

of 
Sir 

John 
D

odderidge 

(1555-1628) ’,pp.30-40. 

８
５ 

Sir 
John 

D
odderidge, 

The 
English 

Law
yer 

(1631), 
R

eprint, 

A
bingdon,1980, pp.156-161. 

８
６ B

ritish Library, M
S.Stow

e 423, fo.37
V , quoted in B

rooks and Sharpe, 

‘H
istory, E

nglish law
 and R

enaissance’, p.137. 

８
７ 

ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
は
、
ロ
ー
マ
法
お
よ
び
教
会
法
に
関
す
る
豊
富
な
学
識
を
持

つ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
も
ま
た
、
ロ
ー
マ
法
な
ど
他
の
諸
学

問
の
学
識
・
教
養
を
積
極
的
に
共
有
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
と
い
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っ
て
よ
い
が
、
彼
の
場
合
に
も
や
は
り
、
先
の
デ
イ
ヴ
ィ
ス
と
同
様
、
ク
ッ
ク
的
な
コ
モ

ン
・
ロ
ー
理
解
に
共
鳴
す
る
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
・
マ
イ
ン
ド
」
の
側
面
と
、
逆
に
セ
ル
デ

ン
的
な
法
理
解
を
共
有
す
る
「
シ
ヴ
ィ
ル
・
ロ
ー
・
マ
イ
ン
ド
」
の
側
面
の
、
ふ
た
つ
の

ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
心
性
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
に
つ
い
て
も
、

デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
場
合
と
お
な
じ
く
研
究
史
の
上
で
異
な
っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
Ｊ
・
Ｐ
・
サ
マ
ヴ
ィ
ル
は
、
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
を
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
や
ヘ
ド
リ
ィ
ら
と

と
も
に
、
ク
ッ
ク
に
よ
っ
て
指
導
的
に
展
開
さ
れ
た
「
古
来
の
国
制
」
論
を
重
視
し
な
が

ら
、
そ
れ
と
共
通
の
法
理
解
の
枠
組
み
で
括
れ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
し
て
把
握
し
て

い
る
（J.P.Som

m
erville, Politics 

＆ Ideology in England, chap.3.

）
。
こ
れ
に

対
し
て
、
バ
ジ
ス
は
、
ロ
ー
マ
法
や
人
文
主
義
の
知
的
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
、
ベ
ー
コ

ン
や
セ
ル
デ
ン
を
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
典
型
的
な
例
と
し
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
な
か
に
同
時
代
の
他
の
多
く
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
と
も
に
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
も
含
ま

れ
る
と
主
張
し
て
い
る
（B

urgess, The Politics of the Ancient Constitution , 

chap.2.
 

）
。

８
８ Sir John D

odderidge, The English Law
yer, pp.156-161. 

８
９ Ibid.,p.35. 

９
０ Ibid.,pp.158-9. 

９
１ B

urgess, The Politics of the Ancient Constitution, Part I. 

９
２ C

oke, The Third Part of the Reports (in John H
enry Thom

as and John 

Farquhar Fraser’s E
dition, 6vols, R

eprint, N
ew

 Jersey, 2002), Preface(To 

the R
eader), p.xxxviii. 

3rd Reports 

。 

以
下
、

等
と
略
記

９
３ Stoner, Com

m
on Law

 &
 Liberal Theory, p.18.  

９
４ Peter Stein, Regulae iuris, E

dinburgh, 1974, p101. 

９
５ Paw

lisch, ‘Sir John D
avies, the A

ncient C
onstitution, and the C

ivil 

Law
 ’, p.690-691. 

公
法
の
領
域
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
影
響
に
と
ど
ま
ら
ず
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
専
門
的
領
域
た
る
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
・
ロ
ー
」
の
領
域
に
お
い
て
も
大
陸
の
法

体
系
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
た
研
究
と
し
て
、C

hales D
onahue, ‘ The 

C
ivil Law

 in E
ngland’, Yale Law

 Journal, LXXXIV
 (1974), p.180. 

９
６ J.G

.A
.Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law

, a 

Retrospect , p.277. 

９
７ 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
特
徴
を
、
「
慣
習
」
と
「
理
性
」
の
ふ
た
つ
の
側
面
に
分
け
て
考
察

す
る
視
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
諸
文
献
で
も
採
ら
れ
て
い
る
。C

f. G
.J.Postem

a, 

Bentham
 and the Com

m
on Law

 Tradition, O
xford, 1986; J.P.Som

m
erville, 

Politics 

＆ Ideology in England, 1603-1640, London,1986. G
.B

urgess, The 

Politics of the Ancient Constitution : An Introduction to English Political 

Thought, 1603-1642 , London, 1992. 
９
８ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.186-7. 
９
９ D

odderidge, The English Law
yer, p.153. 

１
０
０ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.187. 

１
０
１ 

こ
う
し
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
か
ら
ク
ッ
ク
へ
の
直
線
的
な
連
続
性
に
立
っ
て
、「
古
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来
の
国
制
」
論
を
捉
え
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、J.G

.A
.Pocock, The 

Ancient Constitution and the Feudal Law
, A Reissue w

ith a Retrospect, 

p.90, cf.chap.III,IV
; J.P.Som

m
erville, Politics 

＆ Ideology in England, 

1603-1640, chap.III; K
elly, ‘H

istory, E
nglish Law

 and the R
enaissance’; 

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,pp.1-21. 

１
０
２ 

典
型
的
な
の
は
、
彼
の
『
判
例
集
』
第
六
部
の
「
序
文
」
に
お
け
る
フ
ォ
ー
テ
ス
キ

ュ
ー
の
古
来
の
慣
習
へ
の
言
及
で
あ
る
。C

oke, 6th Reports, Preface(To the 

R
eader), pp.iii-v. 

１
０
３ 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, pp.414ff. 

以
下
、State Trials 

記

 

と
略

。

１
０
４ 

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. 

１
０
５ 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, pp.194,233 

１
０
６ Sir John Fortescue, D

e Laudibus Legum
 Angliae,[ed. J.Selden], p.6.  

１
０
７ Ibid., p.18. 

１
０
８ 

マ
シ
ュ
ー
・
ヘ
イ
ル
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
次
の
も
の
を
参
照
。A

lan 

C
rom

artie, Sir M
atthew

 H
ale, 1609-1676 : Law

, Religion and N
atural 

Philisophy , 
C

am
bridge, 

1995; 
H

arold 
J. 

B
erm

an, 
‘The 

O
rigins 

of 

H
istorical Jurisprudence : C

oke, Selden, H
ale,’ The Yale Law

 Journal 103, 

no.7 (1994), pp.1651-1738. 

日
本
に
お
け
る
研
究
と
し
て
、
石
井
幸
三
「
ヘ
イ
ル
の
法

思
想
―
イ
ギ
リ
ス
近
代
法
思
想
史
研
究
（
二
）
―
」
『
阪
大
法
学
』
第
九
四
号
、
一
九
七

五
年
三

 

月
。

１
０
９ Sir M

atthew
 H

ale, A H
istory of Com

m
on Law

, 3rd edition, edited by 

C
.M

.G
ray, C

hicago,1971, p.40. 

１
１
０ Ibid., p.40. 

１
１
１ Ibid., p.43. 

１
１
２ 

な
お
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
起
源
を
め
ぐ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。C

f. Som
m

erville, Politics 

＆ Ideology in 

England, 1603-1640 , p.91. 
１
１
３ G

.J.Postem
a, Bentham

 and the Com
m

on Law
 Tradition, p.3, n.1. 

１
１
４ W

illiam
 H

akew
ill, The Libertie of the Subject, pp.6-8. 

１
１
５ 

こ
の
よ
う
に
セ
ル
デ
ン
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
い
く
た
び
か
の
「
征
服
」
に

 130



第２章 ルネサンス人文主義の知的影響 

 
 

よ
っ
て
歴
史
的
に
「
混
合
」
さ
れ
た
法
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
セ
ル
デ
ン
の

立
場
は
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
解
釈
の
一
方
の
極
に
位
置
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
く
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
の
超
記
憶
的
な
古
来
性
（
そ
の
起
源
を
ブ
リ
ト
ン
の
時
代
に
求
め
る
に

せ
よ
、
サ
ク
ソ
ン
の
時
代
に
求
め
る
に
せ
よ
）
を
強
調
す
る
他
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た

ち
の
立
場
と
は
一
線
を
画
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
必
要
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
も

っ
と
も
こ
の
セ
ル
デ
ン
の
解
釈
立
場
を
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
一
般
的
態
度
と

の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
見
な
す
か
に
つ
い
て
は
、
全
く
相
反
す
る
研
究
上
の
立
場
が
見
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
リ
チ
ャ
ー
ド
・
タ
ッ
ク
は
、
セ
ル
デ
ン
の
特
異
性
を
指
摘
す
る
。
「
コ

モ
ン
・
ロ
ー
が
歴
史
的
に
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
一
般
的
・
普
遍
的
な
も

の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
特
殊
時
代
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
セ
ル
デ
ン
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー

理
解
は
、
同
時
代
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
一
般
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
説
明
と
は
対
立

す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
（R

ichard Tuck, ‘ ‘The A
ncient Law

 of Freedom
’: John 

Selden and C
ivil W

ar’, in John M
orrill (ed,), Reactions to the English Civil 

W
ar 1642-1649 , London,1982, pp.137-161, at p.140.

）
。
こ
れ
に
対
し
て
バ
ジ
ス

は
、
セ
ル
デ
ン
を
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
た
一
六
世
紀
の
法
学
者
セ
イ
ン
ト
・
ジ
ャ
ー

マ
ン
の
理
解
を
継
承
す
る
立
場
と
し
て
見
な
し
、
そ
れ
こ
そ
が
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の

標
準
的
理
解
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
ヘ
ド
リ
ィ
や
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
、
デ
イ
ヴ
ィ

ス
等
と
い
っ
た
当
時
の
代
表
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
を
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
め
る
。

ク
ッ
ク
の
み
が
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
不
変
性
の
理
念
を
継
承
し
た
特
異
で
非
典
型
的
な

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
見
な
さ
れ
る
（B

urgess, The Politics of the Ancint 

Constitution, chap.2

）
。 
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