
第３章 「古来の国制」論とコモン・ロー理論 

  

第
三
章 

「
古
来
の
国
制
」
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論 

  

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
展
開
さ
れ
た
「
古
来
の
国
制
」
論
は
、
第
一
章
で
わ
れ

わ
れ
が
確
認
し
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
や
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ス
ミ
ス
と
い
っ
た
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
伝
統
的
な
国
制
観
念
の
系
譜
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
政
治
言
説
で
あ
っ
た

が
、
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
、
第
二
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法
を
含
む
ル
ネ

サ
ン
ス
人
文
主
義
の
知
的
影
響
に
よ
っ
て
触
媒
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
的
な

新
た
な
国
制
モ
デ
ル
へ
と
展
開
し
た
観
念
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
「
古
来
の
国
制
」

論
と
は
、
何
よ
り
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
法
た
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
「
法

の
支
配
」
を
意
味
し
た
。
一
七
世
紀
前
期
に
は
、
こ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
そ
れ
ま
で

の
伝
統
的
な
解
釈
を
超
え
て
新
た
な
基
礎
づ
け
が
与
え
ら
れ
、
「
古
典
的
コ
モ
ン
・

ロ
ー
理
論
」
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
「
慣
習
」
と
「
理
性
」
が
密
接

な
連
関
を
も
っ
て
相
互
補
完
し
あ
う
観
念
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
古
来
の
一
般
的
慣
習

の
な
か
に
存
す
る
と
さ
れ
た
理
性
は
、
究
極
的
に
は
自
然
法
や
神
法
と
の
一
致
に
お

い
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
事
柄
は
一
般
的
に
、
自
然
法
と
神

法
と
王
国
の
一
般
的
慣
習
（general C

ustom
es

）
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」

と
、
ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
が
結
論
づ
け
て
い
る
よ
う
に 

１ 

、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を

構
成
す
る
主
要
な
エ
レ
メ
ン
ト
は
、
「
自
然
法
」
と
「
神
法
」
、
そ
し
て
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
「
一
般
的
慣
習
」
で
あ
っ
た
。 

そ
れ
ゆ
え
以
下
の
と
こ
ろ
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
持
つ
思
考
様
式
の
特
徴
を
、

「
慣
習
」
と
し
て
の
位
相
と
「
理
性
」
と
し
て
の
位
相
と
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
「
古

来
の
慣
習
」
「
自
然
法
」
「
神
法
」
と
い
っ
た
エ
レ
メ
ン
ト
を
軸
に
し
て
検
討
し
て

い
き
た
い
。
そ
し
て
そ
の
な
か
で
、
「
時
の
検
証
」
と
い
う
観
念
こ
そ
が
、
一
方
に

お
け
る
古
来
の
「
一
般
的
慣
習
」
と
、
他
方
に
お
け
る
神
法
・
自
然
法
と
を
媒
介
す

る
も
の
と
し
て
働
い
て
い
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の
「
時
の
検
証
」
と
い

う
観
念
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
古
来
の
慣
習
と
い
う
中
世
的
な
観
念
が
ル
ネ
サ

ン
ス
人
文
主
義
や
ロ
ー
マ
法
の
「
理
性
」
の
観
念
に
よ
っ
て
触
媒
さ
れ
な
が
ら
、
よ

り
洗
練
さ
れ
た
一
七
世
紀
型
の
新
た
な
思
考
様
式
へ
と
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
時
の
観
念
」
に
基
づ
い
た
「
法
の
支
配
」
の
観
念
に
よ
っ
て
、
「
古
来
の
国

制
」
論
と
い
う
新
た
な
立
憲
君
主
制
の
モ
デ
ル
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

一
七
世
紀
に
成
立
し
た
「
法
の
支
配
」
に
お
け
る
「
法
」
が
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う

な
思
想
的
基
盤
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
点
を
確
認
し
て
い
く
こ
と

が
、
本
章
の
主
た
る
課
題
で
あ
る
。 

  

第
一
節 

慣
習
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー 

  

コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
「
慣
習
法
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
ま
ず

何
よ
り
も
「
慣
習
」
と
し
て
の
特
性
を
そ
の
内
に
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
「
慣
習
」

は
、
そ
れ
が
「
超
記
憶
的
時
代
（tim

e out of m
ind; tim

e im
m

em
orial

）
」
か
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ら
存
在
し
て
き
た
と
さ
れ
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
と
呼
ぶ
に
相

応
し
い
も
の
に
な
る
、
と
通
常
い
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
慣
習
は
地
域
ご
と
の
「
個
別
」

の
慣
習
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
に
共
通
す
る
「
一
般
的
」
な
慣
習

で
あ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
な
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、｢

慣
習｣
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
か
つ
同
時
に
個
別
の
地
域
を
越

え
た
国
家
の
「
一
般
法
」
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
、
こ
う
し
た
特
殊
コ
モ
ン
・

ロ
ー
的
な
説
明
は
、
第
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
古
く
は
す
で
に
ブ
ラ
ク
ト
ン
の

言
説
の
な
か
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
近
代
以
降
の

国
家
が
通
常
と
る
一
般
法
の
形
態
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
よ
り
明
瞭
に
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
た
め
に
、
「
法
（lex

）
」
と
「
慣
習
（consuetudo

）
」
と
い
う
概
念
が
、

そ
れ
ぞ
れ
成
立
の
経
緯
か
ら
言
っ
て
、
本
来
ど
の
よ
う
な
特
性
を
持
つ
も
の
な
の
か
、

を
ま
ず
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
有
効
な
作
業
と
な
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
「
法
」
と

は
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
通
常
、
そ
れ
は
制
定
手
続
き
を

経
て
権
威
あ
る
者
に
よ
っ
て
布
告
さ
れ
た
「
成
文
」
の
も
の
を
意
味
し
て
い
た
。
こ

れ
に
対
し
「
慣
習
」
と
は
、
そ
の
地
域
的
な
実
体
に
即
し
て
慣
例
的
に
運
用
さ
れ
て

き
た
と
い
う
意
味
で
、
本
来
的
に
そ
れ
は
「
不
文
」
の
も
の
で
あ
る
。
慣
習
法
た
る

コ
モ
ン
・
ロ
ー
も
当
然
、
「
不
文
法
（lex non scripta

）
」
の
形
式
を
と
る
。
ま
た

第
二
に
、
「
法
」
と
は
本
来
は
「
地
域
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、
「
一
般
的
」
な
も

の
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
「
慣
習
」
と
は
、
そ
の
成
立
の
経
緯
か
ら
言
っ
て
、

本
来
は
「
地
域
的
」
な
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
慣
習
法
で
あ
る
は

ず
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
「
地
域
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、
国
家
の
「
一
般
的
」
な

「
法
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
る
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
「
成
文
」
で
は
な
く

「
不
文
」
の
形
式
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
完
全
な
「
法
（lex

）
」
と
は
言
え
な
い
。
し

か
し
逆
に
そ
れ
は
、
「
地
域
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、
「
一
般
的
」
な
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
完
全
な
「
慣
習
（consuetudo

）
」
と
も
い
え
な
い
。

つ
ま
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
ロ
ー
マ
法
の
〈lex

〉
と
し
て
の
特
徴
を
一
方
に
お

い
て
持
ち
、
同
時
に
「
慣
習
」
と
し
て
の
特
徴
を
他
方
に
お
い
て
持
っ
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
、
「
慣
習
」
と
し
て
不
文

法
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
か
つ
同
時
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い
う
「
ネ
ー
シ
ョ

ン
」
全
体
に
効
力
を
有
す
る
一
般
的
な
「
法
」
と
し
て
近
代
以
降
も
継
承
さ
れ
る
た

め
に
は
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
思
考
様
式
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
成
文
法
（
制
定
法
）
の
形
式
で
は
な
く
「
不
文
法
」
（
慣
習
法
）
の
形
式

で
、
個
別
の
地
域
を
越
え
た
ネ
ー
シ
ョ
ン
共
通
の
「
一
般
法
」
が
成
立
す
る
と
い
う

の
は
、
通
常
の
近
代
国
家
に
見
ら
れ
る
形
態
で
は
な
い
。
し
か
し
実
は
、
こ
う
し
た

形
式
の
な
か
に
こ
そ
、
特
殊
コ
モ
ン
・
ロ
ー
的
な
法
的
特
徴
と
そ
の
思
考
様
式
が
現

れ
て
い
る
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。 

 
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
以
下
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
慣

習
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
お
よ
び
「
理
性
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
と
い
う

二
つ
の
視
点
か
ら
、
一
七
世
紀
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
言

説
を
通
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
考
様
式
の
特
徴
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
に
し

よ
う
。 
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（
一
）
超
記
憶
的
慣
習
と
一
般
的
慣
習 

  

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
通
常
、
「
慣
習
法
」
「
不
文
法
」
「
一
般
法
」
「
共
通
法
」

等
と
訳
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
訳
語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
持
つ
特
徴

の
一
端
が
表
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。 

ま
ず
、
当
時
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
説
明

と
し
て
し
ば
し
ば
展
開
さ
れ
て
い
る
典
型
的
な
言
説
を
、
主
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

の
言
説
の
中
か
ら
、
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ

ィ
ン
チ
に
よ
れ
ば
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
超
記
憶
的
時
代
（tim

e 

out of m
ind

）
か
ら
運
用
さ
れ
て
き
た
法
で
あ
り
、
取
得
時
効
（prescription

）
に

よ
っ
て
王
国
じ
ゅ
う
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
法
で
あ
る
」
と
い
う 

２ 

。
他
方
、

ジ
ョ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
も
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
王
国
の
共

通
慣
習
（C

om
m

on C
ustom

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
定
義
す
る
。
そ
れ
は
、
「
国

王
の
勅
許
に
よ
っ
て
も
、
議
会
に
よ
っ
て
も
つ
く
ら
れ
た
り
、
生
み
出
さ
れ
た
り
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
慣
用
（use

）
や
慣
行
（practice
）

の
な
か
に
存
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
」 

３ 

。 

こ
こ
に
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
持
つ
基
本
的
特
徴
の
一
端
が
鮮
や
か
に
表
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
慣
習
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し

て
、
そ
の
慣
習
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
呼
ば
れ
る
た
め
に
は
、
次
の
ふ
た
つ
の
要
件
を

満
た
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
「
超
記
憶
的
」

な
慣
習
と
い
う
条
件
、
そ
し
て
第
二
に
「
王
国
共
通
」
の
慣
習
と
い
う
条
件
で
あ
る
。

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
要
件
は
、
「
慣
習
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
の
基
本
的
特
徴
を

な
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
特
徴
と
し
て
ま
ず
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
性
質
が
ま
さ
に
慣
習
と
い
う
次
元
に
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
慣
習
が
、

古
来
よ
り
継
承
さ
れ
た
「
超
記
憶
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
「
超

記
憶
的
時
代
（tim

e out of m
ind, tim

e im
m

em
orial

）
」
と
い
う
観
念
は
、
も

と
も
と
「
法
的
記
憶
の
及
ば
ぬ
時
代
」
を
意
味
し
、
具
体
的
に
は
一
一
八
九
年
以
前

を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
一
二
七
五
年
の
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
第
一
法
律
（Statute 

of W
estm

inster I

）
に
よ
っ
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
一
世
の
治
世
第
一
年
の
初
日
と
な
る

一
一
八
九
年
九
月
三
日
以
降
が
、
「
法
的
記
憶
」
（legal m

em
ory

）
の
及
ぶ
時
代

と
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る 

４ 

。
こ
の
法
的
記
憶
の
及
ば
ぬ
慣
習
と
い
う
要
件

こ
そ
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
的
効
力
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
展
開
し
て
い
た
思
考
プ
ロ

セ
ス
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。 

た
と
え
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ノ
イ
（W

illiam
 N

oy

）
は
、
「
慣
習
」
の
成
立
の
仕

方
と
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
法
」
と
し
て
の
効
力
を
持
つ
に
い
た
る
過
程
を
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
る
合
理
的
な
行
為
が
ひ
と
た
び
行
わ
れ
、
そ

れ
が
人
民
に
と
っ
て
有
益
（profitable

）
で
、
同
意
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
と
、
彼
ら
は
そ
れ
を
頻
繁
に
用
い
（use

）
、
実
践
（practice

）
す
る
よ
う
に

な
る
。
そ
う
し
て
、
同
じ
行
為
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
慣
習
と
な
っ

た
の
で
あ
る
」
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
慣
習
は
、
有
益
か
つ
同
意
可
能
な
も
の
と
し
て
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「
超
記
憶
的
時
代
（tim

e out of m
inde

）
か
ら
間
断
な
く
行
わ
れ
て
き
て
」
い
る

と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
「
人
民
の
是
認
」
を
得
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
う

し
て
「
法
と
し
て
の
効
力
を
獲
得
し
た
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
、
と 

５ 

。
つ
ま
り
、

超
記
憶
的
な
過
去
よ
り
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
「
歴
史
的
通
用
性

（historical appropriateness

）
」
６ 

の
な
か
に
、
人
民
の
是
認
が
求
め
ら
れ
て

い
く
と
い
う
思
考
様
式
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
点
に
関
係
し
て
興
味
深
い
の
が
、
こ
の
ノ
イ
の
説
明
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
説

明
を
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
も
行
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
言

説
が
あ
る
一
定
の
集
団
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
は
か
な
り
多

く
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
典
型
的
事
例
の
一
つ
と
し
て
い
く
ぶ
ん
重
複
す
る
が
引

証
し
て
お
こ
う
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
い
う
。
「
あ
る
合
理
的
な
行
為
が
か
つ
て
行
わ
れ
、

そ
れ
が
人
民
に
と
っ
て
善
き
か
つ
有
益
な
も
の
（good and profitable

）
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
ら
の
性
質
と
性
向
が
同
意
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、
彼

ら
は
何
度
も
く
り
返
し
そ
れ
を
慣
例
的
に
用
い
実
践
す
る
（use 

＆ practice
）
よ

う
に
な
る
。
そ
う
し
て
そ
の
行
為
が
頻
繁
に
反
復
さ
れ
、
増
幅
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
は
慣
習
と
な
り
、
そ
し
て
古
来
よ
り
間
断
な
く
継
承
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
法
と
し
て
の
効
力
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
」
７ 

。
明
ら
か
に

こ
こ
に
は
か
な
り
の
程
度
一
致
し
た
言
説
の
共
有
性
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
こ
こ
に
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
法
の
正
当
性
の
根
拠
に
つ
い
て
の
説
明
が
、

「
超
記
憶
的
な
古
来
よ
り
の
継
承
性
」
と
い
う
歴
史
的
通
用
性
の
な
か
に
求
め
ら
れ

て
い
る
と
い
う
点
は
、
後
の
考
察
と
の
関
連
で
注
意
し
て
お
き
た
い
。
と
同
時
に
そ

の
継
承
性
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
「
合
理
性
」
と
い
う
の
は
、
〈use

〉
と
か

〈practice

〉
と
い
っ
た
次
元
に
お
い
て
、
「
良
き
か
つ
有
益
（good and 

profitable

）
」
で
あ
る
と
い
う
「
効
用
」
の
観
点
に
照
ら
し
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
後
に
論
じ
る
「
時

の
検
証
」
と
い
う
観
念
と
も
密
接
に
関
連
し
て
く
る
問
題
で
あ
り
、
ま
た
さ
ら
に
は
、

本
章
の
第
五
節
で
、
い
わ
ゆ
る
近
代
の
啓
蒙
的
理
性
と
は
異
な
っ
た
、
英
国
の
コ
ン

ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
特
有
の
「
合
理
性
」
の
観
念
を
論
じ
る
際
に
も
、

改
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
問
題
と
な
ろ
う
。 

 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
特
徴
と
し
て
第
二
に
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、
「
王
国
共
通
」
の

「
一
般
的
」
慣
習
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
王
国
の
一
般
的
慣
習
（general custom

 of 

the realm

）
」
と
い
う
観
念
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
成
立
の
一
般
的
な
説
明
様
式
の
ひ

と
つ
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
術
語
は
、
ほ
ぼ
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
と
同
義
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
王
国
共
通
の
一
般
的
慣
習
」
と
い
う
言
葉
の
由
来
は
、
一
二

世
紀
の
国
王
裁
判
所
で
用
い
ら
れ
出
し
た
論
拠
に
よ
る
。
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
ェ
ス

ト
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
統
治
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ノ
ル
マ
ン
朝
の
国
王
は
、

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
の
慣
習
に
従
っ
て
統
治
に
当
た
る
旨
を
宣
言
し
て
い
た
が
、

国
王
裁
判
所
の
裁
判
官
の
判
断
は
「
法
発
見
」
と
い
う
建
前
を
超
え
て
、
場
合
に
よ

っ
て
か
な
り
自
由
に
「
法
創
造
」
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
国
王
裁
判
所
に
よ

る
自
由
な
法
創
造
を
、
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
前
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン

期
の
慣
習
に
従
う
と
い
う
建
前
と
の
あ
い
だ
に
整
合
性
を
保
つ
た
め
に
用
い
ら
れ
た

論
拠
が
、
国
王
の
裁
判
は
「
地
方
的
慣
習
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
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の
で
は
な
く
、
「
王
国
の
一
般
的
慣
習
」
に
こ
そ
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
こ
う
し
た
国
王
裁
判
の

拠
り
所
と
い
う
形
で
成
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る 

８ 

。 

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
説
明
に
お
い
て
も
、
「
慣

習
」
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
な
る
た
め
に
は
、
「
超
記
憶
的
慣
習
」
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
れ
は
王
国
全
体
に
わ
た
る
「
一
般
的
慣
習
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
高
性
を
説
明
す
る
際
に
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た

ち
が
採
っ
て
い
た
典
型
的
な
思
考
様
式
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ノ
イ
は
こ
の
慣
習
の

一
般
性
な
い
し
共
通
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
ま
ず
、
「
慣
習
に
は
二

つ
の
種
類
が
あ
る
」
。
ひ
と
つ
は
、
「
全
王
国
を
通
じ
て
通
用
す
る
一
般
的
慣
習

（G
eneral custom

s

）
」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
「
あ
る
特
定
の
州
、
都
市
、

町
、
領
地
で
通
用
し
て
い
る
個
別
的
慣
習
（Particular custom

s
）
」
で
あ
る
。
そ

し
て
前
者
の
王
国
共
通
の
一
般
的
慣
習
こ
そ
が
、
「
時
に
は
格
律
と
呼
ば
れ
る
」
も

の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
わ
た
っ
て
通
用
し
て
い
る
一

般
的
慣
習
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
な
の
で
あ
る
」
９

。
他
方
、
「
個
別
的
慣
習
」
、
す
な

わ
ち
「
マ
ナ
ご
と
、
地
域
ご
と
に
異
な
っ
た
諸
慣
習
は
、
こ
の
王
国
を
統
治
し
て
き

た
い
く
つ
か
の
民
族
（nations

）
に
よ
っ
て
主
に
も
た
ら
さ
れ
て
き
た
も
の
」
１
０ 

だ

と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
個
別
的
慣
習
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
法
の
再
興
た

る
一
般
的
慣
習
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
異
な
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
支
配

し
た
幾
多
の
民
族
が
、
征
服
の
際
に
持
ち
込
ん
だ
そ
の
時
々
の
征
服
民
族
の
慣
習
が

地
域
ご
と
に
残
っ
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
ノ
イ
は
、
こ
の
「
一
般
的
慣
習
」
と
い
う
点
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、

他
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
言
葉
を
い
く
つ
か
引
証
し
て
い
る
。「
ク
ッ
ク
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
、
一
般
的
に
（generally

）
受
容
さ
れ
た
共
通
意
見
（com

m
on 

opinion

）
だ
と
言
い
、
プ
ラ
ウ
デ
ン
は
、
そ
れ
を
、
一
般
的
慣
用
（com

m
on use

）

で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
フ
ィ
ン
チ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
王
国
じ
ゅ
う
に
わ
た

る
取
得
時
効
（prescription

）
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
法
の
こ
と
だ
と
言
う
」

１
１ 

。
こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
法
体
系
の
も
つ
意
義
を
政

治
思
想
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
政
治
共
同
体
の
「
共
通
感
覚
（com

m
on sense

）
」
、

あ
る
い
は
「
共
有
意
識
（a shared sense

）
」
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
の
だ
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
王
国
（realm

）
」
と
い
う
政
治

共
同
体
に
お
い
て
歴
史
的
に
生
成
さ
れ
た
、
一
般
的
（general

）
で
、
共
通
の

（com
m

on

）
、
慣
用
（use

）
と
か
、
慣
例
的
な
実
践
（practice

）
と
か
、
あ
る

い
は
意
見
（opinion

）
と
い
っ
た
一
連
の
要
素
の
総
体
と
し
て
の
共
通
感
覚
的
な
も

の
を
、
共
同
体
の
政
治
的
・
法
的
基
礎
づ
け
と
し
て
重
視
す
る
態
度
で
あ
る
。
ノ
イ

は
、
上
記
の
引
証
の
後
、
さ
ら
に
言
葉
を
続
け
て
、
「
法
の
最
高
の
解
釈
者
と
は
、

慣
習
で
あ
る
」
１
２ 

と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
解
釈

が
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
政
治
共
同
体
の
伝
統
の
な
か
に
集
積
さ
れ
た
共
通
感
覚
的

な
も
の
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
後
に

触
れ
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
支
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
歴
史
的
通
用
性

（historical appropriateness

）
」
と
い
う
通
時
的
な
概
念
と
、
「
合
理
性

（reasonableness
）
」
と
い
う
共
時
的
な
概
念
の
連
結
も
、
じ
つ
は
こ
の
政
治
共
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同
体
の
「
共
通
感
覚
」
と
い
う
次
元
に
お
い
て
現
前
し
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
も
よ

い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
持
つ
政
治
思
想
的
性
格
の
一
端
が
表

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
「
王
国
共
通
」
の
「
超
記
憶
的
」
な
慣

習
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
特
徴
は
さ
ら
に
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
卓
越
性
の
根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
卓
越
性

は
、
法
の
作
成
者
の
「
人
的
権
威
」
で
は
な
く
、
慣
習
が
人
民
の
必
要
性
に
事
実
の

上
で
適
っ
て
い
た
と
い
う
「
歴
史
的
検
証
」
の
上
に
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
デ
イ

ヴ
ィ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
慣
習
は
、
そ
れ
が
古
来
よ
り
検
証
さ
れ
―
そ
の
間

じ
ゅ
う
ず
っ
と
何
の
不
便
も
生
じ
ず
に
―
、
是
認
さ
れ
て
初
め
て
法
と
な
る
」
。
こ

れ
に
対
し
て
君
主
の
命
令
は
、
「
そ
れ
が
人
民
の
本
性
と
気
質
に
適
っ
て
い
て
、
同

意
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
何
ら
か
の
不
便
が
引
き
起
こ
さ
れ
は
し
な
い
の
か

ど
う
か
に
つ
い
て
、
試
練
と
検
証
を
受
け
る
前
に
臣
民
に
対
し
て
課
さ
れ
る
」
も
の

で
あ
る 

１
３ 

。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
他
の
実
定
法

や
主
権
者
の
命
令
と
比
べ
て
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る
「
卓
越
性
」
と
い
う
の
は
、
時

の
検
証
を
経
て
き
た
と
い
う
事
実
の
な
か
に
求
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
「
時

の
検
証
」
と
い
う
観
念
を
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
卓
越
性
を
正
当
化
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク

と
し
て
見
事
に
定
式
化
し
た
の
が
、
一
六
一
〇
年
議
会
に
お
け
る
ト
マ
ス
・
ヘ
ド
リ

ィ
の
長
大
な
議
会
演
説
で
あ
っ
た
。 

  

 

（
二
）
「
時
の
検
証
」
と
「
時
の
作
品
」 

  

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
そ
の
歴
史
的
成
立
の
直
接
的
な
経
緯
か
ら
言
え
ば
、
先
ほ

ど
述
べ
た
よ
う
に
、
各
地
方
ご
と
の
個
別
の
領
主
裁
判
所
や
古
来
よ
り
の
共
同
体
裁

判
所
に
対
置
さ
れ
、
各
マ
ナ
の
慣
習
を
越
え
た
王
国
共
通
の
裁
判
、
す
な
わ
ち
コ
モ

ン
・
ロ
ー
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
の
判
例
の
集
積
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
ヘ
ン
リ
ー
二
世
の
こ
ろ
か
ら
一
三
世
紀
初
期
に
か
け
て
進
行
し
、
そ
の
後
エ
ド
ワ

ー
ド
一
世
期
の
一
三
世
紀
い
っ
ぱ
い
を
か
け
て
確
立
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ

は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
に
よ
る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
法
の
宣
言
を
建

前
と
し
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
こ
で
は
国
王
裁
判
の
権
威
に
由
来
し
た
積
極
的
な
法

創
造
の
側
面
も
見
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
初
期

の
絶
対
君
主
制
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
政
治
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
、
王
権
と
議
会
と

の
対
立
、
国
王
大
権
と
臣
民
の
自
由
と
の
対
立
緊
張
と
い
っ
た
課
題
に
、
議
会
側
が

有
効
に
対
処
す
る
に
は
、
元
来
は
国
王
の
「
ク
ー
リ
ア
・
レ
ー
ギ
ス
（curia regis

）
」

の
裁
判
権
に
由
来
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
「
裁
判
官
の
判
決
」
に
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
正
当
性
を
単
純
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
国
王
や
議
会
、
裁
判
官
等
の
個
別

の
行
為
主
体
を
超
え
た
よ
り
普
遍
的
な
地
平
に
お
い
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
規
範
的
権

威
を
基
礎
づ
け
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。 

こ
う
し
た
要
請
に
応
え
る
形
で
導
き
出
さ
れ
て
き
た
の
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
権

威
（authority
）
を
「
時
（tim

e

）
」
あ
る
い
は
「
時
の
叡
智
」
に
由
来
さ
せ
る
観

念
で
あ
っ
た
。
管
見
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
解
釈
的
立
場
を
洗
練
さ
れ
た
形
で
か
つ
体
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系
的
に
最
初
に
表
現
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ト
マ
ス
・
ヘ
ド
リ
ィ
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
ヘ
ド
リ
ィ
の
「
時
の
叡
智
に
よ
る
検
証
」
と
「
理
性
の
精
髄
」
と
い
う
観
念

の
な
か
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
第
一
章
で
す
で
に
取
り
上
げ
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
的

な
「
歴
史
」
の
観
念
と
、
同
じ
く
第
二
章
で
確
認
し
た
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
影

響
、
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
法
の
受
容
か
ら
生
じ
た
「
理
性
」
の
観
念
の
両
方
の
性
格
が

融
合
し
て
い
る
の
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
ヘ
ド
リ
ィ
の
展
開
し
た

「
時
の
検
証
」
と
い
う
観
念
は
、
一
六
世
紀
後
期
か
ら
一
七
世
紀
初
期
に
見
ら
れ
た

ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
知
的
影
響
を
つ
よ
く
受
け
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
解
、
す
な

わ
ち
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
性
を
積
極
的
に
追
求
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
不
変
性
の
観

念
を
放
棄
し
て
そ
の
歴
史
的
改
変
ま
で
も
積
極
的
に
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
た
態
度

が
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
の
絶
対
主
義
の
台
頭
を
前
に
し
て
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー

の
テ
ー
ゼ
、
す
な
わ
ち
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性
と
そ
れ
ゆ
え
の
卓
越
性
を
強
調
し

た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
解
に
再
び
立
ち
返
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
他
方

で
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
お
よ
び
ロ
ー
マ
法
の
知
的
洗
礼
を
受
け
て
い
た
ヘ
ド
リ

ィ
の
思
考
は
、
か
つ
て
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
な
か
ば
神
話
的
な
理
解
に
収
ま
り

き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
伝
統
に
立
ち
返

り
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
れ
を
超
え
た
よ
り
洗
練
さ
れ
た
形
式
に
お
い
て
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
古
来
性
に
つ
い
て
の
新
た
な
定
式
化
を
試
み
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
か
れ
の
思
考
に
見
ら
れ
る
の
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
的
な
歴
史
の
観
念
と
人

文
主
義
的
な
理
性
の
観
念
を
整
合
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ヘ
ド
リ
ィ
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
思
考
様
式
の
特
徴
は
、
本
稿
で
も
し
ば
し
ば
引
証

す
る
、
ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ノ
イ
、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ン
チ
、
ヘ
ネ
イ
ジ
・

フ
ィ
ン
チ
、
ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ュ
ラ
ー
と
い
っ
た
、
一
六
一
〇
年
議
会
以
降
の
前
期
ス

テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
庶
民
院
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
一
群
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
よ
っ
て
も
共
有
さ
れ
て
い
た 

１
４ 

。 

 

そ
こ
で
ま
ず
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
「
古
来
の
国
制
」
論
の
端
緒
と
な
っ
た

一
六
一
〇
年
議
会
で
の
ヘ
ド
リ
ィ
の
言
説
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
一
六

一
〇
年
議
会
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
に
入
っ
て
最
初
に
本
格
的
な
国
制
論
争
が
展
開

さ
れ
た
場
で
あ
っ
た
。
庶
民
院
の
審
議
に
お
い
て
最
大
の
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
議

会
の
同
意
を
得
な
い
国
王
大
権
に
よ
る
新
た
な
賦
課
金
（im

position

）
の
徴
収
と

い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
王
大
権
の
性
格
そ
の
も
の
を
め
ぐ
る
議
論
へ
と
発
展

し
て
い
っ
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
定
義
に
関
す
る
議
論
が
改
め
て
展
開
さ
れ
た
の
は
、

こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
議
会
の
同
意
を
得
ず
に
国
王

大
権
に
よ
り
行
使
さ
れ
た
新
た
な
賦
課
金
の
是
非
を
判
断
す
る
に
は
、
最
初
に
、
「
コ

モ
ン
・
ロ
ー
が
何
で
あ
る
か
を
定
義
す
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
定
義
を
め
ぐ
る
ヘ
ド
リ
ィ
の
議
論
の
展
開
に
は
、
従
来
の
種
々

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
関
す
る
見
解
を
選
り
分
け
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
超
え
た
新
た
な

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
定
式
化
を
試
み
よ
う
と
す
る
彼
の
思
考
プ
ロ
セ
ス
が
は
っ
き
り
と

現
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
議
論
の
展
開
を
い
く
ぶ
ん
詳
細
に
追
っ
て
み
た
い
。 

ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
者
は
「
コ
モ

ン
・
ロ
ー
と
は
裁
判
官
の
意
思
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
言
い
、
ま
た
他
の
者
は
「
コ
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モ
ン
・
ロ
ー
と
は
共
通
の
理
性
（com

m
on reason

）
」
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し

こ
れ
ら
の
定
義
で
は
、
そ
れ
な
し
に
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
正
し
い
定
義
」
が
決
し

て
な
し
え
な
い
よ
う
な
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
種
差
（difference

）
」
な
い
し
「
本

質
的
形
式
（essential form

）
」
を
言
い
当
て
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
あ
ら
ゆ
る
法
が
理
性
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
真
実
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ

は
「
あ
ら
ゆ
る
理
性
が
法
で
あ
る
」
と
言
い
換
え
可
能
な
命
題
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
あ
る
者
は
、
こ
う
定
義
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
に
と
っ
て
善
き
か
つ
有
益
な
も
の
（good and profitable

）
で
あ
る
と
、

裁
判
官
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
た
理
性
で
あ
る
」
と
。
し
か
し
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
こ
れ
で

も
ま
だ
「
真
の
定
義
」
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
「
こ
の
王
国
の

制
定
法
も
ま
た
、
理
性
に
適
い
（reasonable

）
、
善
き
か
つ
有
益
な
も
の
」
だ
か

ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
場
合
に
は
、
裁
判
官
自
身
は
（
さ
ら
に
は
国
王
自
身
と

い
え
ど
も
）
、
議
会
な
し
に
は
、
そ
れ
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ま
た
あ
る
者
は
こ
う
定
義
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
国
王
と
人
民
の
相
互

の
同
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
議
会
こ
そ
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
実
体
（m

atter

）
と
形

式
（form

）
を
賦
与
し
、
あ
ら
ゆ
る
補
足
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
。
ヘ
ド
リ
ィ

は
、
こ
の
議
会
に
お
け
る
国
王
と
人
民
の
相
互
同
意
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
基
礎
を
求

め
る
見
解
も
否
定
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
突
き
詰
め
る
と
こ
ろ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を

制
定
法
と
同
一
視
し
、
併
せ
て
議
会
の
権
能
の
下
に
置
く
立
場
へ
と
つ
な
が
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
影
響
下
で
も
っ
ぱ
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー

の
「
理
性
」
の
契
機
を
追
求
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
考
古
的
な
歴
史
研
究
の
成
果
に
基
づ

い
て
法
の
歴
史
的
な
改
変
を
認
め
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
解
釈

態
度
の
な
か
に
見
ら
れ
た
見
解
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン
は

こ
う
し
た
解
釈
立
場
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う 

１
５ 

。
し
か
し
、
ヘ
ド
リ

ィ
に
よ
れ
ば
、
「
議
会
は
そ
の
権
力
と
権
威
を
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
得
て
い
る
」

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
議
会
よ
り

も
大
き
な
効
力
と
力
を
も
っ
て
い
る
」
と
。
た
と
え
ば
、
国
王
大
権
は
、
議
会
の
制

定
法
を
無
効
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
「
王
位
（crow

n

）
の
権
利
と
継
承
」
を
拘

束
し
、
導
く
と
こ
ろ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
無
効
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
議
会
も
王
権
も
支
配
す

る
と
こ
ろ
の
、
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
い
う
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
生
命
で
あ

り
、
魂
で
あ
る
」
べ
き
法
で
あ
っ
た
。 

 

こ
う
し
て
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
裁
判
官
の
判
決
に
単
純
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
由
来
を
求

め
る
伝
統
的
に
見
ら
れ
た
見
解
も
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
た
こ
の
時
期
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
好
ん
で
用
い
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
単
な
る
「
理
性
」
と
等
価
の
も

の
と
み
な
す
見
解
も
、
さ
ら
に
は
人
文
主
義
の
考
古
的
な
歴
史
研
究
に
依
拠
し
て
コ

モ
ン
・
ロ
ー
と
議
会
制
定
法
を
等
価
の
も
の
と
み
な
す
見
解
も
、
い
ず
れ
も
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
真
の
定
義
と
は
な
り
え
な
い
と
し
て
退
け
る
。
こ
う
し
て
、
彼
は
コ
モ

ン
・
ロ
ー
に
つ
い
て
、
新
た
な
定
義
を
試
み
る
。
「
こ
の
よ
う
に
人
び
と
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
に
関
す
る
誤
解
を
示
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
い
ま
や
私
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
、

理
性
に
依
拠
し
た
制
定
法
そ
の
他
す
べ
て
の
法
令
や
、
理
性
に
基
づ
く
種
々
の
専
門

学
と
区
別
す
る
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
本
質
的
形
式
、
あ
る
い
は
種
差
を
定
義
し
よ
う
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と
思
う
」
。
ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
「
検
証
さ
れ
た
理
性
（tried 

reason
）
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
理
性
の
精
髄
（quintessence of reason

）
」

で
あ
る
と
い
う
。
制
定
法
は
「
議
会
の
理
性
と
叡
智
」
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
は
「
単
な
る
理
性
（bare reason

）
」
以
上
の
も
の
で
あ
る 

１
６ 

。
議
会

こ
そ
は
、
「
国
王
、
貴
族
、
聖
職
者
、
庶
民
」
が
結
集
し
た
「
王
国
全
体
の
全
叡
智

（w
isdom

）
」
に
相
当
す
る
が
、
こ
の
「
議
会
よ
り
も
理
性
を
よ
り
良
く
検
証
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
」
、
そ
れ
こ
そ
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
そ
れ
は
、
法
の
裁
判
官
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
官
た
ち
は

み
な
、
議
会
を
構
成
す
る
一
部
と
し
て
参
加
し
て
い
る
者
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
「
時
（tim

e

）
」
こ
そ
が
、
「
真
実
の
検
証
者
」
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
。
彼
は
い
う
。 

 

国
王
、
貴
族
、
聖
職
者
、
庶
民
ら
が
み
な
結
合
し
た
議
会
の
叡
智
も
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
本
質
的
形
式
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
が
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

ほ
ど
に
は
、
真
の
理
性
の
検
証
者
た
り
え
な
い
。
唯
一
、
理
性
を
検
証
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
、
そ
れ
こ
そ
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
本
質
的
形
式
を
な
す
も
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
時
（tim

e

）
で
あ
る
。
時
は
、
真
実
の
検
証
者

で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
叡
智
と
教
養
と
知
識
の
本
源
（author

）
を
な
す

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
人
定
法
は
そ
の
最
も
重
要
な
力
、

名
誉
、
評
価
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
時
は
、
裁
判
官
よ
り
も
賢
明
で
あ
り
、

議
会
よ
り
も
賢
明
で
あ
る
。
否
、
時
は
、
人
間
の
持
つ
い
か
な
る
分
別
（w

it

）

よ
り
も
賢
明
な
の
で
あ
る 

１
７ 

。 

  

こ
の
よ
う
に
ヘ
ド
リ
ィ
に
と
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
本
質
的
形
式
」
を
な
す
も

の
は
「
時
」
で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
「
時
の
作
品
」
１
８ 

だ
と
見
な
さ
れ
る
。
お

よ
そ
あ
ら
ゆ
る
人
定
法
の
理
性
と
権
威
の
形
成
は
、
ヘ
ド
リ
ィ
に
と
っ
て
、
「
時
の

検
証
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
議
会
の
制
定
法
の
場
合
に
も
、
議
会

は
法
案
を
長
い
時
間
を
か
け
て
討
議
し
、
つ
い
に
は
そ
れ
を
通
過
さ
せ
る
。
そ
う
し

て
作
成
さ
れ
た
制
定
法
は
、
一
定
の
「
時
」
を
か
け
て
継
続
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
な

か
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
と
っ
て
善
き
か
つ
有
益
な
も

の
で
あ
る
か
否
か
」
を
、
「
時
と
経
験
の
叡
智
」
に
よ
っ
て
検
証
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
議
会
制
定
法
を
検
証
す
る
場
合
の
「
時
」
と
は
、
「
七
年
間
、
も
し
く
は
次

の
議
会
ま
で
」
の
限
定
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

で
い
う
と
こ
ろ
の
「
時
」
と
は
、
「
慣
習
を
生
み
出
す
よ
う
な
時
」
で
あ
り
、
「
人

間
の
記
憶
」
の
範
疇
を
超
え
た
「
超
記
憶
的
時
代
（tim

e out of m
ind

）
」
か
ら
継

続
し
た
「
時
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。 

 
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
王
国
全
体
に
裁
判
権
を
持
つ
国
王
裁
判
所
（king’s 

bench
）
の
正
式
裁
判
記
録
（record

）
の
法
的
記
憶
が
及
ば
ぬ
時
代
（tim

e out 

of m
ind

）
よ
り
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
と
っ
て
善
き
か
つ
有
益
な
も
の
で
あ
る

と
是
認
さ
れ
て
き
た
、
王
国
全
体
に
わ
た
る
合
理
的
な
慣
習
（reasonable 
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usage

）
で
あ
る 

１
９ 

。 

  

こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ド
リ
ィ
の
言
説
は
、
国
王
裁
判
所
の
正
式
裁
判
記
録
が
及
び
得

な
い
「
超
記
憶
的
時
代
」
よ
り
の
「
時
の
検
証
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
な
い
し
ロ
ジ

ッ
ク
を
用
い
る
こ
と
で
、
慣
習
を
法
源
と
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
「
古
来
性
」
を

主
張
し
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
・
テ
ー
ゼ
へ
と
回
帰
す
る
と
と
も
に
、
し
か
し
同
時

に
そ
れ
を
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
の
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
に
立
っ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に

お
け
る
理
性
請
求
と
の
整
合
性
を
図
り
な
が
ら
修
正
的
に
継
承
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
両
者
を
媒
介
す
る
概
念
装
置
の
働
き
が
、
ヘ

ド
リ
ィ
に
あ
っ
て
は
、
「
時
の
検
証
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
な
の
で
あ
っ
た
。
彼
は

こ
う
定
式
化
す
る
。
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
実
体
と
形
式
（m

atter and form

）
」
を

な
し
て
い
る
の
は
、
「
理
性
と
時
（reason and tim

e

）
」
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
は
、

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
的
な
「
歴
史
」
の
観
念
と
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
的
な
「
理

性
」
の
観
念
と
の
綜
合
を
企
図
し
た
表
現
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

わ
れ
わ
れ
が
第
二
章
で
考
察
し
た
よ
う
な
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
に
見
ら
れ
た
人
文
主

義
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
解
釈
は
、
そ
の
卓
越
性
の
根
拠
を
、
も
っ
ぱ
ら
「
理
性
」
の

契
機
に
求
め
、
そ
れ
ゆ
え
法
の
「
合
理
的
」
再
編
を
積
極
的
に
企
図
す
る
と
同
時
に
、

人
文
主
義
の
考
古
的
な
歴
史
研
究
の
成
果
に
基
づ
き
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の

歴
史
的
な
「
改
変
」
を
明
確
に
認
識
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
こ
う
し
た
純
粋
法
学
的
な
解
釈
態
度
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
入
り
「
絶
対
君
主

制
」
の
現
実
的
懸
念
に
直
面
し
た
一
六
一
〇
年
議
会
の
段
階
で
は
、
絶
対
主
義
に
対

抗
す
る
法
観
念
と
し
て
は
、
政
治
的
に
見
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ

た
。
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
正
確
な
歴
史
研
究

や
法
学
研
究
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
種
の
神
話
を
と
も
な
っ
た
「
確
実
性
」
で
あ

り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
、
王
権
と
臣
民
と
の
間
の
究
極
の
「
裁
定
者
」
な
い
し
「
判

断
者
」
と
し
て
規
範
的
に
止
揚
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
意
識
変
化
は
、
ヘ

ド
リ
ィ
の
次
の
言
葉
の
な
か
に
も
端
的
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
コ
モ
ン
・

ロ
ー
が
歴
史
的
に
変
化
を
繰
り
返
し
て
き
た
「
移
り
気
」
な
法
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
は
「
不
確
実
さ
」
が
伴
っ
て
い
る
と
の
、
人
文
主
義
の
考
古
的
な

歴
史
研
究
に
基
づ
く
批
判
に
対
し
て
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
良
き
根
拠
に
基
づ
く
意
見
の
変
化
は
、
移
り
気
な
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
善
性
と
理
性
の
恒
常
性
で
あ
る
」
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
「
二
次
的
な
熟
慮

に
従
っ
て
（ad secundas deliberationes

）
」
、
時
の
な
か
で
絶
え
ず
検
証
し
改

善
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
「
最
も
是
認
さ
れ
た
理
性
」
と
な
り
え
る
の
で

あ
る
、
と 

２
０ 

。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
「
時
の
叡
智
（w

isdom
 of tim

e

）
」
２
１ 

に
オ
ー
ソ
リ

テ
ィ
を
求
め
る
ヘ
ド
リ
ィ
の
観
念
あ
る
い
は
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
そ
の
発
想
の
点
で
、

何
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
「
時
」
に
よ
る
法
的
効
力
の
発
生

と
い
う
問
題
は
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
一
定
の
期
間
継
続
し
た
事
実
状
態
に
よ
っ
て

権
利
の
取
得
を
認
め
る
「
時
効
取
得
（prescription

）
」
の
観
念
に
由
来
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
い
原
則
に
は
、
超
記
憶
的
時
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代
（tim

e im
m

em
orial

）
、
す
な
わ
ち
法
的
記
憶
の
及
ば
ぬ
一
一
八
九
年
以
前
か

ら
の
長
期
か
つ
中
断
の
な
い
権
利
行
使
の
継
続
と
い
う
事
実
状
態
に
よ
っ
て
、
権
利

の
付
与
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
授
権
証
書
喪
失
（lost grant

）
の
法
理
（
す
な
わ

ち
過
去
に
権
利
譲
与
（grant

）
が
あ
り
そ
の
証
書
が
紛
失
し
た
と
す
る
法
的
擬
制
）

が
存
在
し
た 

２
２ 

。
ヘ
ド
リ
ィ
の
「
時
の
検
証
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
一
面
に
お
い

て
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
見
ら
れ
た
時
効
取
得
の
法
理
に
由
来
し
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
考
え
る
う
え
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ル
ベ
ッ
ク
の
次
の
説

明
が
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
グ
レ
イ
ズ
・
イ
ン
法
曹
学
院
に
所
属
す
る
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
で
、
か
つ
大
陸
の
大
学
で
ロ
ー
マ
法
学
の
博
士
号
を
取
得
し
て
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法
の
双
方
の
学
識
に
通
じ
て
い
た
フ
ル
ベ
ッ
ク
は
、
一
六
〇
一
年
の

著
作
の
な
か
で
、
「
時
効
取
得
（prescription

）
」
に
よ
る
権
原
（title

）
の
取
得

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
法
体
系
に
お
い
て
、

「
時
（tim

e

）
」
は
、
動
産
や
不
動
産
に
対
す
る
正
当
な
権
原
を
生
み
出
す
効
力
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
時
」
は
そ
れ
自
身
に
な
か
に
、
あ
た
か
も
人
間
の
さ
ま

ざ
ま
な
事
象
を
生
成
、
変
化
、
消
滅
さ
せ
る
、
固
有
の
「
自
然
的
エ
ク
イ
テ
ィ
（natural 

equity

）
」
を
備
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
、
と 

２
３ 

。
こ
こ
で
示
唆
的
な
の
は
、

フ
ル
ベ
ッ
ク
が
、
「
時
効
取
得
」
の
説
明
に
寄
せ
て
、
「
時
」
の
効
力
に
よ
っ
て
権

原
の
正
当
性
の
根
拠
を
論
じ
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
「
時
」
の
働
き
を
、

人
間
の
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
事
象
の
生
成
・
変
化
を
も
た
ら
す
「
自
然
的
エ
ク
イ
テ

ィ
」
な
る
も
の
と
関
連
づ
け
て
語
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
自
然
的
エ
ク
イ
テ

ィ
と
は
「
理
性
の
法
」
と
ほ
ぼ
等
価
の
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味

で
「
時
」
は
人
間
世
界
の
事
象
に
「
理
性
の
法
」
に
適
っ
た
自
然
的
な
る
も
の
を
導

く
エ
ク
イ
テ
ィ
（
衡
平
）
の
作
用
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
さ
ら

に
興
味
深
い
の
は
、
彼
の
こ
の
説
明
が
、
「
万
民
法
（the Law

 of N
ations

）
」
の

規
定
に
基
づ
き
な
が
ら
、
ロ
ー
マ
法
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
相
似
性
を
抽
出
し
、
両
者

に
共
通
す
る
一
般
原
理
の
構
築
を
論
じ
て
い
る
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
第
二
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
フ
ル
ベ
ッ
ク
は
、
当
時
の
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主

義
の
系
譜
に
登
場
し
た
一
六
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
の
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ

ー
マ
法
学
の
影
響
を
つ
よ
く
受
け
て
い
る
。
他
方
、
本
稿
で
く
り
返
し
指
摘
す
る
よ

う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
時
の
検
証
」
に
由
来
す
る
「
理
性
の
精
髄
」
と
い
う
レ

ト
リ
ッ
ク
で
語
っ
た
ヘ
ド
リ
ィ
も
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
や
ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド

リ
ッ
ジ
ら
と
と
も
に
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
と
り
わ
け
つ
よ
く
受
け
て
い
た
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
一
人
と
推
測
さ
れ 

２
４ 

、
実
際
、
本
稿
で
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

彼
の
言
説
の
な
か
に
は
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
や
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
特
徴
が
随

所
に
確
認
さ
れ
う
る
。
一
七
世
紀
前
期
に
「
古
来
の
国
制
」
論
が
展
開
さ
れ
る
際
に

重
要
な
プ
ロ
ッ
ト
と
な
っ
た
「
時
」
の
観
念
は
、
「
超
記
憶
的
時
代
」
に
由
来
す
る

「
時
効
取
得
」
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
的
観
念
の
延
長
線

上
に
立
ち
つ
つ
、
「
時
の
叡
智
」
を
「
自
然
的
エ
ク
イ
テ
ィ
」
に
引
き
つ
け
て
解
釈

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
理
性
の
精
髄
」
と
し
て
見
な
そ
う
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
う
し
た
「
自
然
的
エ
ク
イ
テ
ィ
」
の
観
念
は
、
当
時

の
他
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
言
説
の
な
か
で
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る

 142



第３章 「古来の国制」論とコモン・ロー理論 

の
で
あ
る
。
一
般
的
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
（
衡
平
）
の
概
念
は
、

周
知
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
と
は
別
個
に
設
置
さ
れ
、
ロ
ー

マ
法
を
継
受
し
た
大
法
官
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
衡
平
法
」
の
代

名
詞
と
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
、
古
く
は
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
影

響
を
受
け
て
い
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
す
で
に
、
第
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、

自
然
法
を
説
明
す
る
際
に
「
正
義
」
に
由
来
す
る
「
自
然
的
エ
ク
イ
テ
ィ
（natural 

equity

）
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
し 
２
５ 

、
さ
ら
に
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
考

枠
組
み
を
継
承
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性
と
不
変
性
の
神
話
的
な
命
題
を
最
も

つ
よ
く
強
調
し
た
一
七
世
紀
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
で
さ
え
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

の
理
性
を
説
明
す
る
際
に
「
自
然
的
エ
ク
イ
テ
ィ
（natural equity

）
」
に
言
及
し
、

そ
れ
を
「
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
と
共
通
理
性
（com

m
on right and reason

）
」
と
い

う
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
究
極
の
判
断
基
準
と
言
い
換
え
可
能
な
も
の
と
し
て
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ク
ッ
ク
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
先
の
フ
ル
ベ
ッ
ク
と
同
様
に
「
理

性
の
法
」
と
等
価
の
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ク
ッ
ク
は
「
ボ
ナ

ム
事
件
」
に
お
い
て
〈com

m
on right and reason

〉
の
概
念
を
次
の
よ
う
に
用
い

て
い
る
。
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
議
会
の
制
定
法
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
時
に
は
議
会

制
定
法
を
全
く
無
効
な
も
の
と
し
て
宣
言
す
る
。
と
い
う
の
は
、
議
会
の
制
定
法
が
、

コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
と
共
通
理
性
（com

m
on right and reason

）
に
反
し
て
い
た
り
、

矛
盾
し
て
い
た
時
、
あ
る
い
は
そ
の
執
行
が
不
可
能
と
な
る
時
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は

議
会
制
定
法
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
そ
の
よ
う
な
制
定
法
を
無
効
で
あ
る
と
宣
言
す

る
か
ら
で
あ
る
」 

２
６ 

。
さ
ら
に
ク
ッ
ク
は
、
「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
事
件
」
に
お
い
て
は

同
様
な
概
念
を
「
自
然
的
エ
ク
イ
テ
ィ
」
（natural equity

）
と
い
う
術
語
で
語
っ

て
い
る
。「
そ
し
て
司
法
的
法
（judicial law

s

）
な
い
し
国
内
法
（m

unicipal law
s

）

が
つ
く
ら
れ
る
以
前
は
、
国
王
が
自
然
的
エ
ク
イ
テ
ィ
（natural equity

）
に
従
っ

て
事
件
を
決
定
し
、
い
か
な
る
法
の
準
則
な
い
し
形
式
性
に
も
縛
ら
れ
ず
に
権
利
授

与
（dare jura

）
を
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」
。
そ
し
て
こ
の
点
を
フ
ォ
ー
テ
ス

キ
ュ
ー
を
引
用
し
な
が
ら
理
性
の
法
と
し
て
の
自
然
法
に
関
連
づ
け
る
。
「
自
然
法

は
創
造
者
の
永
久
法
が
創
造
の
と
き
に
被
造
物
の
心
に
汲
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
法
律
が
書
か
れ
る
よ
り
も
、
そ
し
て
い
か
な
る

司
法
的
法
な
い
し
国
内
法
が
成
り
立
つ
よ
り
も
二
〇
〇
〇
年
も
先
立
っ
て
い
た
の
で

あ
る
」
と 

２
７ 

。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
い
う
〈com

m
on right and reason

〉
あ
る

い
は
〈natural equity

〉
と
は
、
神
の
永
久
法
を
理
性
的
被
造
物
と
し
て
の
人
間
が

分
有
し
た
「
理
性
の
法
」
と
ほ
ぼ
等
価
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ク
ッ
ク

に
お
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
こ
う
し
た
〈com

m
on right and reason

〉
あ
る
い

は
〈natural equity

〉
に
則
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
提
要
』
の
な
か
で
彼
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
法
と
慣
習
の
準
則
（rule

）
」
と
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
と
同
義
で
捉
え
、
さ
ら
に

そ
れ
を
「
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
（com

m
on right

）
」
に
基
づ
い
た
「
正
義
と
正
し
い

こ
と
（justice and right, justitiam

 vel rectum

）
」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
用

い
て
い
る 
２
８ 
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
あ
る

程
度
共
有
さ
れ
た
解
釈
上
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
エ
ク
イ
テ
ィ
（
衡
平
）
の
観
念
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
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も
法
的
思
考
の
根
拠
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
古
く
は
す
で

に
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
ス
コ
ラ
哲
学
の
影
響
の
下
で
中
世
自
然
法
思
想
を
通
じ

て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
エ
ピ
エ
イ
ケ
イ
ア
（epieikeia

）
」
の
観
念
を
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
法
学
者
は
手
に
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
こ
う
し
た
ス
コ
ラ
的
な
自
然
法
理
解
に
加
え
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス

人
文
主
義
の
知
的
影
響
下
で
人
文
主
義
法
学
が
展
開
し
た
「
衡
平
（aequitas

）
」

の
観
念
に
も
お
そ
ら
く
通
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ー
マ
法
の
「
衡
平
」
は
、

ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
古
典
研
究
の
な
か
で
改
め
て
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
の
結
び
つ

き
を
取
り
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
正
義
」
に
関
連
す
る
「
政
治
的
賢
慮
」
と
し
て

議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
古
典
期
に
お
け
る
ロ
ー
マ

法
の
「
衡
平
」
の
理
念
の
形
成
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
エ
ピ
エ
イ
ケ
イ
ア
（
衡
平
・

宜
）
」
の
観
念
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
言
わ
れ
る
が 

２
９ 
、
し
か
し
一
三
世
紀
以

降
の
中
世
後
期
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
復
活
の
な
か
で
、
ロ
ー
マ
法
の
「
衡
平
」
の

概
念
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
エ
ピ
エ
イ
ケ
イ
ア
」
の
観
念
と
の
結
び
つ
き
を
改
め

て
認
識
し
指
摘
し
た
の
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
知
的
流
行
の
な
か
で
ギ
リ
シ

ア
古
典
へ
の
豊
か
な
教
養
を
背
景
に
し
て
登
場
し
た
人
文
主
義
法
学
者
た
ち
で
あ
っ

た
。
人
文
主
義
法
学
者
は
、
ロ
ー
マ
法
の
「
衡
平
」
概
念
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
衡

平
（
宜
）
」
の
観
念
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
よ
り
広
範
囲
な
哲
学

的
か
つ
法
的
・
政
治
思
想
的
な
文
脈
で
展
開
し
た 

３
０ 

。
人
文
主
義
法
学
者
た
ち
は
、

ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
い
う
、
法
と
は
「
善
き
か
つ
衡
平
の
技
術
（ars boni et aequi

）
」

で
あ
る
、
と
い
う
有
名
な
定
義
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
「
エ
ピ
エ
イ
ケ
イ
ア
」

の
観
念
と
結
び
つ
け
、
そ
れ
を
「
政
治
的
叡
智
（civil w

isdom
; civilis 

sapientia

）
」
の
発
露
と
し
て
論
じ
た
の
で
あ
っ
た 

３
１ 

。
こ
う
し
て
、
「
エ
ク
イ

テ
ィ
」
と
い
う
観
念
は
、
単
に
伝
統
的
な
ロ
ー
マ
法
の
衡
平
の
概
念
に
限
定
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
よ
り
広
範
囲
に
「
正
義
」
を
実
現
す
る
人
間
の
「
理
性
」
あ
る
い
は
「
叡

智
」
そ
の
も
の
の
働
き
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
観
念
は
、
単
に
法
技

術
的
な
次
元
を
超
え
て
、
よ
り
政
治
的
な
射
程
を
含
ん
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
前

期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
し
ば
し
ば
法
の
究
極
の
判
断
基
準
と

し
て
言
及
し
た
「
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
と
共
通
理
性
（com

m
on right and reason

）
」

も
、
こ
う
し
た
理
性
や
叡
智
の
意
味
合
い
含
む
「
自
然
的
エ
ク
イ
テ
ィ
」
の
文
脈
で

語
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
に
は
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
の
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
や
ロ
ー
マ
法
学
の
知
の
様
式
に
対
す
る
明
確
な
認
識
が

確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ド
リ
ィ
が
提
示
し
た
「
時
の
叡
智
」
の

観
念
も
、
当
時
の
こ
う
し
た
ロ
ー
マ
法
学
の
思
考
や
、
さ
ら
に
は
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文

主
義
が
取
り
上
げ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
な
ど
の
系
譜
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と

が
可
能
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
「
時
の
叡
智
」
に
よ
っ
て
「
検
証
」
さ
れ
た
「
理
性
の
精
髄
」
と
い

う
ヘ
ド
リ
ィ
の
思
考
様
式
を
、
当
時
の
知
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
位
置
づ
け
て

つ
ぶ
さ
に
分
析
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
古
来
の
国
制
」

論
あ
る
い
は
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
の
形
成
が
、
ロ
ー
マ
法
や
人
文
主
義
の
知

的
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
十
分
に
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
六
一
〇
年
議
会
で
の
ヘ
ド
リ
ィ
の
演
説
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
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ュ
ー
の
主
張
と
は
別
の
様
式
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性
を
説
き
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ

え
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
卓
越
し
た
「
確
実
性
」
を
主
張
し
よ
う
と
試
み
た
言
説
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
単
な
る
理
性
」
に
依
拠
さ
せ
る
こ
と
で
、

そ
の
歴
史
的
改
変
の
事
実
を
認
め
て
き
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
の
解
釈
態
度
か
ら
、
新
た

な
定
式
化
の
下
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
超
記
憶
的
時
代
か
ら
の
古
来
性
の
主
張
へ
と
回

帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
政
治
社
会
の
確
実
な
る
裁
定
者
と
し
て

捉
え
直
し
て
い
こ
う
と
す
る
こ
う
し
た
意
識
変
化
は
、
ヘ
ド
リ
ィ
だ
け
で
な
く
、
第

四
章
お
よ
び
第
五
章
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期

に
か
け
て
活
躍
し
た
同
時
代
の
多
く
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
も
見
ら
れ
る
特

徴
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
一
六
二
〇
年
代
の
議
会
に
お
い
て
も
、
ヘ
ド
リ
ィ
が

一
六
一
〇
年
議
会
で
定
式
化
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
解
が
繰
り
返
し
表
明
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
一
六
二
五
年
議
会
で
、
当
時
の
庶
民
院
の
議
長
を
務
め
た
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
の
ト
マ
ス
・
カ
ル
ー
（Thom
as C

rew
, 1565-1634

）
３
２ 
は
国
王
に
対

し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
こ
う
定
義
し
て
い
る
。
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
長
期
に
わ
た

る
時
の
連
続
性
（a long continuance of tim

e

）
に
よ
っ
て
、
こ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン

の
性
格
に
適
合
し
た
」
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
単
に
人
の
創
意
工
夫
に
よ
る
だ
け
で

な
く
」
、「
神
に
由
来
す
る
理
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
古
来
の
法
の
根
拠
（the ancient 

grounds of the law
s

）
」
あ
る
い
は
「
古
来
の
格
律
（the ancient m

axim
s

）
」

で
あ
っ
て
、
「
国
王
と
臣
民
の
双
方
に
と
っ
て
最
も
確
実
な
る
統
治
原
理
」
な
の
で

あ
る
、
と 

３
３ 

。
こ
う
し
て
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
に
、
「
慣
習
」
と
「
理

性
」
を
構
成
要
件
と
し
た
近
世
の
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
の
原
型
が
形
成
さ
れ
、

そ
れ
は
、
後
に
第
四
章
で
考
察
す
る
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
支
配
の
立
憲
君
主
制
」
と
い

う
新
た
な
国
制
論
の
展
開
へ
と
道
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
。 

   

（
三
）
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
不
変
性
と
歴
史
的
改
変 

 

古
来
性
と
連
続
性
を
本
質
と
し
た
こ
う
し
た
通
時
的
な
思
考
は
お
の
ず
と
、
ま
さ

に
昔
日
に
照
ら
す
が
ご
と
く
過
去
の
先
例
や
慣
行
に
一
定
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
を
置

こ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
先
例
や
慣
行
は
、
古
け
れ
ば
古
い
ほ
ど
、
よ
り

古
来
よ
り
の
「
継
承
性
」
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
時
の
検
証
」
を
経
た

も
の
と
し
て
、
権
威
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
、
ノ
イ
は
「
あ

ら
ゆ
る
慣
習
は
そ
れ
自
体
十
分
な
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
こ
と
も

で
き
た
の
で
あ
る  

３
４ 

。
ま
た
ヘ
ド
リ
ィ
も
、
「
慣
習
と
は
第
二
の
自
然
で
あ
る

（consuetudo est altera natura

）
」
と
言
わ
れ
る
が
そ
れ
は
ま
さ
に
「
時
」
に

よ
っ
て
そ
う
な
る
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
た
「
時
」
と
い

う
の
は
、
「
慣
習
を
生
み
出
す
よ
う
な
時
」
で
あ
っ
て
、
「
人
間
の
記
憶
」
に
類
す

る
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
「
記
憶
を
越
え
た
時
（tim

e out of m
ind

）
」
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
さ
れ
る 

３
５ 

。
こ
う
し
て
慣
習
は
、
そ
の
古
来
よ
り
の
「
継

承
性
」
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
時
の
検
証
」
と
い
う
新
た
な
基
礎
づ
け
の
形

式
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

他
面
、
こ
の
「
時
」
に
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
を
お
く
思
考
は
、
「
法
の
支
配
」
と
い
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う
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
社
会
に
あ
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
機
能
に
つ
い
て

も
新
た
な
主
張
を
生
み
出
し
て
い
く
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
次
の
言
葉
が
こ
の
点
を
端
的

に
物
語
っ
て
い
よ
う
。「
国
王
が
自
分
自
身
の
大
権
を
作
り
出
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

裁
判
官
が
法
の
準
則
や
格
律
を
つ
く
っ
た
の
で
も
な
い
。
ま
た
一
般
臣
民
（the 

com
m

on subject

）
が
法
に
よ
っ
て
行
使
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
自
由
（Liberties

）

を
、
彼
ら
が
規
定
し
た
り
、
制
限
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
」
３
６ 

。
す
な
わ
ち
、

国
王
が
行
使
す
る
と
こ
ろ
の
大
権
も
、
臣
民
が
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
も
、

ま
た
裁
判
官
が
運
用
す
る
と
こ
ろ
の
法
の
格
律
・
準
則
も
、
す
べ
て
は
「
時
の
検
証
」

の
な
か
で
、
時
の
効
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
こ
に
こ
そ
正
当

性
の
根
拠
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
こ
う
し
た
国
制
上

の
諸
問
題
を
規
定
し
た
「
時
の
作
品
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
い
か
な

る
人
の
支
配
で
も
な
く
、
「
時
の
作
品
」
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
「
法
の

支
配
」
の
原
則
が
立
ち
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
こ
こ
で
言
う
「
時
」
と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
出
来
事
が
生
成
す
る
空
虚
な

形
式
的
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
る
時
間
概
念
で
も
、
あ
る
い
は
何
ら
か
不
可
視
の
超

越
的
な
推
進
力
で
も
決
し
て
な
い
。
こ
こ
で
い
う
「
時
」
と
は
、
「
検
証
」
、
す
な

わ
ち
「
歴
史
的
通
用
性
」
を
含
意
し
た
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
時
」

と
い
う
概
念
に
は
、
当
然
、
す
で
に
慣
習
に
つ
い
て
の
説
明
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た

よ
う
に
、
共
同
体
の
社
会
的
実
践
に
関
わ
る
行
為
や
態
度
、
言
語
、
思
考
、
感
情
と

い
っ
た
多
種
多
様
な
生
の
様
式
が
絡
み
合
っ
た
文
化
的
諸
要
素
の
総
体
（
政
治
的
・

法
的
に
い
え
ば
「
共
通
感
覚
」
の
基
盤
と
な
る
も
の
）
が
伴
っ
て
い
る
の
だ
と
い
っ

て
よ
い
。
こ
う
し
た
時
の
概
念
を
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
の
「
歴
史
」
と
は
、
決
し
て

「
客
観
的
な
も
の
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
歴
史
で
は
な
く
、
じ
つ
に
「
伝
統
」
と
い

う
名
で
呼
ば
れ
る
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
。
共
同
体
の
成
員
は
、
こ
う
し
た
行
為

や
態
度
、
言
語
、
思
考
、
感
情
と
い
っ
た
文
化
的
諸
要
素
が
絡
み
合
っ
た
一
個
の
束

と
し
て
の
伝
統
を
通
じ
て
、
自
己
と
他
者
の
関
係
を
確
認
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

成
員
間
相
互
の
「
協
同
（partnership

）
」
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
、
「
時
」
あ

る
い
は
伝
統
と
し
て
の
歴
史
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う 

３
７ 

。 

 

こ
の
こ
と
は
、
今
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
思
想
に
お
け
る
「
法
」
の
成
立
の
説
明
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
法
理
論
に
お
い
て
は
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
は
、
す
で
に
第
二
章

で
確
認
し
た
よ
う
に
、
格
律
や
準
則
の
「
合
理
性
」
で
あ
り
、
「
歴
史
的
通
用
性
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
と
っ
て
、
法
と
は
、
そ
の
執
行
上
の
具
体

的
様
式
か
ら
い
え
ば
、
共
同
体
の
実
践
的
な
「
慣
行
（practice

）
」
の
な
か
に
存
す

る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
規
定
が
法
的
効
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、

そ
れ
が
共
同
体
の
「
慣
行
（practice

）
」
や
「
慣
用
（use

）
」
の
な
か
に
浸
透
し
、

受
容
さ
れ
て
い
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
こ
の
点
は
、
先
の
デ
イ
ヴ
ィ
ス
や
ノ
イ

に
よ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
慣
習
法
と
し
て
の
成
立
に
関
す
る
説
明
の
な
か
に
も
、

〈 use 
＆ practice 

〉
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
基
礎
づ
け
に
お
け
る
特
徴
の
一
方
の
側
面
で
あ
る
。
し

か
し
実
は
そ
れ
は
、
他
方
で
、
「
合
理
性
（reasonableness

）
」
と
表
裏
一
体
の

構
成
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
後
ほ
ど
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
「
時
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の
検
証
」
す
な
わ
ち
歴
史
的
通
用
性
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
合
理
性
の
概
念
が
そ
こ

に
は
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
幾
多
の
時
代
を
超
え
て
、
共
同
体
の
成
員
間
に
「
慣

行
・
慣
用
」
と
し
て
定
着
し
、
受
容
さ
れ
、
行
為
規
範
と
し
て
実
践
的
に
機
能
し
て

い
る
の
は
、
そ
れ
が
「
理
に
適
っ
た
も
の
」
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
と

え
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
、
単
な
る
「
慣
習

（Consuetudo

）
」
で
は
な
く
、
「
古
来
の
慣
習
（Antique Consuetudo

）
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
は
「
古
来
性
（antiquity

）
」

と
同
様
に
「
合
理
性
（reasonableness
）
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
説
明
す

る
。
か
れ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
古
来
性
」
と
「
合
理
性
」
と
は
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
に
と
っ
て
表
裏
一
体
の
構
成
を
な
す
ふ
た
つ
の
要
件
で
あ
っ
た 

３
８ 

。
い
ず
れ

に
せ
よ
差
し
当
た
っ
て
こ
こ
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
に
あ
っ
て
は
、
伝
統
と
し

て
の
歴
史
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
は
、
そ
の
基
底
に
お
い
て
合
理
性
に
支
え
ら
れ
て
い

る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
論
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 

 

し
か
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
こ
の
よ
う
に
超
記
憶
的
時
代
よ
り
継
続
す
る
古
来
性

に
お
い
て
捉
え
る
見
方
に
は
、
あ
る
種
の
問
題
が
つ
き
ま
と
う
。
す
で
に
見
て
き
た

よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
形
成
、
あ
る
い
は
そ
の
な
か
に
お
け
る
理
性
的
な
も
の

の
発
現
は
、
本
来
的
に
歴
史
的
生
成
の
枠
組
み
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

ゆ
え
そ
こ
に
は
変
化
な
い
し
改
変
と
い
う
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
法
の
不
変
性
（
同
一
性
）
と
そ
の
歴
史
的
改
変
性
と
い
う
一
見
、

相
反
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
解
釈
上
の
ジ
レ
ン
マ
が
、
そ
こ
に
は
伏
在
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
二
章
に
お
い
て
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
古
来
性
の
テ
ー
ゼ

と
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
見
ら
れ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主

義
の
歴
史
相
対
的
な
態
度
と
の
対
比
に
お
い
て
確
認
し
て
き
た
問
題
で
も
あ
る
。 

そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
「
時
の
検
証
」
と
い
う
観
念
を
立
て
る
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
言
説
の
な
か
に
も
や
は
り
刻
印
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
実
際
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
見
解
の
な

か
に
は
、
一
方
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
古
来
よ
り
不
変
の
も
の
と
し
て
継
承
さ
れ
て

き
た
も
の
だ
と
い
う
見
解
が
存
在
し
、
他
方
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
時
の
経
過
の
な

か
で
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
被
っ
て
き
た
の
だ
と
捉
え
る
見
解
が
存
在
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
の
起
源

を
ブ
リ
ト
ン
人
の
時
代
に
求
め
、
そ
れ
以
来
ほ
と
ん
ど
変
化
を
被
ら
ず
に
不
変
の
も

の
と
し
て
永
ら
え
て
き
た
と
捉
え
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

の
歴
史
的
認
識
に
関
し
て
ク
ッ
ク
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ

ー
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
す
で
に
第
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
ブ
リ
ト
ン
人
、
ロ
ー
マ
人
、
サ
ク
ソ
ン
人
、
デ
ー
ン
人
、

ノ
ル
マ
ン
人
と
い
う
五
つ
の
民
族
が
、
同
じ
慣
習
の
下
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
支
配
し

て
き
た
の
だ
と
捉
え
、
そ
れ
ゆ
え
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
は
ブ
リ
ト
ン
人
の
時
代
以
来

の
古
来
性
を
も
つ
世
界
で
最
も
古
き
法
で
あ
る
と
考
え
て
い
た 

３
９ 

。
と
く
に
ク
ッ

ク
は
他
の
同
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
な
か
で
も
、
と
く
に
こ
の
フ
ォ
ー

テ
ス
キ
ュ
ー
の
命
題
を
強
く
継
承
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

ク
ッ
ク
は
、
彼
の
執
筆
し
た
『
判
例
集
』
（R

eports

）
の
「
序
文
」
の
な
か
で
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性
と
卓
越
性
を
こ
う
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
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の
「
古
来
の
法
」
が
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
定
法
よ
り
も
優
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
と

し
た
ら
、
ロ
ー
マ
人
、
サ
ク
ソ
ン
人
、
デ
ー
ン
人
、
ノ
ル
マ
ン
人
と
い
っ
た
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
を
征
服
し
た
幾
多
の
支
配
者
た
ち
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
古
来
の
法
を
改
変

な
い
し
変
更
」
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
ロ
ー
マ
法
を
も
つ
ロ
ー
マ
人
た
ち
は

そ
う
し
た
に
違
い
な
い
、
と
。
し
か
し
ク
ッ
ク
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
か
れ
ら
征
服
民

族
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
法
を
改
変
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
古
来
の
法
が
い

か
な
る
人
定
法
よ
り
も
卓
越
し
て
い
た
証
左
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
大
い
な
る
古
来
性
（antiquity

）
を
も
つ
」
と
ク

ッ
ク
は
言
明
す
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
彼
は
、
こ
の
見
解
が
「
自
身
の
着
想
か
ら
生

ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
」
、
「
深
遠
な
法
の
知
識
」
を
も
ち
「
卓
越
し
た
古
事
学
者
」

で
も
あ
っ
た
「
最
も
崇
敬
す
べ
き
高
名
な
裁
判
官
」
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス

キ
ュ
ー
の
示
し
た
判
断
に
基
づ
い
て
い
る
と
述
べ
、
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に

つ
い
て
』
の
な
か
か
ら
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
言
説
を
そ
の
ま
ま
引
証
し
て
い
る 

４
０ 

。 

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
命
題
を
こ
の
よ
う
に
継
承
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性

と
不
変
性
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
の
卓
越
性
を
強
調
す
る
ク
ッ
ク
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理

解
か
ら
す
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
的
改
変
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
否
定
的
な

態
度
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
「
コ
モ
ン
・

ロ
ー
は
理
性
と
い
う
岩
盤
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
の
で
、
制
定
法
の
よ
う
に
は
変
わ

ら
な
い
」
し
、
ま
た
変
わ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
彼
の
言
葉
や 

４
１ 

、
さ
ら
に
は
コ

モ
ン
・
ロ
ー
を
確
証
し
た
「
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の
変
更
を
決
し
て
認
め
な
い
で
あ
ろ

う
。
…
基
本
法
が
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
時
に
は
必
ず
困
難
な
問
題
が
生
じ
た
」
か
ら
で

あ
る 

４
２ 

、
と
い
う
彼
の
発
言
な
ど
に
お
い
て
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
な
か
に
革
新
を
持
ち
込
む
法
の
改
変
と
い
う
問
題
に
対
し
て
き
わ

め
て
慎
重
な
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う 

４
３ 

。 

 

他
方
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
不
文
法
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
歴
史
の
な
か
で
絶

え
ず
適
合
的
に
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
捉
え
、
ま
さ
に
そ
の
柔
軟
な
適
応
性

の
点
に
こ
そ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
卓
越
性
が
あ
る
と
考
え
る
論
者
も
存
在
し
た
。
た
と

え
ば
、
ヘ
ド
リ
ィ
の
次
の
言
葉
が
、
こ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
持
つ
融
通
性
を
端
的
に

表
現
し
て
い
よ
う
。 

 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
の
は
時
の
作
品
な
の
で
あ
る
。
身
体
に
ぴ
っ
た
り
と
合

っ
た
衣
服
や
、
手
に
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
た
手
袋
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
む
し
ろ

手
と
と
も
に
成
長
し
手
に
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
て
い
る
皮
膚
の
よ
う
に
、
こ
の
法

を
こ
の
王
国
に
適
合
さ
せ
融
通
性
を
持
た
せ
て
き
た
の
は
、
ま
さ
に
時
な
の
で

あ
る 

４
４ 

。 

 
つ
ま
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
や
人
民
自
体
と
と
も
に
変
化
し
て

き
た
柔
軟
な
法
体
系
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
絶
え
ざ
る
発
展
と
修

正
の
状
態
に
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
、
先
述
の
ク
ッ
ク
自

身
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
不
変
性
を
強
調
し
つ
つ
も
、
他
方
で
次
の
よ
う
に
も
述
べ

て
い
る
。 
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地
上
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
時
代
は
、
旧
き
古
代
の
時
代
、
過
ぎ
去
っ
た
過
去

の
時
代
に
対
し
て
影
の
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
法
は
、
最

も
卓
越
し
た
人
び
と
の
知
恵
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
、
幾
多
の
時
代
に
わ
た
っ
て

継
承
さ
れ
る
な
か
で
、
長
期
の
継
続
し
た
経
験
に
よ
っ
て
何
度
も
洗
練
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
る 

４
５ 

。 

 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
古
代
よ
り
継
承
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
つ
つ
も
、
同
時
に
、
過
去
の

幾
多
の
経
験
と
叡
智
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
洗
練
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
一
見
相
反
す
る
二
つ
の
契
機
を
読
み
解
く
鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、「
慣

習
」
と
並
ん
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
も
う
一
方
の
特
性
と
さ
れ
る
先
の
「
合
理
性
」
の

問
題
で
あ
り
、
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
が
第
二
章
で
す
で
に
確
認
し
た
法
の
「
格
律
」
「
準

則
」
と
い
う
形
式
で
あ
る
。 

   

（
四
）
「
時
の
検
証
」
と
合
理
性
の
獲
得 

  

こ
こ
で
再
び
わ
れ
わ
れ
は
、
先
の
「
歴
史
的
通
用
性
」
と
い
う
通
時
的
な
概
念
と
、

「
合
理
性
」
と
い
う
共
時
的
な
概
念
と
の
関
係
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
法
の
不
変
性
（
同
一
性
）
と
、
そ
の
歴
史
的
改
変
性
と
い
う
、
先
の
コ

モ
ン
・
ロ
ー
解
釈
に
ま
つ
わ
る
ジ
レ
ン
マ
の
問
題
に
一
定
の
交
差
地
点
を
与
え
る
可

能
性
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。 

 

ク
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
慣
習
」
は
、
た
と
え
そ
れ
が
「
い
か
に
長
く
継
続
し
て
き

た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
理
性
に
反
し
て
い
る
な
ら
ば
法
と
し
て
の
効
力
を
持

た
な
い
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
法
と
な
る
べ
き
「
慣
習
」
は
す
べ
て
、
「
理
性
を

備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
「
理
性
に
一
致
し
て
い
る
」
こ
と

が
法
の
条
件
な
の
で
あ
る
、
と 

４
６ 

。
さ
ら
に
、
次
の
ト
マ
ス
・
エ
ジ
ャ
ー
ト
ン
（
エ

ル
ズ
ミ
ア
卿, Sir Thom

as E
gerton, Lord E

llesm
ere : 1540?-1617

）
の
言
葉

は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
慣
習
と
理
性
の
関
係
に
つ
い
て
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。

「
慣
習
と
理
性
が
、
法
の
解
釈
と
針
路
に
と
っ
て
の
唯
一
の
疑
う
余
地
な
き
基
礎
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
し
て
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
「
慣

習
は
、
そ
れ
自
体
、
不
合
理
な
も
の
を
許
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
、
と 

４
７ 

。

こ
の
よ
う
に
慣
習
の
な
か
の
「
理
性
」
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
同
一
視
す
る
見
方
は
、

先
の
ヘ
ド
リ
ィ
の
「
時
の
検
証
」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
「
理
性
の
精
髄
」
と
い
う

レ
ト
リ
ッ
ク
と
も
重
な
り
合
う
。
ヘ
ド
リ
ィ
自
身
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
国
王
の
裁

判
所
で
是
認
を
受
け
て
き
た
王
国
の
慣
習
」
に
由
来
す
る
が
、
し
か
し
「
先
例
や
慣

行
、
判
決
」
と
い
え
ど
も
、
「
時
と
経
験
の
叡
智
」
に
よ
っ
て
、
「
不
合
理
な

（unreasonable

）
」
も
の
で
あ
る
と
、
す
な
わ
ち
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
一
般
的

善
（the general good

）
に
反
し
て
い
る
」
と
見
な
さ
れ
る
も
の
は
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
と
し
て
「
法
の
効
力
」
を
持
ち
得
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る 

４
８ 

。
こ
の
よ
う
に
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
そ
の
歴
史
的
生
成
か
ら
み
れ
ば
「
慣
習
」
を
素
材
と
し
て
い
る

が
、
し
か
し
そ
の
法
規
範
と
し
て
の
効
力
は
、
慣
習
の
な
か
に
発
現
し
た
「
理
性
」
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に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
「
時
の
検
証
」
と
い
う
観
念
も
、

慣
習
に
「
理
性
」
の
契
機
を
与
え
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
働
い
て
い
る
の
だ
と
も
い

え
よ
う
。
後
に
本
章
第
二
節
の
「
理
性
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
に
お
け
る
考
察

で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
、
古
来
よ
り
継
承
さ
れ
た
慣
習
で
あ
る
と
同
時
に
、
さ
ら

に
自
然
法
や
神
法
に
適
っ
た
合
理
的
な
法
で
も
あ
る
と
い
う
主
張
を
検
討
し
て
い
く

が
、
こ
う
し
た
高
度
の
合
理
性
を
想
定
す
る
ゆ
え
ん
は
、
こ
の
「
時
の
検
証
」
と
い

う
観
念
あ
る
い
は
レ
ト
リ
ッ
ク
を
媒
介
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
慣
習
と
理
性
の
関
係
に
基
づ
く
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
解
を
前
提
に
考

え
る
な
ら
ば
、
先
に
指
摘
し
た
法
の
「
不
変
性
」
と
「
歴
史
的
改
変
」
の
矛
盾
と
い

う
問
題
も
、
次
の
よ
う
な
形
で
整
合
的
な
解
釈
が
成
り
立
ち
得
る
と
い
え
よ
う
。
す

な
わ
ち
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
個
々
の
「
素
材
（m

aterial
）
」
と
い
う
次
元
で
は
、

時
代
的
変
遷
の
な
か
で
そ
の
時
々
の
叡
智
と
経
験
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
修
正
さ
れ
、

改
変
さ
れ
て
は
い
て
も
、
少
な
く
と
も
「
理
性
」
が
結
晶
化
し
た
法
の
基
本
的
・
原

則
的
な
要
点
は
継
承
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
の
点
は
、
議
会
制
定
法
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
の
関
係
に
言
及
し
た
次

の
ジ
ョ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
言
説
の
な
か
に
も
看
取
さ
れ
よ
う
。
「
わ
れ
わ
れ
の
議

会
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
何
ら
か
根
本
的
要
点
（fundam

entall pointes

）
を
変
更

す
る
」
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
必
ず
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
と
っ
て
不
便
が

生
じ
」
、
結
局
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
「
時
の
継
続
の
な
か
で
他
の
議
会
制
定
法
に

よ
っ
て
当
該
の
根
本
的
要
点
を
再
び
回
復
し
て
き
た
」
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ

わ
れ
は
「
経
験
に
よ
っ
て
」
知
っ
て
い
る
の
だ
、
と 

４
９

。
さ
ら
に
同
様
な
言
説
は
、

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
・
テ
ー
ゼ
に
従
い
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
不
変
性
を
最
も
強
調
し
た

ク
ッ
ク
自
身
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
「
王
国
の
古
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
慣
習
の
根

本
的
要
点
（fundam

ental point

）
」
は
、
「
施
政
に
お
け
る
格
律
」
で
あ
り
、
「
経

験
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
「
過
去
の
時
代
の
連
続
の

な
か
で
、
あ
ら
ゆ
る
最
も
賢
明
な
人
び
と
に
よ
っ
て
、
洗
練
さ
れ
、
完
成
さ
れ
て
き

た
」
も
の
で
あ
り
、
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
と
っ
て
善
き
か
つ
有
益
な
（good and 

profitable

）
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
継
続
的
な
経
験
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
」
て
き
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ら
を
変
更
す
る
こ
と
は
多
大
な
危
険
を
冒
す
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る 

５
０ 

。
つ
ま
り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
考
古
的
歴
史
研
究
の
成
果

を
認
識
し
て
い
る
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
多
く
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
、

個
々
の
「
素
材
（m

aterial

）
」
と
い
う
点
に
お
い
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
不
変
性
あ

る
い
は
同
一
性
を
論
じ
る
こ
と
は
も
は
や
困
難
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
過
去
の
幾
多

の
時
代
の
叡
知
に
よ
っ
て
経
験
的
に
確
証
さ
れ
る
な
か
で
結
実
し
た
法
の
「
根
本
的

要
点
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
法
の
継
承
性
と
同
一
性
を
語
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
長
期
の
継
続
的
な
時
の
流

れ
の
な
か
で
「
善
き
か
つ
有
益
な
」
も
の
と
し
て
「
時
と
経
験
」
に
よ
っ
て
確
証
さ

れ
た
「
理
性
」
を
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
「
根
本
的
要
点
（fundam

ental 

points

）
」
と
し
て
言
及
し
て
い
た
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
慣
習
を
法
源
と
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
理
性
的
側
面
を
大
い
に
強
調
し
て
い
る
の
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で
あ
る
。
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
は
、
「
理
性
は
法
の
直
接
の
原
因
で
あ
り
、
法
は
理
性
か

ら
流
れ
出
た
と
こ
ろ
の
結
果
で
あ
る
」
と
い
い 

５
１ 

、
ま
た
ク
ッ
ク
も
、
「
理
性
は

法
の
生
命
で
あ
る
、
い
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
自
体
が
理
性
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」

と
い
う 

５
２ 

。
そ
し
て
こ
の
慣
習
の
な
か
に
発
現
し
た
「
理
性
」
の
結
晶
化
が
、
法

の
「
根
本
的
要
点
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
第
二
章
で
確

認
し
た
と
こ
ろ
の
「
格
律
」
「
準
則
」
「
公
理
」
と
い
っ
た
法
原
則
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。 

実
際
、
先
述
の
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
単
な
る
慣
習
と
を
区
別
す
る
際

に
、
「
理
性
」
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
の
「
格
律
」
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
を
試
み

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
「
理
性
」
と
「
慣

習
」
と
で
構
成
さ
れ
る
「
不
文
法
」
で
あ
る
が
、
確
実
性
の
点
で
他
の
「
成
文
法
な

い
し
人
定
法
」
に
劣
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
「
理
性
と
慣

習
に
完
全
に
依
拠
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る 

５
３ 

。
し
か
し
同
時
に
、
「
コ
モ
ン
・

ロ
ー
を
慣
習
と
混
同
す
る
こ
と
」
は
誤
解
で
あ
り
、
慣
習
が
そ
の
ま
ま
コ
モ
ン
・
ロ

ー
と
な
る
の
で
は
な
い
。
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
単
な
る
慣
習
と
区
別
」

す
る
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
真
の
根
拠
と
原
因
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
か
れ
に
よ

れ
ば
、
慣
習
と
は
「
あ
る
特
定
の
場
所
に
限
定
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
「
合

理
性
も
し
く
は
非
合
理
性
」
は
、「
公
式
書
状
（letter

）
や
先
例
に
厳
格
に
従
っ
て
」
、

「
裁
判
官
に
よ
っ
て
」
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
技
能
（art

）
と

か
知
能
（w

it

）
か
ら
な
る
言
説
」
は
そ
こ
で
は
あ
ま
り
許
容
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対

し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
「
同
じ
理
性
の
下
に
あ
る
事
例
は
、
す
べ
て
同
一
の
法
と

見
な
さ
れ
る
」
と
い
う
「
衡
平
（equity

）
」
の
観
念
に
よ
っ
て
、
解
釈
を
通
じ
て

「
適
用
範
囲
を
拡
張
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
。
慣
習
は
「
直
接
の
原
因
（cause

）
」

に
基
づ
く
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
「
他
の
多
く
の
二
次
的
理
性
（secondary 

reason

）
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
「
他

の
諸
々
の
法
の
準
則
や
原
因
に
基
づ
い
て
」
導
き
出
さ
れ
た
「
必
然
的
帰
結
」
で
あ

り
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
個
別
的
な
法
の
準
則
や
原
因
か
ら
「
徐
々
に
還
元
さ
れ

た
」
と
こ
ろ
の
「
原
初
的
な
格
律
（prim

itive m
axim

）
」
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
こ
の
「
二
次
的
理
性
」
な
い
し
「
必
然
的
帰
結
」
と
し
て
の
「
原
初
的
格
律
」

は
、
「
技
能
や
学
識
、
叡
智
や
理
性
」
が
法
の
形
を
と
っ
て
現
れ
る
の
と
同
様
に
、

「
取
得
時
効
（prescription

）
や
慣
習
（custom

）
」
の
な
か
に
現
れ
て
い
る
の

で
あ
る
、
と
。
こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
慣
習

を
素
材
と
し
つ
つ
も
、
「
二
次
的
理
性
」
に
よ
っ
て
、
推
論
と
論
証
の
結
果
、
導
き

出
さ
れ
た
「
必
然
的
帰
結
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
原
初
的
な
い
し
根
源
的
（prim

itive 

or radical

）
」
な
「
格
律
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
も
の
こ
そ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

実
体
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

と
は
、
す
ぐ
れ
て
「
技
能
的
な
い
し
叡
智
的
な
言
説
（discourse of art or w

it

）
」

だ
と
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
技
能
と
叡
智
の
言
説
は
、
「
裸
の
理
性
（bare 

reason
）
に
基
づ
く
共
時
的
な
作
業
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
時
の

叡
智
（w

isdom
 of tim

e

）
」
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
、
認
め
ら
れ
た
「
最
善
の
理
性

な
い
し
理
性
の
精
髄
」
と
し
て
獲
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
「
時
」

こ
そ
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
真
の
根
拠
」
、
「
本
質
的
な
原
因
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
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っ
た 
５
４ 

。
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ
ド
リ
ィ
に
と
っ
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
「
時
に

よ
っ
て
確
証
さ
れ
た
（confirm

ed by tim
e

）
」
法
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
時
の
作
品

（the w
ork of tim

e

）
」
と
も
言
う
べ
き
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た 

５
５ 

。 

こ
の
ヘ
ド
リ
ィ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
定
義
を
め
ぐ
る
説
明
に
は
、
第
二
章
で
確
認

し
た
ロ
ー
マ
法
の
影
響
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
理
性
な
い
し
衡

平
に
よ
る
推
論
を
通
じ
た
個
別
の
諸
規
定
か
ら
の
適
用
範
囲
の
解
釈
的
拡
張
や
、
あ

る
い
は
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
義
で
あ
る
が
、
諸
々
の
規
定
か
ら
「
必
然
的
帰
結
」
と
し
て

導
か
れ
た
「
原
初
的
」
な
原
理
と
い
っ
た
思
考
は
、
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
法
的
思
考

の
影
響
を
多
分
に
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
が
ユ
ス
テ

ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
の
ロ
ー
マ
法
文
を
も
と
に
（
し
か
し
元
の
法
文
の
そ
の
も
の
か
ら

は
離
れ
て
）
当
時
の
帝
国
に
妥
当
す
る
法
の
一
般
原
理
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
と

ま
さ
に
類
似
の
地
平
で
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
思
考
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド

リ
ッ
ジ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
、
ジ
ョ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
ら
こ
の
時
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
同
様
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
に

ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
知
的
洗
礼
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
強
く
受
け
た

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
ヘ
ド
リ
ィ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー

の
定
義
は
、
こ
う
し
た
ロ
ー
マ
法
、
こ
の
場
合
に
は
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
影
響
を
思

わ
せ
る
法
の
理
性
的
説
明
に
、
「
時
の
叡
智
」
に
よ
る
「
検
証
さ
れ
た
理
性
」
と
い

う
観
念
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
性
を
強
調
し
た

か
つ
て
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
・
テ
ー
ゼ
と
の
綜
合
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
時
の
作
品
」
と
捉
え
る
ヘ
ド
リ
ィ
の
観
念
で
あ
っ
た
。 

以
上
の
考
察
の
な
か
で
、
慣
習
法
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
合
理
性
と

い
う
問
題
に
即
し
て
、
法
の
「
根
本
的
要
点
」
と
し
て
の
「
格
律
」
が
、
慣
習
と
理

性
の
綜
合
と
い
う
コ
モ
ン
・
ロ
ー
思
考
様
式
の
な
か
で
占
め
て
い
た
重
要
な
働
き
を

指
摘
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
両
立
し
え
な
い
二
つ
の
対

立
し
た
（
あ
る
い
は
矛
盾
し
た
）
観
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た 

５
６ 

、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
「
不
変
性
」
と
「
歴
史
的
改
変
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
整
合
性
あ
る
回
答
を

与
え
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
一
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
そ
の

法
体
系
の
構
築
に
あ
た
っ
て
迫
ら
れ
て
い
た
課
題
の
一
つ
は
、
不
変
の
理
性
と
変
化

す
る
歴
史
（
慣
習
）
と
の
真
っ
向
か
ら
の
衝
突
を
和
解
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
構
想
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
本
考
察
で
は
こ
れ
ま
で
、
こ
う
し
た
確
か
に
一

見
、
両
立
し
難
く
思
わ
れ
る
当
時
の
二
つ
の
重
要
な
観
念
の
あ
い
だ
の
、
思
考
様
式

と
し
て
の
和
解
点
あ
る
い
は
整
合
性
を
、
慣
習
に
お
け
る
理
性
の
結
実
と
し
て
の
「
格

律
」
と
い
う
観
念
の
な
か
に
見
い
だ
し
、
説
明
を
試
み
よ
う
と
し
て
き
た
。
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
根
拠
は
、
単
に
旧
き
慣
習
そ
れ
自
体
の
な
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
時
と
経
験
の
叡
智
」
に
よ
り
検
証
さ
れ
、
繰
り
返
し
洗
練
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ

る
法
の
「
合
理
性
」
に
由
来
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
理
性
」
の
具
体
的
表
現
が

法
の
「
根
本
的
要
点
」
と
し
て
の
「
格
律
」
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
合
理
性
の
ゆ
え

に
こ
そ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
「
慣
習
」
に
由
来
す
る
不
文
法
で
あ
り
な
が
ら
、
同

時
に
王
国
共
通
の
、
す
な
わ
ち
ネ
ー
シ
ョ
ン
共
通
の
一
般
的
な
「
法
（lex

）
」
と
し

 152



第３章 「古来の国制」論とコモン・ロー理論 

て
成
立
す
る
た
め
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ヘ

ド
リ
ィ
は
、
先
例
や
判
決
と
い
っ
た
形
式
で
「
い
か
に
法
の
準
則
な
い
し
格
律
と
称

し
た
と
し
て
も
」
、
「
理
性
の
試
金
石
」
、
す
な
わ
ち
「
時
の
審
判
（trial of tim

e

）
」

に
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
「
偽
り
の
素
材
」
で
あ
っ
て
、
「
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
一
部
」
と
は
な
り
得
な
い
と
主
張
す
る 

５
７ 

。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う

な
法
に
お
け
る
理
性
の
「
必
然
的
帰
結
」
と
し
て
の
「
原
始
的
な
い
し
根
源
的

（prim
itive or radical

）
」
な
「
格
律
」
の
も
つ
「
恒
常
性
な
い
し
不
変
性
」
と
、

そ
の
原
理
を
状
況
の
変
化
に
あ
わ
せ
て
「
効
用
」
あ
る
形
で
修
正
し
て
い
く
た
め
の

「
改
変
」
と
い
う
二
つ
の
観
念
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
思
考
様
式

の
な
か
に
お
い
て
必
ず
し
も
両
立
し
難
い
二
項
対
立
と
し
て
済
ま
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
に
一
つ
の
整
合
性
あ
る
回
答
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た

の
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
「
慣
習
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
を
論
じ
る
こ
と
は
、
法
の

根
本
的
要
点
な
い
し
格
律
と
い
う
形
式
で
慣
習
の
な
か
に
発
現
し
た
理
性
を
媒
介
と

し
て
、
「
理
性
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
を
論
じ
る
こ
と
と
表
裏
一
体
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
言
説
に

つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
慣
習
法
と
呼
ば
れ
る
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
な
か
に
も
、
じ
つ
は
「
理
性
」
の
契
機
が
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占

め
て
い
た
点
が
銘
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

そ
し
て
こ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
合
理
性
」
は
、
究
極
的
に
は
「
自
然
法
」
お
よ

び
「
神
法
」
と
の
一
致
に
ま
で
そ
の
基
礎
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
世
俗
の
慣
習
法
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
世
界
を
、
世
俗
を
超
え
た
よ
り
深
遠
な
規

範
的
・
倫
理
的
実
体
の
発
現
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
観
念
、
言
い
換
え
れ
ば
、
〈
歴

史
〉
と
〈
存
在
論
〉
と
を
ひ
と
つ
の
世
界
観
の
も
と
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
思
考
様

式
は
、
基
本
的
に
は
先
に
確
認
し
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
考
枠
組
み
と
軌
を
一

に
す
る
も
の
で
あ
る
（
も
っ
と
も
そ
の
「
古
来
性
」
に
つ
い
て
の
解
釈
は
変
容
し
て

い
る
が
）
。
そ
こ
で
、
以
下
の
考
察
で
は
、
さ
ら
に
「
理
性
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ

ー
」
と
い
う
問
題
構
成
で
、
慣
習
を
法
源
と
し
て
な
が
ら
、
「
自
然
法
」
「
神
法
」

と
の
規
範
的
な
近
似
性
を
説
い
て
い
く
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
言
説
を
確
認
し
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。 

   

第
二
節 

理
性
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー 

   

前
節
で
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
に

つ
い
て
、
と
く
に
「
慣
習
」
と
い
う
側
面
か
ら
光
を
当
て
て
慣
習
の
な
か
に
お
け
る

「
理
性
」
の
追
求
と
い
う
問
題
構
制
で
考
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、

そ
の
思
考
様
式
の
本
質
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
今
度
は
、
自
然
法
・

神
法
を
基
礎
と
し
た
「
理
性
」
と
い
う
側
面
か
ら
光
を
当
て
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え

て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
な
か
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
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ナ
リ
ズ
ム
の
思
考
様
式
の
な
か
に
お
け
る
、
「
慣
習
」
と
「
理
性
」
と
の
関
係
、
す

な
わ
ち
「
慣
習
」
と
「
理
性
」
が
二
分
法
的
に
対
立
項
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
両
者
が
相
互
補
完
的
に
機
能
し
合
う
、
そ
の
特
殊
な
結
合
形
態
が
さ
ら
に
明

ら
か
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
し
た
「
慣
習
」
と
い
う
「
歴
史
」
の
観
念
と
結
び
つ

い
て
把
握
さ
れ
た
場
合
の
「
理
性
」
概
念
は
、
大
陸
系
の
い
わ
ゆ
る
「
啓
蒙
的
理
性
」

と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
に
つ
い
て
も
わ
れ
わ
れ
は
確
認

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。 

 

ま
た
さ
ら
に
は
、
こ
の
慣
習
と
い
う
「
歴
史
」
の
領
域
と
、
神
法
・
自
然
法
と
い

う
「
存
在
論
」
の
領
域
の
特
殊
な
結
び
つ
き
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
章
の

冒
頭
で
提
起
し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
、
な
に
ゆ
え
に
「
慣
習
」(

本
来
、
地
域
的
な
も

の
で
あ
る) 

が
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
共
通
の
一
般
的
な
「
法
（lex
）
」
と
し
て
成
立
し
え

た
の
か
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
な
に
ゆ
え
に
「
道
徳
的
規
範
」
の
効
力
を
持
つ
も
の
と

し
て
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
越
え
た
、
き
わ
め
て
一
般
的
・
普
遍
的
な
性
質
を
持
つ
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
根
拠
が
一
層
、
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ

は
そ
こ
に
、
「
時
」
の
産
物
と
し
て
の
「
慣
習
」
を
媒
介
と
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る

共
同
体
の
「
掟
（lex

）
」
と
し
て
の
共
通
規
則
と
、
普
遍
的
な
規
範
と
し
て
の
「
法

（jus

）
」
と
の
一
致
を
志
向
す
る
思
考
様
式
と
法
意
識
の
様
態
を
確
認
す
る
で
あ
ろ

う
。 

 

そ
し
て
ま
た
他
方
で
は
、
こ
う
し
た
理
性
と
慣
習
の
結
び
つ
き
を
検
討
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
政
治
社
会
の
「
権
威
」
を
究
極
的
に
は
神
法
・
自
然
法
の
理
性
に
お
き

つ
つ
も
、
そ
の
具
体
的
な
「
様
式
」
と
「
執
行
」
に
あ
た
っ
て
は
、
歴
史
的
所
産
と

し
て
の
慣
習
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
な
も
の
の
合
理
性
と
そ
の
多
様

性
を
導
き
だ
し
、
も
っ
て
政
治
的
な
も
の
の
自
律
性
な
い
し
固
有
の
論
理
が
そ
こ
に

成
立
し
て
い
た
点
を
、
わ
れ
わ
れ
は
確
認
す
る
で
あ
ろ
う
。 

以
下
の
と
こ
ろ
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
「
理
性
」
、
さ
ら
に
は
「
神
法
」
・

「
自
然
法
」
と
の
一
致
な
い
し
近
似
に
つ
い
て
の
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち

の
言
説
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。 

   

（
一
）
自
然
法
・
神
法
と
の
一
致 

  

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
し
ば
し
ば
「
理

性
」
を
そ
の
根
拠
と
し
て
提
示
す
る
。
た
と
え
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ノ
イ
は
、
前
述

し
た
法
の
「
格
律
」
を
考
察
す
る
な
か
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
コ
モ
ン
・

ロ
ー
は
、
理
性
の
諸
規
則
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
通
常
、

議
論
を
す
る
際
に
、
理
性
が
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
を
な
す
と
か
、
な
さ
な
い
と
か
言
う

の
で
あ
る
」
５
８ 

。
さ
ら
に
「
自
然
法
お
よ
び
理
性
の
法
」
は
、
「
自
ら
の
上
に
形
成

さ
れ
、
集
め
ら
れ
た
諸
規
則
」
を
も
っ
て
、
ま
さ
に
「
太
陽
や
月
や
七
星
の
ご
と
く
、

世
界
の
あ
ら
ゆ
る
実
定
法
（positive law

）
に
光
を
与
え
て
い
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
あ

ら
ゆ
る
「
実
定
法
」
は
、
「
自
然
法
と
理
性
の
法
の
光
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
法
」

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
根
拠
と
格
律
も
す
べ
て
、
自
然

法
と
理
性
の
法
の
光
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
ゆ
る
実
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定
法
が
「
自
然
法
あ
る
い
は
理
性
の
法
」
に
根
拠
を
持
つ
の
と
同
様
に
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
も
法
の
根
拠
を
自
然
法
な
い
し
理
性
の
法
に
置
い
て
い
る
の
だ
と
さ
れ
る
。
彼

は
こ
う
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
黄
金
の
神
聖
な
理
性
の
規
則
、
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ

は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る
。
ノ
イ
の
言
説
の
な
か
で
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
ほ
と
ん
ど
「
理
性
の
法
」
と
同
義
の
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と

さ
え
い
っ
て
よ
い
。
す
べ
て
の
「
理
性
の
法
」
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
な
く
と
も
、

少
な
く
と
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
そ
れ
自
体
は
ま
さ
に
理
性
の
法
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
ノ
イ
は
、
時
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
が
、
「
理
性
の
法
」
、
慣
習
、

制
定
法
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
言
い
、
ま
た
時
に
は
そ
れ
が
、「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
、

慣
習
、
制
定
法
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
述
べ
て
、
両
者
（
つ
ま
り
「
理
性
の
法
」

と
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
）
が
、
言
い
換
え
可
能
な
も
の
と
し
て
表
現
し
て
い
た
の
で

あ
る 

５
９ 

。 

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
理
性
の
法
」
と
は
、
ほ
ぼ
「
自
然
法
」
と
同
義
で
理

解
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
古
代
の
ロ
ー
マ
法
的
自
然
法
概
念
に
お
い
て
は
、

自
然
法
の
内
容
は
、
両
性
の
性
交
や
子
の
育
成
な
ど
の
よ
う
な
、
人
間
も
禽
獣
も
含

め
た
す
べ
て
の
動
物
に
共
通
す
る
自
然
主
義
的
な
法
と
、
あ
く
ま
で
理
性
を
そ
な
え

た
人
類
に
の
み
固
有
の
「
理
性
の
法
」
と
に
分
け
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
の
時
代
に
は
、
自
然
法
は
人
間
に
の
み
適
用
さ
れ
る
「
理

性
の
法
」
に
限
定
さ
れ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
人
間
に
固
有

の
「
理
性
の
法
」
と
し
て
の
ス
コ
ラ
的
な
自
然
法
概
念
は
さ
ら
に
、
後
述
す
る
よ
う

に
、
法
を
導
出
す
る
際
の
理
性
の
働
か
せ
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、
第
一
次
的
な
理
性

の
法
と
、
第
二
次
的
な
理
性
の
法
と
に
分
類
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ス
コ

ラ
的
方
法
に
立
っ
た
中
世
ロ
ー
マ
法
学
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る 

６
０ 

。
ル
ネ
サ
ン
ス

人
文
主
義
の
知
的
影
響
下
で
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
、
と
り
わ
け
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
と

ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
学
識
を
受
容
し
て
い
た
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
の
言
説
の
な
か
で
も
、
「
自
然
法
」
は
「
理
性
の
法
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
用
い
ら
れ
、

両
者
が
し
ば
し
ば
併
記
さ
れ
て
い
る
の
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ノ
イ
の
言
説
と
同
様
な
表
現
は
、
ク
ッ
ク
の
な
か
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
れ
に
よ
れ
ば
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
は
三
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
」

と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
、
慣
習
、
議
会
制
定
法
」
で
あ
る 

６
１ 

。

他
方
、
こ
の
う
ち
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
つ
い
て
、
彼
は
、
「
理
性
が
法
の
生
命
で
あ

る
。
否
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
そ
れ
自
体
が
、
理
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
」 

６
２ 

と
説
明
し

て
い
る
。
こ
の
ク
ッ
ク
の
説
明
も
、
先
の
ノ
イ
の
表
現
と
ま
っ
た
く
同
様
な
理
解
に

立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ン
チ
も
、
「
自
然
法
」

と
「
理
性
の
法
」
こ
そ
が
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
起
源
と
な
る
最
初
の
始
ま
り
を
開
く
」

の
だ
と
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
「
自
然
法
」
あ
る
い
は
「
理
性
の
法
」
か
ら
派
生
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
法
と
し
て
の
基
礎
を
置
い
て
い
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
る 

６
３ 
。
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
も
同
様
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
理
性
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
次
の

よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
「
格
律
（m

axim
e

）
は
、
法
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
し
て
理

性
の
結
論
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
理
性
と
い
う
も
の
は
、
法
の
動
因
（efficient 

cause

）
で
あ
り
、
法
は
、
理
性
か
ら
流
れ
出
た
と
こ
ろ
の
効
果
（effect

）
で
あ
る
」

６
４ 

。
こ
の
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
の
説
明
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
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ロ
ー
ヤ
ー
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
理
性
と
等
置
さ
せ
る
際
、
そ
れ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

の
「
格
律
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
と
は
、
「
慣
習
」
を
素
材
と
し
て
具
体
的
内
実
を
伴
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
こ
ろ

の
合
理
的
な
「
格
律
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
格
律
を
自
然
法
あ
る
い
は
理
性
の

法
に
一
致
す
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
ジ
ョ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
定
義
す
る

に
あ
た
っ
て
、
慣
習
法
と
自
然
法
と
を
次
の
よ
う
な
形
で
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
る
こ
と

に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。 

 

自
然
法
は
、Jus com

m
une (

共
通
法
、
一
般
法)
と
呼
ば
れ
る
が
、
ま
た
そ
れ

はJus non Scriptum
 (

不
文
法)

で
も
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
心
（hart

）
の

な
か
に
の
み
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
び
と
が
そ
の
自
然
法
の

規
則
を
遵
守
す
る
な
ら
ば
、
自
然
法
は
、
世
界
の
ど
の
成
文
法
よ
り
も
、
人
び

と
を
廉
直
に
し
幸
福
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣

習
法
もJus com

m
une (

共
通
法
、
一
般
法)

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

ゆ
え
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
は
、
あ
ら
ゆ
る
良
き
法
の
源
で
あ
り
基
礎
で
あ

る
と
こ
ろ
の
自
然
法
に
最
も
近
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
もJus 

non Scriptum
 (

不
文
法)

で
あ
っ
て
人
間
の
記
憶
（m

em
ory

）
の
な
か
に
の

み
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る 

―
確
か
に
そ
れ
は
生
き
て
い
る
個
人
の
人
間

の
記
憶
を
越
え
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
生
き
て
い
る
人
間
の
人
び
と
の

記
憶
の
な
か
に
連
続
し
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
― 

６
５ 

。 
 

 

デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、
ポ
コ
ッ
ク
の
研
究
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
慣
習
と
し
て
の
側
面

を
強
調
し
て
い
た
ク
ッ
ク
と
同
じ
よ
う
な
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が 

６
６ 

、
引
証
部
分
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
も
う
一
方
で
ロ
ー
マ
法
の

影
響
を
と
り
わ
け
強
く
受
け
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
一
人
で
も
あ
っ
た 

６
７ 

。
そ

れ
ゆ
え
彼
の
場
合
に
も
や
は
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ

ー
を
、
「
理
性
」
あ
る
い
は
「
自
然
法
」
と
の
関
係
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
す
る

思
考
が
つ
よ
く
働
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
慣
習
法
と
し
て
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
を
自
然
法
と
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
る
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
思
考
は
、
旧
き
慣
習
そ
れ
自

体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
旧
き
慣
習
に
発
現
し
た
理
性
の
契
機
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
自
然
法
と
の
近
似
を
説
き
、
そ
こ
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
卓

越
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
は
、

法
書
よ
り
も
古
来
の
も
の
た
る
理
性
に
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
不
文

の
慣
習
の
な
か
に
存
し
て
い
る
」
と
の
、
一
六
二
八
年
議
会
で
の
ダ
ド
リ
ィ
・
デ
ィ

グ
ズ
の
発
言
も
ま
た
同
様
な
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う 

６
８ 

。
す

な
わ
ち
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
根
拠
が
、
い
か
な
る
法
書
の
理
性
よ
り
も
古
い
「
古
来

の
理
性
」
に
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
古
来
の
慣
習
と
い
う
「
不
文
」
の
形
式
に
お
い
て

現
れ
て
い
る
と
の
デ
ィ
グ
ズ
の
主
張
は
、
最
も
古
来
か
つ
本
来
的
な
不
文
の
「
自
然

法
の
理
性
」
と
の
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
プ
ロ
ッ
ト
に
ほ
か
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。 

以
上
、
引
用
し
て
き
た
諸
言
説
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
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の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
思
考
様
式
を
見
る
限
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
と
っ
て
重
要

だ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
古
来
の
慣
習
で
あ
る
が
ゆ
え
の
肯
定
で
は
な
く
、
む

し
ろ
比
類
な
き
理
性
で
あ
る
が
ゆ
え
の
肯
定
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
思
考
様
式
は
、

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
依
拠
し
て
慣
習
の
古
来
性
と
不
変
性
を
強
調
し
た
エ
ド
ワ
ー

ド
・
ク
ッ
ク
も
含
め
て
、
当
時
の
ほ
と
ん
ど
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
共
有

さ
れ
て
い
た
と
見
て
間
違
い
な
い
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
か
ら
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト

期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
一
般
に
与
え
た
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
お
よ
び
ロ
ー
マ
法

学
の
知
的
影
響
の
大
き
さ
が
こ
こ
か
ら
も
改
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
比
類
な
き
理
性
を
強
調
す
る
こ
う
し
た
思
考
が
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
「
自
然
法
」
あ
る
い
は
「
理
性
の
法
」
と
の
一
致
な
い
し
近
似
を
主
張
し
て
い

く
の
は
、
あ
る
意
味
で
当
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
慣
習
法

と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
自
然
法
な
い
し
理
性
の
法
と
一
致
な
い
し
近
似
し
う
る

も
の
と
見
な
す
た
め
に
、
両
者
を
媒
介
し
て
い
る
の
が
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
時
の

検
証
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
時
の
検
証
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
「
格
律
」

な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
か
れ
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
思
考
の
な
か
に
あ
っ
て

は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
慣
習
」
と
見
な
す
こ
と
と
、
そ
の
「
理
性
」
を
強
調
す
る

こ
と
と
は
、
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
慣
習

法
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
自
然
法
な
い
し
理
性
の
法
と
パ
ラ
レ
ル
に
語
る
こ
と

を
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
む
し
ろ
好
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
慣
習
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
「
自
然
法
」
な
い
し
「
理
性
の
法
」
に

一
致
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
と
と
も
に
、
同
じ
よ
う
に
神
法
に
適
う
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
表
現
も
し
ば
し
ば
確
認
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
先
述
の
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ノ
イ
は
、
「
一
般
的
慣
習
が
神
の
法
に
全
く
反
し
て
い
る
場
合
、
ま
た
制
定

法
が
神
の
法
に
ま
っ
た
く
反
し
て
定
立
さ
れ
た
場
合
、
…
そ
の
よ
う
な
慣
習
、
そ
の

よ
う
な
制
定
法
は
、
無
効
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る 

６
９ 

。
慣
習
も
た
と
え
そ
れ
が
「
一

般
的
慣
習
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
神
法
」
に
反
し
た
も
の
は
無
効
で
あ
り
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
と
は
な
り
え
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
定

法
の
基
礎
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
制
限
す
る
も
の
と
し
て
、
神
法
の
存
在
が

前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
諸
慣
習
の
う
ち
、
王
国
共
通
の
一
般
的
慣

習
で
あ
る
と
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に

は
、
「
神
法
」
に
適
っ
た
も
の
で
な

の
で
あ
る
。 

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た

ま
た
、
ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ュ
ラ
ー
（N

icholas Fuller, 1557?-1626

）
７
０ 

は
、
一

六
一
〇
年
議
会
の
演
説
の
な
か
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
神
法
と
の
一
致
を
次
の
よ
う

に
強
調
し
て
い
る
。
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
そ
の
基
礎
を
、
検
証
さ
れ
た
理
性
か
ら

と
同
様
に
、
神
法
か
ら
も
得
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
こ
の
島
に
お
け
る
最
初

の
福
音
の
説
教
に
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
る
」
。
フ
ュ
ラ
ー
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
「
神

法
（the law

 of G
od

）
」
と
「
理
性
の
法
（the law

 of reason

）
」
に
よ
り
基
礎

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
神
法
」
と
「
自
然
法
（the 

law
 of nature

）
」
に
基
づ
い
た
人
定
法
こ
そ
が
、
「
地
上
の
す
べ
て
の
国
家
に
と

っ
て
の
魂
で
あ
り
、
腱
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
こ
の
点

で
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
人
定
法
に
優
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
フ
ュ
ラ
ー
の
言
説
の
な

か
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
卓
越
性
の
基
礎
づ
け
に
お
い
て
、
理
性
的
被
造
物
と
し
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て
の
人
間
に
よ
る
永
久
法
の
分
有
と
し
て
の
「
自
然
法
」
、
す
な
わ
ち
「
理
性
の
法
」

と
と
も
に
、
「
神
法
」
が
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
う
説
明
す
る
。
「
神

の
家
族
た
る
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
王
国
の
法
で
神
法
に
反
し
て
い
る
法
は
す
べ
て
、

た
と
え
議
会
の
制
定
に
よ
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
無
効
な
法
な
の
だ
と
捉
え
る
。

そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
法
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
お
い
て
、
神
法
の
衡
平
（equity

）

と
一
致
し
て
い
る
し
、
ま
た
一
致
す
べ
き
で
あ
る
」
７
１ 

。
フ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
人
び
と
は
、
ま
さ
に
「
神
の
家
族
」
な
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
し

た
自
覚
の
下
に
、
こ
の
王
国
の
法
も
、
た
と
え
議
会
の
制
定
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

神
法
に
反
す
る
も
の
は
す
べ
て
無
効
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
神
法
」

と
は
、
具
体
的
に
は
「
聖
書
」
の
規
定
を
指
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ュ
ラ
ー
は

こ
う
説
明
す
る
。
「
神
の
法
は
、
『
汝
、
六
日
、
労
働
す
べ
し
』
と
定
め
て
い
る
」

が
ゆ
え
に
、
「
い
か
な
る
キ
リ
ス
ト
教
の
君
主
の
認
可
、
布
告
、
法
も
、
臣
民
に
労

働
を
禁
じ
る
よ
う
な
も
の
は
、
神
の
法
に
直
接
的
に
反
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
違
法

で
あ
り
、
不
条
理
な
命
令
で
あ
る
」
。
そ
し
て
こ
れ
に
従
え
ば
、
国
王
が
与
え
る
「
特

許
（patent

）
」
は
、
人
び
と
の
自
由
な
労
働
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
り
、
違
法
な
も

の
と
判
断
さ
れ
る
、
と 

７
２ 

。 

ま
た
他
方
、
ク
ッ
ク
も
、
「
議
論
の
余
地
な
く
、
法
と
は
神
の
御
心
か
ら
生
じ
て

い
る
」
も
の
で
あ
り
、
神
こ
そ
が
「
あ
ら
ゆ
る
善
き
法
と
国
制
の
源
泉
で
あ
り
、
創

設
者
で
あ
る
」
と
訴
え
て
い
る 

７
３ 

。
ク
ッ
ク
は
一
六
二
八
年
議
会
に
お
い
て
も
、

「
古
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
諸
々
の
根
拠
は
、
神
の
法
に
基
づ
い
て
い
る
」
と
宣
言

し
て
い
る 

７
４ 

。
こ
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
定
法
は
、
自
然
法
と
神
法
を
基
礎
と

し
、
そ
れ
ら
に
適
う
こ
と
を
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣

習
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
前
提
を
満
た
し
て

い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
一
面
に
お
い
て
、
古
来
よ
り
継
承
さ
れ
て
き

た
王
国
共
通
の
「
一
般
的
慣
習
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
そ
れ
は
、
自
然
法
や
神

法
に
も
適
い
、
一
致
な
い
し
近
似
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
「
慣
習
」
と
「
自
然
法
・
神
法
」
と
の
結
合
を
果
た
す
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、
慣
習
の
な
か
に
理
性
を
開
示
さ
せ
る
「
時
の
検
証
」

と
い
う
観
念
で
あ
っ
た
。
古
来
よ
り
の
継
承
性
を
も
つ
慣
習
は
、
「
時
と
経
験
の
叡

智
」
に
よ
る
検
証
を
受
け
て
洗
練
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
法
な
い
し
理
性
の

法
や
さ
ら
に
は
神
法
に
一
致
な
い
し
近
似
し
た
「
理
性
の
精
髄
」
を
獲
得
す
る
に
至

っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
点

に
お
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
卓
越
性
」
が
主
張
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
フ
ュ

ラ
ー
は
こ
う
宣
言
す
る
。
「
人
定
法
に
関
し
て
、
非
常
に
多
く
の
経
験
を
積
ん
だ
尊

敬
す
べ
き
賢
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
、
学
識
の
あ
る
理
に
か
な
っ
た
記
述
は
、
世
界
の

ど
の
人
定
法
よ
り
も
わ
れ
わ
れ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
に
正
鵠
に
適
用
さ
れ
う
る
」
。

こ
の
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
「
神
の
法
と
自
然
法
に
基
づ
い
た
人
定
法
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
だ
と 
７
５ 

。 

 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
自
然
法
、
神
法
に
一
致
な
い
し
近
似
し
た
合
理
的
存
在
だ
と
い

う
考
え
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
一
般
的
に
共
有
さ
れ
た
観
念
で

あ
り
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
古
来
よ
り
の
不
変
の
慣
習
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
強
調
し
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て
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
も
含
め
て
、
お
そ
ら
く
は
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
あ

ら
ゆ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
要
件
と
し
て
受
け
容
れ
て
い
た
観

念
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
で
重
要
な
の
が
、
自
然
法
お
よ
び
神
法

と
の
一
致
な
い
し
近
似
も
、
具
体
的
に
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
慣
習
が
「
時

の
検
証
」
を
受
け
る
な
か
で
定
立
さ
れ
た
「
格
律
」
と
い
う
点
に
お
い
て
把
握
さ
れ

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
慣
習
」
と
「
自
然
法
・
神
法
」
と
の
連
結

点
に
、
理
性
の
結
晶
化
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
格
律
」
が
存
在
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
「
格
律
」
が
持
つ
意
義
に
つ
い
て
は
、
先
に
「
時

の
検
証
」
と
合
理
性
の
獲
得
と
い
う
文
脈
で
す
で
に
確
認
し
て
お
い
た
が
、
さ
ら
に

そ
れ
は
「
自
然
法
・
神
法
」
と
の
一
致
と
い
う
文
脈
で
も
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
サ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
の
次
の
言
葉
は
そ
の
典

型
的
な
証
左
で
あ
ろ
う
。
一
六
二
一
年
議
会
で
「
緑
布
」
の
価
格
を
め
ぐ
っ
て
、
彼

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
価
格
に
対
し
て
は
、
国
王
大
権
は
存
在
し
な

い
」
。
で
は
そ
れ
に
は
何
が
示
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
法
の
「
格
律
」

で
あ
る
。
「
格
律
は
、
神
法
と
自
然
法
に
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
神
法
と
自

然
法
に
反
し
た
法
を
作
成
す
る
こ
と
は
無
効
な
法
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
」
７
６ 
。 

こ
の
よ
う
に
、
「
慣
習
」
が
幾
多
の
時
代
の
叡
智
に
よ
り
解
釈
さ
れ
、
そ
こ
か
ら

法
の
「
格
律
」
が
定
立
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
そ
の
「
格
律
」
と
い
う
点
に
こ
そ
、

自
然
法
や
神
法
と
一
致
な
い
し
近
似
し
た
合
理
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
形
成
さ
れ
て

き
た
、
と
い
う
の
が
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
好
ん
で
用

い
た
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
頻
繁
に
言

及
す
る
と
こ
ろ
の
、
「
理
性
の
法
」
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
ま
さ
し
く
「
格

律
」
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
慣
習
法
と
し
て
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
を
、
「
理
性
の
法
」
と
呼
ぶ
そ
の
思
考
様
式
に
お
い
て
、
両
者
を
媒
介
す
る
重

要
な
レ
ト
リ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
「
時
の
検
証
」
と
い
う
観
念
と
、
「
格
律
」

と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
は
「
慣
習
」
と
し
て
の
側
面
と
「
理
性
」
と

し
て
の
側
面
が
両
立
し
て
い
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
本
質
と
は
、
「
時
の
検
証
」
を

経
た
慣
習
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
法
の
「
形
式
（form

）
」
と
、
神
法
や
自
然
法
（
な

い
し
理
性
の
法
）
に
合
致
し
た
「
理
性
」
と
い
う
法
の
「
根
拠
（ground

）
」
と
の

密
接
な
結
び
つ
き
に
こ
そ
あ
っ
た
。
ヘ
ド
リ
ィ
が
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
根
拠
と
形

式
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
理
性
と
時
で
あ
る
」
と
端
的
に
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る 

７
７ 

。
つ
ま
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
正
当
性
の
「
根
拠
」
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
「
理

性
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
法
の
具
体
的
内
実
と
し
て
諸
々
の
「
形
式
」
を
与
え
る

の
が
「
時
」
で
あ
り
、
時
の
検
証
を
経
た
合
理
的
な
「
慣
習
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
考
様
式
を
つ
ぶ
さ
に
検
証
し
て
い
く
と
き
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
は
、
そ
れ
が
単
に
「
旧
き
も
の
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
良
き
法
と
さ
れ
た
の
で
は

な
く
、
そ
れ
が
「
合
理
的
な
も
の
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
良
き
法
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
国
制
に
お
け
る
「
古
来
性

（A
ntiquity

）
」
の
主
張
と
は
、
「
合
理
性
（reasonableness

）
」
の
主
張
に
ほ

か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
古
来
の
国
制
」
論
で
言
及
さ
れ
る
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〈A
ncient

〉
と
は
、
単
に
時
間
的
な
過
去
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
否
む
し
ろ

そ
れ
は
、
現
在
の
法
と
国
制
の
究
極
的
な
根
拠
と
し
て
の 

〈N
atural

〉
を
意
味
す

る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
導
き
出
す
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
意

味
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
い
う
「
古
来
、
、
の
も
の
」
と
い
う
観
念
は
、
ま
さ
に
「
本、

来、
の
も
の
」
、
す
な
わ
ち
「
根
源
的
な
る
も
の
」
「
自
然
的
な
る
も
の
」
を
意
味
し
、

そ
う
し
た
根
源
的
な
価
値
を
歴
史
を
通
じ
て
導
き
出
そ
う
と
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
ほ

か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
た
と
え
ば
一
六
一
○
年
議
会
で
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
（Sir Jam

es W
hitelocke

）
の
言
葉
の
な
か
に
も
明
確
に
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
王
国
の
基
本
法
（the fundam

ental law

）
」

と
な
る
古
来
の
国
制
と
は
、
か
れ
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
、
こ
の
王
国
の
政
体
の
「
自、

然
本
来
の

、
、
、
、
枠
組
み
と
基
本
構
造
（the natural fram

e and C
onstitution

）
」
（
強

調
は
筆
者
）
で
あ
る
と
の
理
解
に
立
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
た 
７
８ 
。
こ
の
よ
う
に
、

「
古
来
の
国
制
（A

ncient C
onstitution

） 

」
と
い
う
議
論
の
核
心
に
あ
る
の
は
、

「
過
去
」
の
国
制
の
正
当
性
を
主
張
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
連
続

性
に
立
つ
と
こ
ろ
の
あ
く
ま
で
も
「
現
在
」
の
本
来
あ
る
べ
き
国
制
を
擁
護
し
よ
う

と
す
る
言
説
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
政
治

的
思
考
様
式
の
核
心
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
「
古
来
の
も
の
」
を
通
じ
て
「
自
然
本

来
の
も
の
」
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
「
時
」
の
観
念
あ
る
い
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
巧
み

な
活
用
に
こ
そ
あ
る
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

  

 

（
二
）
技
巧
的
理
性
と
自
然
的
理
性 

  

具
体
的
内
実
を
持
つ
「
古
来
の
慣
習
」
と
、
理
性
の
究
極
的
な
根
拠
と
し
て
の
「
自

然
法
・
神
法
」
と
の
、
こ
う
し
た
特
殊
な
結
び
つ
き
は
、
人
間
の
能
力
と
し
て
の
「
理

性
」
に
お
い
て
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
特
有
の
「
理
性
」
概
念
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に

つ
な
が
る
。
そ
れ
は
単
な
る
論
証
・
推
論
の
能
力
と
し
て
の
「
自
然
的
理
性
（natural 

reason

）
」
で
は
な
く
、
個
別
具
体
的
な
「
状
況
」
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
前
提

と
し
て
「
理
性
」
の
内
実
を
法
的
に
判
断
す
る
能
力
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
そ

れ
は
後
に
詳
細
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
単
な
る
論
証
、
、
を
本
旨
と
す
る
理
性
で
は
な
く
、

熟
慮
と
判
断
、
技
能
と
機
知
を
も
兼
ね
備
え
た
理
性
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
も

そ
も
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
所
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
法
規
範
」

と
し
て
の
効
力
を
発
生
さ
せ
る
た
め
に
は
、
合
理
的
な
「
根
拠
」
と
と
も
に
、
具
体

的
内
実
を
と
も
な
っ
た
法
の
「
形
式
」
が
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
法

の
内
容
と
し
て
、
な
に
が
理
に
適
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
、
あ
る
程
度
ま
で
当

該
の
諸
状
況
と
の
関
連
で
判
断
・
確
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
具
体
的
状
況
の

な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
法
の
形
式
が
合
理
的
な
の
か
を
判
断
し
、
確
定
す
る
能
力
こ

そ
が
「
技
巧
的
理
性
（artificial reason

）
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下

の
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
「
技
巧
的
理
性
」
の
概
念
を
確
認
し
な
が
ら
、
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュ
・
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
「
理
性
」
あ
る
い
は
「
合
理

性
」
の
概
念
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
の
な
か
に
確
認
さ
れ
る
「
技
巧
的
理
性
」
の
概
念
は
、
イ
ン
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グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
思
考
様
式
の
特
徴
を
読
み
解
く
上
で
非
常
に
示

唆
的
な
概
念
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
以
下
の
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
技
巧
的

理
性
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
言
説
を
詳
細
に
た

ど
り
、
さ
ら
に
は
よ
り
広
い
思
想
的
伝
統
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
そ
れ
を
位
置
づ
け
直

す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
過
去
の
先
例
に
基
づ
く

判
例
法
た
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
よ
り
高
次
の
法
の
一
般
的
原
則
、
つ
ま
り
「
格
律
」

を
形
成
す
る
上
で
、
「
理
性
」
と
結
び
つ
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
理
性
と

は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
と
っ
て
単
な
る
理
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
判
例
法
を
包
括
的
に
理
解
し
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
の
一
般
原
理
と

し
て
の
格
律
を
導
き
出
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
合
理
的
な
法
体
系

を
構
築
し
よ
う
と
す
る
際
に
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
す
べ
て
の
人
び
と
が
持
つ
「
自

然
的
理
性
（natural reason

）
」
で
は
な
く
、「
技
巧
的
理
性
（artificial reason

）
」

で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
「
技
巧
的
理
性
」
に
つ
い
て
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
示
し
た

典
型
的
な
説
明
を
ま
ず
い
く
つ
か
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
フ
ィ

ン
チ
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
共
通
理
性
（com

m
on reason

）
の
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
」
と
定
義
し
た
上
で
、
し
か
し
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
も
そ
も

「
理
性
と
は
何
で
あ
る
か
」
だ
と
い
う
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
共
通

理
性
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
が
自
ら
の
上
に
形
成
し
て
い
る
」
理
性
、
す
な
わ
ち
自
然

的
理
性
の
こ
と
で
は
な
く
、
「
洗
練
さ
れ
た
理
性
（refined reason

）
」
の
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う 

７
９ 

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
こ
う
説
明
す
る
。

「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
裸
の
理
性
（bare reason

）
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

…
検
証
さ
れ
た
理
性
（tried reason

）
で
あ
り
、
理
性
の
精
髄
」
な
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
と
っ
て
善
き
か
つ
有
益
な
（good and 

profitable

）
も
の
と
な
る
た
め
に
、
幾
多
の
時
代
に
わ
た
る
時
の
叡
智
に
よ
っ
て
検

証
さ
れ
、
是
認
さ
れ
て
き
た
理
性
」
な
の
で
あ
る 

８
０ 

。
他
方
、
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
は
、

こ
の
「
技
巧
的
理
性
」
を
、
法
の
「
格
律
」
と
い
う
観
点
か
ら
次
の
よ
う
に
説
明
す

る
。
「
準
則
、
根
拠
、
公
理
の
動
因
と
な
る
も
の
は
、
論
証
に
も
と
づ
い
て
検
証
さ

れ
、
そ
し
て
繰
り
返
し
洗
練
を
受
け
た
と
こ
ろ
の
自
然
的
理
性
の
力
で
あ
る
」
。
単

な
る
自
然
的
理
性
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
洗
練
さ
れ
た
理
性
、
す
な
わ
ち
技
巧
的
理

性
こ
そ
が
、
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
に
よ
れ
ば
、
「
法
の
準
則
や
公
理
、
根
拠
、
命
題
を
生

み
出
す
第
一
の
原
初
的
な
動
因
」
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た 

８
１ 

。
こ
こ
で
は
、

「
格
律
」
と
い
う
法
の
一
般
原
理
を
形
成
す
る
能
力
と
し
て
、
技
巧
的
理
性
が
捉
え

ら
れ
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
「
技
巧
的
理
性
」
は
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
て

き
た
「
慣
習
」
と
「
理
性
」
と
の
結
合
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

な
働
き
を
担
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
い
は
同
時
に
、
法
的

営
為
を
担
う
能
力
が
、
な
に
ゆ
え
論
証
的
能
力
と
し
て
の
「
自
然
理
性
」
で
は
不
十

分
と
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。
こ
の
点
を
読
み
解
く
上
で
非
常
に
示
唆

的
で
あ
る
の
は
、
次
の
ヘ
ド
リ
ィ
の
説
明
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
合

理
的
な
体
系
を
な
す
も
の
と
考
え
、
人
び
と
が
持
つ
自
然
理
性
に
よ
っ
て
も
、
そ
の

法
の
論
理
は
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
と
、
一
旦
は
述
べ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
人
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び
と
が
法
を
周
知
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
て
、
法
と
し
て
の
効
力
を
持
ち
得
な

く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
単
な
る
「
理
性
」
と
し
て

捉
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
。
ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
「
理
性
」

は
、
法
の
「
属
性
あ
る
い
は
実
体
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
理
性
」
は
、
法
の
「
本

質
的
な
形
式
」
を
与
え
は
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
法
に
具
体
的
な
「
形
式
」
を
与
え

る
の
は
ま
さ
に
「
時
」
な
の
だ
と
さ
れ
る 

８
２ 

。
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
て

き
た
な
か
で
も
、
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
き
た
が
、
「
慣
習
」
の
果
た
す
役
割
の
一
つ

は
、
法
の
「
形
式
」
に
具
体
的
内
実
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
慣
習
」
を

い
わ
ば
素
材
と
し
て
、
な
に
が
「
合
理
的
」
な
法
の
具
体
的
「
形
式
」
と
な
る
の
か

を
決
定
す
る
の
が
、
「
技
巧
的
理
性
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
先
ほ

ど
引
用
し
た
ヘ
ド
リ
ィ
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
と
っ
て
善
き
か

つ
有
益
な
（good and profitable

）
も
の
」
で
あ
る
か
ど
う
か
、
「
幾
多
の
時
代

に
わ
た
る
時
の
叡
智
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
、
是
認
さ
れ
て
き
た
」
技
巧
的
理
性
こ
そ

が
、
こ
う
し
た
法
に
お
け
る
特
定
の
具
体
的
内
実
を
合
理
性
あ
る
形
で
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
慣
習
と
理
性
か
ら
な
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
、
「
技
巧
的
理

性
」
は
、
「
格
律
」
や
「
時
の
検
証
」
と
い
う
観
念
と
同
様
に
、
古
来
の
慣
習
と
理

性
の
法
と
を
媒
介
す
る
同
じ
機
能
的
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

  

さ
て
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
重
視
し
た
「
技
巧
的
理

性
」
と
い
う
観
念
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
そ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
よ
り

明
瞭
に
把
握
す
る
に
は
、
先
行
す
る
伝
統
的
な
思
想
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
彼

ら
の
理
性
概
念
を
位
置
づ
け
直
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
有
益
な
作
業
と
な
ろ
う
。
ジ

ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
国
制
論
を
扱
っ
た
第
一
章
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
思
想
体
系
の
受
容
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
す

な
わ
ち
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
依
拠
し
て
い
た
フ

ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
考
枠
組
み
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
神
法
・
自
然
法
・
人
定
法
の

ス
コ
ラ
哲
学
の
体
系
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
の
な
か
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
の

意
義
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
こ
う
し
た
フ
ォ

ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
想
を
通
じ
た
ス
コ
ラ
学
の
受
容
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、
ル

ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
知
的
教
養
を
備
え
て
い
た
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
多
く
は
、
よ
り
直
接
的
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ

ナ
ス
の
思
想
に
通
じ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
彼
ら
は
、
大
陸
の
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義

が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
普
及
す
る
文
脈
の
な
か
で
、
併
せ
て
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ
ー

マ
法
学
の
学
識
を
受
容
し
て
い
た
が
、
こ
の
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
思
考
法
は
、
ス
コ

ラ
的
方
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
論
理
形
式
主
義
と
権
威
被
拘
束
性
を
特
徴
と
し

た
ス
コ
ラ
学
の
特
殊
「
法
学
」
的
な
表
現
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
ア
ク
ィ

ナ
ス
自
身
、
『
神
学
大
全
』
に
お
け
る
彼
の
弁
証
法
的
考
察
の
随
所
に
確
認
さ
れ
る

よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
方
法
の
結
合
を
体
系
的
に
試
み
て
い
る
。

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
哲
学
的
原
理
は
、
彼
に
と
っ
て
「
真
の
哲
学
者
」
で
あ
っ
た
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
に
依
拠
し
て
お
り
、
他
方
、
具
体
的
な
人
間
行
動
の
例
や
定
義
に
つ
い
て

は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
し
ば
し
ば
ロ
ー
マ
法
を
、
と
り
わ
け
彼
が
「
真
の
法
学
者
」
と
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呼
ん
だ
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
を
参
照
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
「
各
人
に
各
人
の
も
の
を

与
え
よ
う
と
す
る
不
変
不
断
の
意
思
」
と
い
う
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
正
義
の
定
義
は
、
ウ

ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
も
の
で
あ
る 

８
３ 

。
以
上
の
よ
う
な
知
の
脈
絡
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

一
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
言
説
を
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
集
大
成
し
た
ス
コ
ラ

学
の
よ
り
体
系
的
な
言
説
を
手
掛
か
り
と
し
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
的

外
れ
な
試
み
で
は
な
い
し
、
そ
こ
に
は
一
定
の
レ
リ
バ
ン
シ
ー
が
存
在
す
る
と
い
え

よ
う
。 

そ
こ
で
以
下
の
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
言
説
に
ま
で
立
ち
戻
り
つ
つ
、

か
れ
の
よ
り
体
系
的
な
ス
コ
ラ
学
に
お
け
る
法
と
理
性
に
関
す
る
理
解
を
参
照
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
「
技
巧
的
理
性
」
と
い
う
形
で
練
り

上
げ
た
観
念
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
再
考
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
う
す
る
こ

と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
学
識
が
、

ポ
コ
ッ
ク
等
が
指
摘
し
た
よ
う
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
特
殊
「
島
国
的
」
な
慣
習
的
理

解
を
超
え
て
、
よ
り
広
範
囲
な
大
陸
の
知
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
支
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

 

ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
定
法
は
自
然
法
に

由
来
す
る
も
の
だ
と
し
た
う
え
で
、
し
か
し
自
然
の
理
性
は
普
遍
的
で
あ
る
の
に
対

し
、
他
方
、
人
定
法
の
規
定
は
地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
つ

い
て
、
二
つ
の
異
な
る
理
性
の
働
き
方
に
よ
っ
て
回
答
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
彼
は
、

「
人
定
法
（lex hum

anitus posita

）
は
す
べ
て
自
然
法
か
ら
導
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
」
と
い
う
問
を
立
て
た
上
で
、
こ
れ
に
対
し
て
、
彼
は
「
あ
る
事
柄
が
自
然

法
か
ら
導
出
さ
れ
る
に
は
二
つ
の
仕
方
が
あ
り
う
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
一
つ
は

ま
ず
、
「
原
理
（principium

）
か
ら
い
わ
ば
結
論
が
導
出
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
」

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
諸
々
の
学
問
に
お
い
て
あ
る
「
原
理
」
か
ら
「
論
証
的

（dem
onstrativae

）
」
に
結
論
が
引
き
出
さ
れ
る
仕
方
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
「
あ
る
共
通
的
・
一
般
的
な
こ
と
が
、
い
わ
ば
個
別
的

に
確
定
（determ

inatio

）
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
」
で
あ
る
。
そ
の
仕
方
は
、
「
技

術
（ars

）
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
「
一
般
的
な
構
想
﹇
形
式
﹈
（form

ae 

com
m

unes

）
が
、
あ
る
個
別
の
形
へ
と
特
殊
化
さ
れ
確
定
さ
れ
て
い
く

（determ
inantur ad aliquid speciale

）
」
仕
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
建
築
家

が
家
の
一
般
的
な
構
想
を
、
あ
れ
こ
れ
の
特
定
の
形
を
持
つ
家
へ
と
個
別
具
体
化
し
、

確
定
し
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
。
こ
う
し
て
ア
ク
ィ

ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
法
の
定
立
に
あ
た
っ
て
、
自
然
法
の
一
般
的
原
理
か
ら
の
「
論
証

的
」
な
導
出
と
い
う
形
式
と
、
個
別
具
体
的
な
事
例
に
合
わ
せ
た
自
然
法
か
ら
の
「
確

定
的
」
な
導
出
と
い
う
、
ふ
た
つ
の
形
式
が
提
起
さ
れ
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
こ
の
点

を
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

 

そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
こ
と
が
ら
は
、
自
然
法
の
一
般
的
原
理
か
ら
結
論
へ
と
い

う
仕
方
で
導
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
「
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う
こ

と
が
、
「
何
人
に
た
い
し
て
も
悪
を
な
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
こ
と
か
ら
結

論
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
し
て
導
出
さ
れ
る
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
た

い
し
て
、
な
ん
ら
か
の
こ
と
が
ら
は
、
個
別
具
体
的
な
確
定
と
い
う
仕
方
で
導
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出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
罪
あ
る
者
は
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
の
は
自
然
法
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
じ
か
の
刑
罰
を
も
っ
て

罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
自
然
法
の
個
別
具
体
的
な
確
定

（quaedam
 detem

inatio legis naturae

）
で
あ
る 

。 

 

彼
は
こ
う
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
両
方
の
形
式
が
、
人
定
法
に
お
い
て
と

も
に
見
出
さ
れ
る
と
結
論
す
る
。 

こ
う
し
た
自
然
法
か
ら
の
「
論
証
的
」
な
導
出
と
「
個
別
・
確
定
的
」
な
導
出
と

い
う
、
ふ
た
つ
の
形
式
の
区
別
は
、
他
方
で
、
法
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
多
様
で
あ

る
と
い
う
事
実
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
い
う
。
「
自
然
法
の
一

般
的
原
理
は
、
人
間
の
事
柄
に
見
ら
れ
る
大
い
な
る
多
様
性
の
ゆ
え
に
、
万
人
に
対

し
て
同
一
の
仕
方
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に

異
な
っ
た
人
び
と
の
も
と
に
お
い
て
、
実
定
的
な
法
の
多
様
性
が
生
ず
る
の
で
あ
る
」
。

つ
ま
り
「
法
の
多
様
性
（diversitas legis

）
」
と
い
う
現
実
に
照
ら
し
た
時
、
自

然
法
の
一
般
的
原
理
か
ら
の
「
論
証
的
」
導
出
だ
け
で
は
明
ら
か
に
不
十
分
で
あ
っ

た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
な
か
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
自
然
の
理
性
に
よ
る
正
し
さ
は
、
い
ず
こ
に
お
い
て
も
同
じ
効
力
を
持
つ
」
が
ゆ

え
に
、
も
し
人
定
法
が
す
べ
て
自
然
法
か
ら
論
証
的
に
導
出
可
能
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

人
定
法
も
ま
た
万
人
に
と
っ
て
同
一
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し

人
定
法
は
現
実
に
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
地
域
に
お
い
て
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
を
多
様
な
個
別
の
状
況
に
適
し
た
形
で
法
と
し
て

定
立
し
て
い
く
た
め
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
個
別
的
確
定
（
規
定
）（determ

inatio 

paticularis

）
」
に
よ
る
導
出
の
形
式
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
経
験
と
賢

慮
を
そ
な
え
た
人
び
と
が
下
す
判
断
（udicium

 expertorum
 et prudentum

）
」

の
原
理
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
が
、
「
個
別
具
体

的
な
確
定
」
と
い
う
原
理
に
則
っ
て
、
「
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
規
定

す
る
の
が
適
切
で
あ
る
の
か
」
を
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
見
解

は
、
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
指
摘
に
対
応
し
た
も

の
で
あ
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
次
の
言
葉
を
引
証
す
る
。
「
こ

れ
ら
の
こ
と
が
ら
に
関
し
て
は
、
経
験
あ
り
、
年
功
を
積
み
、
思
慮
あ
る
人
び
と
の

判
断
を
、
論
証
的
な
こ
と
が
ら
に
お
と
ら
ず
、
論
証
し
え
な
い
主
張
や
見
解
に
お
い

て
も
、
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
８
４ 

。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
に

お
い
て
は
、
自
然
法
の
諸
原
理
か
ら
の
結
論
と
し
て
の
「
万
民
法
（jus gentium

）
」

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
み
ず
か
ら
に
適
当
と
す
る
と
こ
ろ
を
個
別
的
確
定
に
よ
っ
て

自
然
法
か
ら
導
き
出
し
た
規
則
と
し
て
の
「
国
法
（jus civile

）
」
と
い
う
、
人
定

法
の
ふ
た
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る 

８
５ 

。 

 

他
方
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
と
っ
て
も
、
「
法
が
理
性

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
共
通
し
た
前
提
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
問
題
な
の
は
、

具
体
的
に
何
が
法
と
し
て
理
性
的
な
も
の
た
り
う
る
か
、
を
ど
の
よ
う
に
し
て
決
定

す
る
か
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
六
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
学
者
で
ル
ネ
サ
ン

ス
人
文
主
義
と
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
つ
よ
く
受
け
て
い
た
セ
イ
ン
ト
・
ジ
ャ
ー
マ
ン 

８
６ 

も
、
「
法
」
の
内
容
が
具
体
的
に
導
出
さ
れ
る
仕
方
を
二
つ
に
分
け
て
考
え
て
い
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る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
「
理
性
の
法
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
、
自
然
法
か
ら
の
論

証
に
よ
る
「
第
一
次
的
な
理
性
の
法
（lex rationis prim

arie

）
」
と
、
慣
習
の
な

か
か
ら
得
ら
れ
る
「
第
二
次
的
な
理
性
の
法
（lex rationes secundarie

）
」
と
が

あ
る
の
だ
と
い
う 
８
７ 
。
ま
た
同
様
に
こ
の
点
に
関
し
て
、
一
七
世
紀
初
期
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
、
ロ
ー
マ
法
と
教
会
法
の
両
法
に
つ
い
て
の
高
い
学
識
を
備
え
て

い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
も
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
法
の
根
拠

あ
る
い
は
命
題
の
「
真
実
性
（V

erity
）
」
に
は
、
「
反
駁
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

必
然
的
（necessary

）
な
い
し
は
既
知
の
真
理
（truth

）
」
を
意
味
す
る
も
の
と
、

「
偶
因
的
な
真
実
性
（C

ontingent V
erity

）
」
と
し
て
「
蓋
然
性
（Probability

）
」

を
意
味
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
は
、
こ
れ
を
先
の
セ
イ
ン
ト
・
ジ
ャ

ー
マ
ン
の
区
別
に
な
ら
っ
て
、
前
者
の
も
の
を
「
理
性
の
一
次
的
結
論
（Prim

arie 

C
onclusions of R

eason

）
」
と
呼
び
、
後
者
の
も
の
を
「
理
性
の
二
次
的
原
理

（Secondarie Principles

）
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
う
ち
必
然
性
に
立
つ
「
理
性
の
一

次
的
結
論
」
の
方
は
、
「
ま
さ
に
自
然
そ
れ
自
体
の
光
に
よ
っ
て
」
、
「
あ
ら
ゆ
る

人
間
の
精
神
に
刻
み
込
ま
れ
て
」
お
り
、
そ
の
意
味
で
す
べ
て
の
人
び
と
が
自
然
理

性
に
よ
っ
て
理
解
可
能
な
「
一
般
的
（generall

）
」
な
も
の
で
あ
る
が
、
蓋
然
性
に

立
つ
「
理
性
の
二
次
的
原
理
」
は
、
自
然
理
性
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
「
大
変
な
困
難
さ
」
を
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
「
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
法
に
お
け
る
論
証
の
流
儀
と
様
式
に
依
存
し
て
い
る
」
も
の
な
の
で
あ
る
と
、

ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
は
い
う 

８
８ 

。 

以
上
の
よ
う
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
見
ら
れ
る
法
に
お
け
る

理
性
概
念
の
区
別
は
、
自
然
法
か
ら
の
「
論
証
的
」
な
導
出
と
、
自
然
法
か
ら
の
「
確

定
的
」
な
導
出
と
い
う
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
立
て
た
先
の
区
別
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
、
必
然
的
で
論
証
可
能
な
「
第
一
次

的
な
理
性
の
法
」
と
は
区
別
さ
れ
た
、
蓋
然
的
で
確
定
的
導
出
を
要
す
る
「
第
二
次

的
な
理
性
の
法
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
的
情
況
と
の
関
数
で
決
ま
る
も
の
で
あ
る

以
上
、
そ
こ
に
は
本
来
的
に
「
偶
因
的
」
性
格
が
存
在
し
、
自
然
法
か
ら
の
一
義
的

導
出
の
様
式
だ
け
で
は
、
法
の
理
性
を
す
べ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

点
は
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
た
い
て
い
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
明
確

に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
「
理
性
」
（
あ
る
い
は
自
然
）
か
ら
の
導
出
は
、
そ
れ
が
論

証
的
な
も
の
に
よ
る
場
合
は
、
時
と
場
所
を
越
え
て
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
え
た
（
ア

ク
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
実
定
法
の
こ
の
部
分
は
「
万
民
法
」
と
さ
れ
る
）
。
し
か
し
、

確
定
的
導
出
に
よ
る
場
合
（
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
実
定
法
の
こ
の
部
分
は
「
国
法
」

と
さ
れ
る
）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
状
況
」
と
の
関
連
で
、
多
様
な
結
論
が
可
能
で
あ
っ

た
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
式
の
法
が
、
個
別
の
国
に
お
い
て
施
行
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
か
は
、
論
証
に
よ
っ
て
一
義
的
に
決
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
こ
の
課
題
を
、
ま
さ
に
「
慣
習
の

古
来
性
（A

ntiquity

）
」
に
よ
っ
て
担
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
な
か

で
、
理
性
か
ら
論
証
的
に
厳
密
な
形
で
導
出
し
え
な
い
、
個
別
・
確
定
的
導
出
に
あ

た
る
部
分
が
、
古
来
よ
り
継
承
さ
れ
た
「
慣
習
」
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
第
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
法
思

想
の
枠
組
み
の
な
か
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
古
来
の
慣
習
」
を
機
能
的
に
組
み
入
れ
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た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
言
説
も
、
以
上
の
よ
う
な
文
脈
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
論
証
的
理
性
だ
け
で
は
、
実
定
法
の
自
然
法
か
ら
の
導
出
を
十
分

に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
も
し
多
様
な
現
れ
を
と
る
実
定
法
を
自

然
法
と
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
論
証
的
理
性
（
す
な
わ
ち
自
然
的
理
性
）

を
補
足
す
る
な
ん
ら
か
別
の
手
段
を
定
式
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
も
、
ま
た
一
六
世
紀
の
セ
イ
ン
ト
・
ジ
ャ

ー
マ
ン
や
一
七
世
紀
の
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
も
み
な
了
解
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
経
験
に
基
づ
く
叡
智
や
種
々
の
学
識
を
駆
使
し
な
が
ら
行
わ
れ
る
よ
り
実

践
的
な
判
断
、
賢
慮
、
熟
慮
な
ど
を
意
味
す
る
理
性
概
念
で
あ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
こ
う
し
た
理
性
概
念
を
、
「
技
巧
的
理
性
」
と
呼
ん
だ

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
技
巧
的
理
性
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
所
与

の
文
化
的
諸
条
件
に
適
合
す
る
よ
う
「
確
定
的
」
導
出
に
よ
っ
て
具
体
的
な
諸
形
式

を
伴
っ
て
定
立
さ
れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
、
ま
さ
に
自
然
法
か
ら
「
論
証
的
」
に
導

出
さ
れ
る
万
民
法
と
同
様
に
、
自
然
法
に
適
っ
た
合
理
的
な
法
で
あ
る
と
見
な
さ
れ

る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
が
「
技
巧
的
理
性
」
と
い
う
名
称
で
呼
ん
だ
理
性
と
は
、
単
な
る
論
証
・

推
論
で
は
導
き
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
法
の
具
体
的
内
実
を
、
慣
習
の
な
か
か
ら
「
個

別
・
確
定
的
」
に
導
き
出
す
能
力
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

こ
う
し
た
理
解
に
立
つ
が
ゆ
え
に
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
理
性
と

慣
習
」
の
二
つ
に
依
拠
さ
せ
、
一
方
の
「
理
性
や
悟
性
（reason 

and 

understanding

）
」
は
よ
り
普
遍
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
言
語
や
言
説

（language and speech

）
」
は
よ
り
「
多
様
で
差
異
に
富
ん
で
い
る
」
と
し
、
そ

し
て
両
者
の
綜
合
に
お
い
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
確
実
性
」
を
説
明
す
る
の
で
あ
る 

８
９ 

。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
「
是
認
さ
れ
た
格
律
や
準
則
」
に
依
拠
し

た
理
性
の
「
必
然
的
帰
結
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
理
性
の

み
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
「
慣
習
と
理
性
の
結
合
」

に
よ
っ
て
証
明
可
能
な
も
の
だ
と
い
う 

９
０ 

。
さ
ら
に
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
次
の
よ
う
に

も
説
明
し
て
い
る
。
「
法
の
理
性
」
は
、
「
肯
定
的
な
論
拠
（affirm

ative 

argum
ent

）
」
（
肯
定
命
題
）
に
基
づ
く
側
面
と
、
「
技
巧
的
な
論
拠
（artificial 

argum
ent

）
」
に
基
づ
く
側
面
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
の
理
性
は
、
「
誰
び
と

も
否
定
な
い
し
論
争
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
諸
々
の
法
の
根
拠
お
よ
び
格
律
か
ら
」

理
性
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
技
巧
的
に
導
き
出
さ
れ
る
側
面
と
、
「
格
律
と
同
様
に

明
確
な
法
と
な
り
え
る
、
明
白
か
つ
周
知
の
事
例
（plain and fam

iliar cases

）
」

か
ら
直
接
に
導
か
れ
る
側
面
と
が
あ
る
と
。
た
と
え
ば
、
〈
妻
は
亡
夫
の
遺
産
の
三

分
の
一
を
相
続
す
る
〉
と
い
う
ケ
ー
ス
は
、
「
理
性
の
み
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
。
理
性
が
証
明
で
き
る
の
は
、
妻
に
は
夫
の
死
後
、
生
活
を
維
持
す

る
た
め
に
「
相
当
の
比
率
（reasonable portion

）
」
で
遺
産
相
続
が
認
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
点
だ
け
で
あ
る
。
「
相
当
な
比
率
」
が
ど
の
程
度
の
も
の
で

あ
る
か
に
つ
い
て
、
理
性
に
よ
っ
て
一
義
的
に
確
実
な
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
不
確
実
性
」
を
一
定
の
「
確
実
性
」
へ
と
還
元
す
る

―
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
で
は
「
三
分
の
一
」
―
唯
一
の
も
の
こ
そ
、
「
王
国
の
慣
習
」
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な
の
で
あ
り
、
両
者
が
そ
ろ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
ケ
ー
ス
が
法
と
な
る
の
だ
と
。
し

か
し
て
、
そ
の
法
の
「
効
力
」
そ
れ
自
体
は
、
慣
習
で
は
な
く
、
理
性
か
ら
生
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る
、
と 

９
１ 

。 

 

こ
の
意
味
で
、｢
技
巧
的
理
性｣

と
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
慣
習
」
と
、
自
然
法

の
「
理
性
」
と
の
一
致
を
可
能
に
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
働
い
て
い
る
の
だ
と
も

い
え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
不
変
の
理
性
」
と
「
変
化
す
る
慣
習
法
」

と
の
間
を
架
橋
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
前
述
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
、
「
技
巧
的
理

性
」
と
は
、
法
に
お
け
る
合
理
性
の
結
晶
化
と
し
て
の
「
格
律
」
を
理
解
す
る
能
力

で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
ま
さ
に
こ
の
「
格
律
」
自
体
が
、
本
稿
で
わ
れ
わ

れ
が
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
不
変
の
理
性
」
と
「
変
化
す
る
慣
習
法
」
と
の
間

を
架
橋
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
「
技
巧
的
理
性
」
と
「
格
律
」
は
、

慣
習
と
理
性
と
を
媒
介
す
る
た
め
の
同
じ
機
能
的
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
技
巧
的
理
性
」
（
あ
る
い
は
ま
た
「
格

律
」
）
と
は
、
「
善
き
か
つ
有
益
な
も
の
（good and profitable

）
」
と
な
り
う

る
よ
う
、
幾
世
代
に
も
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
洗
練
さ
れ
て
き
た
、
「
理
性
の
技
巧
的

な
完
成
」
な
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ク
ッ
ク
は
こ
う
い
う
。 

 

と
い
う
の
も
、
理
性
は
法
の
生
命
で
あ
る
。
否
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
そ
れ
自
体
が
、

理
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
長
い
研
究
と
観
察
と
経
験
に
よ

っ
て
達
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
理
性
の
技
巧
的
な
完
成
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
持
つ
と
こ
ろ
の
自
然
的
理
性
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
誰
も
技
能
を
備
え
た
者
と
し
て
生
ま
れ
は
し
な
い
（N

em
o 

nascitur artifex

）
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
法
の
理
性
は
、
理
性
の
集
積

（sum
m

a ratio

）
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
多
数
の
頭
脳
に
分
散

す
る
理
性
を
す
べ
て
ひ
と
つ
に
統
合
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
法
の
よ
う
な
法
を
創
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
何
世
代
に
も

わ
た
る
時
代
の
継
続
の
な
か
で
、
威
厳
と
教
養
の
あ
る
無
数
の
人
び
と
に
よ
っ

て
、
ま
た
古
き
そ
の
よ
う
な
完
成
に
い
た
る
ま
で
の
長
い
経
験
に
よ
っ
て
繰
り

返
し
洗
練
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
… < N

em
inem

 oporlet esse 

sapientiorem
 legibus  > 

と
あ
る
ご
と
く
、
何
人
も
法
よ
り
も
賢
明
で
あ
る

べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
法
と
は
、
理
性
の
完
成
な
の
で
あ
る 

９
２ 

。 

 

こ
う
し
た
技
巧
的
な
完
成
と
し
て
の
理
性
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

法
的
営
為
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
の
ド
ッ

ド
リ
ッ
ジ
は
、
こ
う
し
た
確
定
的
導
出
を
必
要
と
す
る
「
理
性
の
二
次
的
原
理
」
と

し
て
の
法
の
諸
原
理
に
つ
い
て
、
こ
う
言
及
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

そ
れ
ら
は
、
自
然
の
光
に
よ
っ
て
十
分
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、

他
の
手
段
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
れ
ら
は
、

強
度
な
蓋
然
性
を
包
摂
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
確
証
す
る
の
に
そ
れ
ほ
ど
多
大

な
論
証
を
必
要
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
…
適
正

な
熟
慮
（due consideration

）
な
し
に
初
見
で
理
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
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す
な
わ
ち
、
そ
の
大
部
分
は
、
法
の
研
究
と
考
察
を
職
業
と
す
る
よ
う
な
人
び

と
に
の
み
と
く
に
知
悉
さ
れ
る
も
の
で
あ
る 

９
３ 

。 

 

そ
の
場
合
の
理
性
と
は
、
技
巧
的
理
性
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
知
恵
と
教
養

と
長
い
経
験
に
よ
っ
て
人
間
の
営
為
に
熟
練
し
た
と
こ
ろ
の
理
性
な
の
で
あ
る 

９
４ 

。 

 

こ
の
よ
う
な
理
性
は
、
先
の
「
個
別
確
定
的
導
出
」
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
法
に

つ
い
て
の
十
分
な
知
識
を
獲
得
し
、
そ
れ
と
同
時
に
他
の
合
理
的
な
諸
学
問
に
関
す

る
教
養
に
も
深
く
通
じ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ

は
、
慣
習
と
し
て
の
個
別
具
体
的
な
判
例
と
、
他
の
諸
学
問
の
合
理
的
な
諸
根
拠
と

を
勘
案
し
な
が
ら
、
法
に
お
け
る
理
性
の
結
晶
化
と
し
て
の
「
格
律
」
が
具
体
的
に

何
で
あ
る
か
を
「
判
断
」
す
る
と
こ
ろ
の
、
極
め
て
高
度
な
熟
練
を
要
す
る
「
技
術

（art

）｣

と
も
呼
び
う
る
能
力
で
あ
っ
た
。 

 

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
第
二
章
に
お
い
て
す
で
に
考
察
し
た
個
別
具
体
的
な
事
例
と

一
般
的
な
原
理
と
を
整
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
考
様
式
を
も
う
一

度
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
法
に
お
け
る
「
理
性
」
の
追
求
に
あ

た
っ
て
（
す
な
わ
ち
法
の
「
格
律
」
の
形
成
に
あ
た
っ
て
）
、
一
方
に
、
合
理
的
な

諸
根
拠
、
諸
規
則
を
お
き
、
他
方
に
、
判
例
法
と
し
て
の
個
別
具
体
的
な
判
例
を
お

い
て
、
こ
の
両
者
を
協
働
的
に
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
思
考
様
式
は
、
ま
さ
に
こ
の

「
技
巧
的
理
性
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
技
巧
的
理

性
」
の
働
き
方
そ
れ
自
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
最
後
に
改
め
て
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
に
理
性
な
い
し
は
自

然
を
、
自
然
的
理
性
に
相
当
す
る
一
次
的
な
も
の
と
、
人
民
の
集
合
的
行
為
の
集
積

か
ら
派
生
す
る
二
次
的
な
も
の
と
に
区
別
す
る
見
方
そ
の
も
の
は
、
ス
コ
ラ
学
に
立

脚
し
た
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
伝
統
的
な
知
の
枠
組
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
バ
ル
ト
ー
ル

ス
派
に
お
い
て
特
に
顕
著
で
あ
っ
た
し
、
さ
ら
に
は
国
際
法
を
原
理
的
に
基
礎
づ
け

た
近
世
の
グ
ロ
チ
ウ
ス
に
至
る
ま
で
広
く
共
有
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
政
治
言

語
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る 

９
５ 

。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
ク
ッ
ク
が
ジ
ェ
ー

ム
ズ
一
世
に
対
し
て
、
国
王
の
自
然
理
性
に
よ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
解
を
否
定
す
る

際
に
用
い
た
よ
う
に
、
特
殊
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
知
の
様
式
を
擁

護
す
る
目
的
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
「
技
巧
的
理
性
」
の
観
念
も
、
そ
の
思

考
枠
組
み
そ
の
も
の
は
、
当
時
の
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
言
語
な
い
し
法
言
語
の

伝
統
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト

期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
「
古
来
の
国
制
」
論
を
展
開
す
る
な
か
で
し
ば
し
ば
用

い
た
技
巧
的
理
性
と
い
う
一
見
、
特
殊
コ
モ
ン
・
ロ
ー
的
な
観
念
も
、
彼
ら
が
展
開

し
た
そ
の
思
考
を
綿
密
に
分
析
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
や
は
り
、
わ
れ
わ
れ
が
第
二

章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ス
コ
ラ
学
的
理
解
と
ロ
ー
マ
法
学
の
知
的
伝
統
の
受
容
が

確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

   

（
三
）
共
通
善
と
必
要
性
の
概
念 
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こ
う
し
た
「
技
巧
的
理
性
」
の
観
念
は
、
よ
り
広
い
文
脈
に
位
置
づ
け
て
言
う
な

ら
ば
、
あ
き
ら
か
に
「
実
践
理
性
（ratio practica

） 

」
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
と

い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
は
、
「
合
理
性
（reasonableness

）
」
の
問
題
は
、
「
共

通
善
（com

m
on good

）
」
お
よ
び
「
必
要
性
（necessity

）
」
の
観
念
と
密
接
に

関
わ
り
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。 

 

す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
何
が
合
理
的
で
あ
る
か
は
、

あ
る
程
度
ま
で
、
「
状
況
」
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ク
ッ
ク
は
、

「
合
理
的
（R

ationabile

）
」
で
あ
る
こ
と
の
説
明
と
し
て
、
そ
れ
は
法
が
「
一
定

の
も
の
で
は
な
く
、
状
況
（circum

stance

）
に
鑑
み
て
理
性
に
よ
っ
て
適
格
化
さ

れ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る 
９
６ 
。
つ
ま
り
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
な
か
で
追
求
さ
れ
る
合
理
性
は
、
変
化
す
る
「
状
況
」
の
な
か
で
「
何
が
合

理
的
で
あ
る
の
か
」
、
そ
の
合
理
性
の
内
実
自
体
が
変
化
す
る
と
い
う
特
徴
を
本
来

的
に
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
五
章
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
選
挙
権
の

自
由
を
め
ぐ
っ
て
典
型
的
に
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
合
理
性
の
観
念
は
、
一
方
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
、
時
の
検
証
を
経
る
な
か
で
、

不
便
（inconvienience

）
を
引
き
起
こ
さ
ず
、
善
き
か
つ
有
益
な
も
の
（good and 

profitable

）
と
し
て
繰
り
返
し
洗
練
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
だ
と
い
う
前
述
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
主
張
と
も
関
係
し
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
ク
ッ
ク
は
こ
う
。
「
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

」
９
７ 

。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
法
と
は

ま
さ
に
「
理
性
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
有
益
で
必
要
な
も
の

（utilia et necessaria

）
」
と
い
う
観
念
を
基
準
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
合
理
性
の
観
念
は
、
当
然
、
そ
こ
に
一
定
の
「
共
通
善
」
の
存
在
を
前

提
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
デ
イ
ヴ
ィ

ス
の
次
の
言
葉
は
こ
の
点
を
明
確
に
言
及
し
て
い
る
。
「
共
通
善
（com

m
on good

）

に
と
っ
て
何
が
最
善
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
長
期
に
わ
た
る
経
験
と
数
多
く
の
検
証

こ
そ
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
」
９
８ 

。
ま
た
ヘ
ド
リ
ィ
も
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
に
理
性
を
賦
与
す
る
「
時
と
経
験
の
叡
智
」
に
よ
る
「
検
証
」
と
は
、
「
コ

モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
一
般
的
善
（general good

）
」
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
だ
と

指
摘
し 

９
９ 

、
さ
ら
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
目
的
と
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
善
」１
０
０ 

で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
原
因
と
は
、
必
要
（necessity

）
」
１
０
１ 

で
あ
る
と

主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
理
性
な
い
し
合
理
性
と
は
、
コ
モ

ン
ウ
ェ
ル
ス
あ
る
い
は
人
民
の
「
共
通
善
」
か
ら
生
じ
る
「
必
要
性
」
に
適
っ
て
い

る
か
否
か
に
あ
っ
た
と
も
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
「
合
理

的
な
も
の
」
の
決
定
は
、
「
共
通
善
」
の
存
在
を
前
提
と
し
、
共
通
善
と
い
う
目
的

と
の
関
連
で
「
有
益
な
も
の
」
、
「
必
要
な
も
の
」
を
判
断
す
る
と
こ
ろ
に
存
す
る

の
で
あ
っ
た 

１
０
２ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
法
と
は
、
Ｊ
・
Ｒ
・
ス
ト
ナ
ー
が

指
摘
す
る
よ
う
に 
１
０
３ 

、
紛
れ
も
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
伝
統
的
な
「
実

践
学
（practical science
）
」
の
系
譜
に
立
っ
て
思
考
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
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こ
こ
に
も
、
明
ら
か
に
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知

的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
獲
得
し
な
が
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
的
思
考
を
営
ん
で

い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

伝
統
的
な
実
践
学
の
系
譜
に
位
置
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
「
合
理
性

（reasonableness

）
」
と
「
必
要
性
（necessity

）
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
思
考
様

式
を
よ
り
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
再
度

便
宜
的
に
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
ス
コ
ラ
学
の
体
系
を
参
照
し
て
お
く
こ
と
に

し
よ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
改
め
て
わ
れ
わ
れ
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

の
言
説
が
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
を
含
む
ス
コ
ラ
学
の
知
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
こ
と

を
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

さ
て
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
哲
学
の
な
か
で
も
「
法
」
は
、
き
わ
め
て
本
質
的
な
役
割

を
担
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
法
が
「
人
間
生
活
の
究
極
の
目
的
」
で

あ
る
「
『
至
福
』
に
関
す
る
事
柄
を
考
慮
す
る
も
の
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
法
は
す
べ
て
「
共
通
善
」
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え

法
の
事
柄
に
関
す
る
理
性
は
、
「
必
然
的
な
も
の
」
を
理
解
す
る
自
然
理
性
で
は
な

く
、
「
必
要
な
も
の
」
を
判
断
す
る
実
践
理
性
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
ア
ク
ィ
ナ
ス

の
言
説
の
な
か
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。 

 

「
必
要
な
（
必
然
的
）
」
と
い
う
こ
と
は
ふ
た
つ
の
意
味
で
い
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
そ
の
ひ
と
つ
は
、
端
的
に
必
然
的
な
る
も
の
、
つ
ま
り
そ
れ
以
外
の
仕

方
で
は
あ
り
え
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
必
然
的
な
る
も

の
は
、
人
間
的
判
断
の
下
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
こ
の
種
の
必

然
性
は
人
定
法
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
さ
ら
に
、
あ
る

こ
と
は
目
的
の
実
現
の
た
め
に
必
要
（necessarium

）
な
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
種
の
必
要
性
は
有
用
さ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る 

１
０
４ 

。 

 

ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
実
定
法
（lex positiva

）
の
特
質
を
検
討
し
、
定
義
す
る
に
あ
た

っ
て
、
イ
シ
ド
ー
ル
ス
の
『
語
源
集
』
第
五
巻
か
ら
次
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
。 

 

法
は
貴
く
（honesta

）
、
正
し
く
（justa

） 

、
（
服
従
）
可
能
で
あ
り
、
自

然
本
性
と
国
の
慣
習
に
か
な
い
、
時
と
場
所
に
適
合
し
（conveniens

） 

、

必
要
で
（necessaria

） 

、
有
用
で
あ
り
（utilis

）
、
ま
た
曖
昧
さ
が
欺
瞞

へ
の
道
を
開
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
明
瞭
な
も
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
私
的
利

得
の
た
め
に
で
は
な
く
、
市
民
た
ち
の
共
同
的
福
祉
（utilitas com

m
unis

）

の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
、
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う 

１
０
５ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
法
が
実
践
的
理
性
の
領
域
に
属
す
る
事
柄
で
あ
り
、
そ
の
合
理
性
も
「
時

と
場
所
と
に
適
合
し
、
必
要
で
、
有
用
で
」
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
な
ん
ら
か
共
通
の
目
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。 

 

思
弁
的
理
性
（ratio speculativa

）
に
し
た
が
え
ば
、
第
一
の
論
証
不
可
能

な
る
根
源
へ
の
分
析
に
よ
る
の
ほ
か
は
、
何
事
も
不
動
の
仕
方
で
確
証
さ
れ
る
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こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
、
実
践
的
理
性
（ratio practica

）
に
よ
る

場
合
に
は
、
究
極
的
目
的 

― 

こ
れ
は
共
通
善
（bonum

 com
m

une

）
に
ほ

か
な
ら
な
い 
― 

へ
の
秩
序
づ
け
に
よ
る
の
ほ
か
は
、
何
事
も
不
動
な
る
仕
方

で
確
立
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
る
に
か
か
る
仕
方
で
理
性
を
も
っ
て
確
証

さ
れ
る
事
柄
は
、
法
の
理
性
（ratio

）
を
有
す
る
も
の
で
あ
る 

１
０
６ 

。 

  

一
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
「
合
理
性
」
の
概
念
も
、
こ
う
し
た
伝

統
的
な
実
践
学
の
理
解
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
コ
モ
ン
・
ロ

ー
ヤ
ー
た
ち
に
と
っ
て
、
法
学
と
は
、
ま
さ
に
実
践
学
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
、
先
の
デ
イ
ヴ
ィ
ス
や
ク
ッ
ク
の
言
説
に
象
徴
的
に
表
れ
て
い
た
よ
う
に
、

「
共
通
善
」
を
前
提
と
し
た
効
用
あ
る
い
は
功
利
の
観
念
が
本
質
的
に
働
い
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
い
う
効
用
と
か
功
利
は
、
近
代
的
な
「
功
利
」
の
概
念
と
は
明

ら
か
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
後

の
ベ
ン
サ
ム
に
見
ら
れ
る
近
代
の
功
利
主
義
が
理
解
し
て
い
た
よ
う
な
政
治
社
会
を

構
成
す
る
個
々
人
の
善
の
総
和
と
し
て
の
「
量
的
」
な
価
値
で
は
な
く
、
す
で
に
示

し
て
き
た
よ
う
に
、
究
極
的
に
は
人
間
生
活
の
究
極
の
目
的
た
る
「
至
福
」
に
関
わ

る
事
柄
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
善
き
生
」
の
実
現
に
関
わ
る
き
わ
め
て
「
質
的
」

な
観
念
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
合
理
性
を
め
ぐ
る
効
用
あ
る
い
は
功
利

の
特
徴
は
、
イ
ン
ク
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
、
あ
る
い
は
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
な
か
に
一
貫
し
て
看
取
さ
れ
る
構
成
的
な
特
徴
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
「
効
用
」
の
観
点
に
立
っ
て
、

そ
の
時
々
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
の
な
か
で
、
何
が
有
益
で
必
要
な
も
の
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
を
見
極
め
る
能
力
こ
そ
が
、
先
述
の
「
技
巧
的
理
性
」
な
の
で
あ
っ
た
。 

他
方
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
る
こ
の
観
念
の
強
調
は
、
実
は
か
れ
ら
に
と
っ

て
重
要
な
政
治
的
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
何
が
「
合
理
的
」
で

あ
る
の
か
を
「
共
通
善
」
お
よ
び
そ
の
「
必
要
性
」
の
観
点
に
照
ら
し
て
判
断
す
る

と
い
う
、
こ
う
し
た
効
用
な
い
し
功
利
の
原
則
は
、
当
時
の
政
治
社
会
に
あ
っ
て
極

め
て
微
妙
な
、
し
か
し
決
定
的
な
問
題
を
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
共

通
善
」
「
必
要
性
」
の
観
念
を
め
ぐ
る
、
絶
対
主
義
者
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
の

間
の
解
釈
上
の
相
違
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
相
違
は
国
制
の
基
本
構
造
に
か
か
わ

る
重
大
な
帰
結
を
孕
ん
で
い
た
。
そ
も
そ
も
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
あ
る
い
は
人
民
の

「
共
通
善
」
「
必
要
性
」
と
い
う
観
念
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
は
両
刃

の
剣
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
続
く
第
四
章
に
お
い
て
後
述
す
る
よ
う

に
、
国
王
が
み
ず
か
ら
の
国
王
大
権
、
と
り
わ
け
戦
時
の
よ
う
な
非
常
時
に
お
け
る

国
王
大
権
の
絶
対
性
を
主
張
す
る
際
の
根
拠
と
も
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
絶
対

主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
言
え
ば
、
国
王
大
権
と
は
本
来
的
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

お
よ
び
議
会
制
定
法
に
よ
る
法
的
制
約
を
離
れ
て
、
「
公
共
善
」
に
照
ら
し
て
自
ら

「
必
要
」
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
自
由
に
統
治
に
あ
た
る
こ
と
の
で
き

る
性
質
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
少
な
く
と
も
有
事
の
際
の
国
王
の
大
権
は
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
国
王
の
「
特
権
」
で
あ
る
と
同
時
に
、

王
国
の
安
全
と
富
裕
を
維
持
す
る
た
め
に
、
国
法
よ
り
も
上
位
の
自
然
法
に
よ
っ
て

国
王
に
課
せ
ら
れ
た
「
義
務
」
な
の
だ
と
主
張
さ
れ
た
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
、
統
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治
者
は
国
王
大
権
を
濫
用
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
「
必
要
性
が
要
請
す
る
と
こ
ろ
」 

１
０
７ 
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
述
べ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
主
張
は
、
第
四
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
庶
民
院
の
コ

モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
、
公
共
善
か
ら
の
必
要
性
を
根
拠
と
し
て
、
国
王
大
権

が
、
「
国
土
の
法
」
で
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
制
限
か
ら
離
れ
て
、
み
ず
か
ら
の
意

思
に
従
っ
て
自
由
に
統
治
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
絶
対
君
主
制
の
論
理
へ
と
道
を

開
く
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
、
「
共
通
善
」
と
「
必

要
性
」
の
観
念
は
、
い
か
な
る
形
で
あ
れ
、
国
王
大
権
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
無
効
に

す
る
根
拠
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
国
王
大
権
は
あ
く
ま
で
も
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
な
か
に
定
礎
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
「
共
通

善
」
と
「
必
要
性
」
の
判
断
も
、
時
の
叡
智
に
よ
る
検
証
を
経
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

な
か
に
具
現
化
さ
れ
た
法
の
原
則
に
収
斂
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
こ
の
「
共
通
善
」
の
も
っ
と
も
端
的
な
例
と
な
る
「
人
民

の
安
全
（salus poplui

）
」
と
い
う
観
念
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
あ
ら

ゆ
る
人
び
と
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
究
極
の
明
白
さ
」
で
あ
る
「
人
民
の
安
全
こ
そ

至
高
の
法
（salus populi suprem

a lex

）
」
１
０
８ 

と
い
う
法
格
言
が
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
お
い
て
本
来
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル

ス
に
と
っ
て
善
き
も
の
と
な
り
、
適
し
た
も
の
と
な
る
た
め
に
」
、
ま
さ
に
人
民
に

よ
っ
て
「
古
来
よ
り
是
認
さ
れ
て
き
た
合
理
的
な
慣
習
」
な
の
だ
と
い
う
点
に
こ
そ

求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と 

１
０
９ 

。
つ
ま
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
思

考
様
式
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、
共
通
善
や
必
要
性
と
い
う
契
機
も
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル

ス
あ
る
い
は
人
民
に
と
っ
て
善
き
も
の
、
有
益
な
も
の
と
し
て
受
容
・
準
拠
さ
れ
て

き
た
と
い
う
、
先
の
「
時
の
検
証
」
あ
る
い
は
「
歴
史
的
通
用
性
」
の
観
念
の
な
か

に
組
み
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
国
王

の
権
力
に
つ
い
て
も
、
「
時
」
と
「
時
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
た
法
」
こ
そ
が
「
国
王

と
そ
の
法
的
権
力
」
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
と
主
張
す
る 

１
１
０ 

。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
描
く
理
性
概
念
は
、
時
間
と

場
所
を
超
越
し
た
抽
象
的
・
普
遍
的
な
近
代
の
啓
蒙
的
理
性
と
は
違
っ
た
、
実
践
（
プ

ラ
ク
シ
ス
）
と
本
性
上
、
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
う
一
つ
の
理
性
、
す
な
わ
ち
「
実

践
理
性
（ratio practica

）
」
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
所
与
の
共
同
体
に
お
い
て
通
用
し
て
い

る
歴
史
的
・
文
化
的
な
諸
条
件
と
し
て
の
エ
ー
ト
ス
（
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
「
共

通
感
覚
（sensus com

m
unis

）
」 

と
通
常
呼
ぶ
も
の
）
に
基
礎
を
置
い
た
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
「
賢
慮
（phronesis

）
」
の
観
念
を
も
っ
て
理
解
す
る
こ
と
も

で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

   
（
四
）
自
然
と
慣
習
と
人
為
の
観
念 

  

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
考
様
式
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、

理
性
あ
る
い
は
合
理
性
の
概
念
に
し
て
も
、
ま
た
共
通
善
・
必
要
性
の
観
念
に
し
て

も
、
お
よ
そ
政
治
的
に
重
要
な
問
題
は
す
べ
て
、
歴
史
的
連
続
性
の
な
か
に
還
元
さ
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れ
て
は
じ
め
て
そ
の
正
統
性
を
獲
得
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
固
有
の
特
徴
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
思
考
様
式
あ
る
い
は
歴
史
感
覚
の
背
後
に
は
、
お
そ
ら

く
よ
り
一
般
的
に
「
自
然
的
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
の
特
有
の
感
覚
が
働
い
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
自
然
的
な
る
も
の
」
の
意
識
は
、
同
時
に
他
方

で
、
人
間
が
行
う
「
人
為
的
な
る
も
の
」
一
般
に
つ
い
て
の
意
識
と
密
接
に
関
連
し

て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
考
の
な
か
に
は
、
こ
の
「
自
然
的

な
る
も
の
」
と
「
人
為
的
な
る
も
の
」
を
め
ぐ
る
思
惟
が
重
要
な
働
き
を
な
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
考
様
式
に
お
け
る

「
自
然
」
と
「
人
為
」
の
観
念
を
、
近
代
自
然
法
思
想
と
の
対
比
に
お
い
て
若
干
の

検
討
を
試
み
た
い
。
「
自
然
―
人
為
」
の
評
価
に
お
い
て
、
近
代
自
然
法
思
想
と
、

中
世
自
然
法
の
延
長
線
上
に
慣
習
的
な
歴
史
の
世
界
を
結
合
さ
せ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー

思
想
と
で
は
ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
評
価
の
差
異
は
、
と
り
も
な

お
さ
ず
政
治
社
会
の
成
り
立
ち
を
め
ぐ
る
思
考
に
お
い
て
も
決
定
的
な
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
を
描
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

た
と
え
ば
、
後
の
一
六
四
○
年
代
の
内
乱
期
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
（
平
等
派
）
に
見

ら
れ
る
ご
と
く
、
自
然
法
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
自
然
権
に
よ
っ
て
人
民
に
よ
る
「
自

然
」
へ
の
訴
え
が
な
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
多
か
れ
少
な
か
れ
所
与
の
「
伝
統
」
の

否
定
の
上
に
立
つ
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
性
格
を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で

の
「
自
然
」
と
は
、
伝
統
に
由
来
す
る
「
現
に
あ
る
も
の
」
を
非
難
し
、
否
定
す
る

た
め
の
基
盤
で
あ
り
、
論
者
の
観
念
の
な
か
で
構
想
さ
れ
た
「
あ
る
べ
き
も
の
」
の

次
元
に
お
い
て
政
治
社
会
を
構
築
す
る
現
実
超
越
の
た
め
の
基
盤
で
あ
っ
た 

１
１
１ 

。

そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
の
「
自
然
」
は
、
必
然
的
に
、
「
現
に
あ
る
も
の
」
の
否
定
の
上

に
「
あ
る
べ
き
も
の
」
を
創
造
す
る
人
間
の
主
体
性
と
作
為
性
を
前
景
へ
と
押
し
出

し
、
政
治
社
会
の
新
た
な
秩
序
の
「
設
立
」
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は

人
為
す
な
わ
ち
人
間
の
作
為
は
直
ち
に
、
「
自
然
」
に
由
来
す
る
創
造
的
行
為
と
し

て
肯
定
的
に
把
握
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
思
想
の
現
実
化
し
た
端
的
な
例
を
、
わ
れ
わ

れ
は
、
革
命
期
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
に
よ
る
『
人
民
協
定
（A

greem
ent of the 

people

）
』
と
い
う
契
約
に
基
づ
い
た
新
た
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
設
立
の
試
み
の
な

か
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う 

１
１
２ 

。
そ
こ
で
の
「
自
然
」
と
は
、
そ

の
自
然
に
由
来
す
る
自
然
権
（natural right

）
を
有
し
た
個
人
（the 

individuals

）
と
し
て
の
「
人
民
（the people

）
」
―
そ
れ
は
も
は
や
全
体
と
し

て
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
等
価
の
も
の
で
は
な
い
―
が
、
ま
さ
に
「
本
人

（author

）
」
と
な
り
、
「
主
権
（sovereignty

）
」
を
構
成
し
て
、
政
治
社
会
の

あ
ら
ゆ
る
事
柄
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
と
な
る
た
め
の
概
念
と
し
て
機
能
し
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
の
な
か
で
把
握
さ
れ
た
「
自
然
」
の
観
念
と

は
、
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
時
」
の
観
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
も

そ
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
考
様
式
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、
「
人
為
」
あ
る
い
は
人
間

の
「
作
為
」
は
、
そ
れ
が
人
民
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
国
王
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
そ

れ
自
体
が
何
ら
か
他
の
も
の
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
を
形
成
し
う
る
よ
う
な
契
機
を
含

む
も
の
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
そ
の
限
界
性
の
自
覚
に

下
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
そ
う
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し
た
「
人
為
」
が
、
い
か
に
し
て
「
自
然
」
へ
と
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
が
常
に
問

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
「
人
為
」
と
「
自
然
」
を
結
ぶ
位
置
に
、
実
は
「
慣

習
」
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
言
え
ば
「
時
」
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
言
っ

て
み
れ
ば
、
「
人
為
」
↓
「
慣
習
（
あ
る
い
は
時
）
」
↓
「
自
然
」
と
い
う
形
式
が

そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
政
治
社
会
の
基
礎
づ
け
の
あ
り
方
に
即
し
て
言
え
ば
、

「
超
記
憶
的
」
な
「
時
」
に
よ
る
検
証
を
経
た
と
こ
ろ
の
国
制
、
言
い
換
え
れ
ば
過

去
の
幾
多
の
時
代
の
叡
智
に
よ
り
繰
り
返
し
洗
練
さ
れ
、
事
実
の
上
で
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
お
よ
び
人
民
に
適
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
国
制
、
こ
う
し
た
古
来
の
慣
習
に
由
来

す
る
国
制
こ
そ
が
、
じ
つ
に
彼
ら
に
と
っ
て
は
「
自
然
」
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
っ

た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
は
、
「
時
」
の
試
練
を
経
た
合
理
的
な
「
慣
習
」

こ
そ
が
、
ま
さ
に
「
自
然
的
な
る
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

点
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
の
が
、
先
の
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
彼
は
い

う
。 

 

あ
る
合
理
的
な
行
為
が
か
つ
て
行
わ
れ
、
そ
れ
が
人
民
に
と
っ
て
善
き
か
つ
有

益
な
（good and profitable

）
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
性
質
と
性

向
が
同
意
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、
彼
ら
は
何
度
も
く
り
返
し

そ
れ
を
用
い
実
践
す
る
（use &

 practice

）
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
て
そ
の

行
為
が
頻
繁
に
反
復
さ
れ
、
増
幅
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
慣
習

と
な
り
、
そ
し
て
古
来
よ
り
間
断
な
く
連
続
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

は
、
法
と
し
て
の
効
力
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る 

１
１
３ 

。 

 

つ
ま
り
「
人
為
」
は
、
い
か
に
そ
れ
が
合
理
的
な
も
の
と
思
わ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ

自
体
が
直
ち
に
何
ら
か
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

り
、
人
民
と
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
と
っ
て
「
善
き
き
も
の
」
で
あ
り
「
有
益
な
も
の
」

で
あ
る
こ
と
が
幾
世
代
に
も
わ
た
っ
て
経
験
的
に
証
明
さ
れ
、
そ
こ
に
人
び
と
の
慣

用
・
慣
行
と
い
う
形
式
で
の
同
意
・
受
容
が
お
の
ず
と
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
法
の
根
拠
と
し
て
の
合
理
性
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
あ
ら
ゆ

る
慣
習
は
理
性
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
継
続
的
な
慣
用
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
」
と
の
、
一
六
二
八
年
議
会
で
の
リ
ト
ル
ト
ン
の
言
葉
も
、
長
期
の

継
続
性
を
も
つ
慣
習
が
人
為
を
自
然
の
理
性
へ
と
近
づ
け
る
と
い
う
同
様
な
意
味
に

お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う 

１
１
４ 

。
こ
の
よ
う
に
、
「
人
為
」
は

「
慣
習
」
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
第
二
の
自
然
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
慣
習

と
は
第
二
の
自
然
で
あ
る
（consuetudo est altera natura

）
」
１
１
５ 

と
の
言

葉
が
こ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
人
為
」
の
持
つ
恣
意

性
を
克
服
し
、
そ
れ
を
よ
り
「
自
然
的
な
る
も
の
」
へ
と
基
礎
づ
け
る
と
こ
ろ
に
、

「
時
の
検
証
」
を
受
け
た
「
慣
習
」
の
機
能
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
「
人
為
」
↓
「
慣
習
」
↓
「
自
然
」
と
い
う
構
成
は
、
歴
史
的
な
継
続
性
を

本
質
と
し
た
思
考
様
式
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
に
、
「
時
」
こ
そ
が
あ
ら
ゆ

る
も
の
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
と
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
時
の
作
品
」
と

し
て
捉
え
る
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
理
解
が
成
立
す

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ド
リ
ィ
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「
時
」
こ
そ
が
「
あ
ら
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ゆ
る
人
間
の
知
恵
、
教
養
、
知
識
の 

本
源
（author

） 

」
と
な
る
の
で
あ
る 

１
１
６ 

 。

 

こ
れ
に
対
し
て
、
君
主
の
意
思
に
も
と
づ
い
た
命
令
は
、
人
民
の
自
由
意
思
（free 

w
ill

）
の
場
合
と
同
様
、
い
か
に
そ
れ
が
自
然
法
に
直
接
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
と
主

張
さ
れ
よ
う
と
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
は
、
突
き
詰
め
る
と
こ
ろ
個
別

の
「
人
為
」
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
そ
れ
が
人
民
の
本
性
と
気
質
に
適
っ
て
い

て
、
同
意
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
何
ら
か
の
不
便
が
引
き
起
こ
さ
れ
は
し
な

い
の
か
ど
う
か
、
試
練
と
検
証
を
受
け
る
前
に
、
臣
民
に
対
し
て
課
さ
れ
る
」
も
の

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
つ
ま
り
「
時
の
検
証
」
を
経
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
直
ち
に
正

当
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る 
１
１
７ 

。 

 

こ
の
よ
う
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
共
同
体
を
、
個
々
の
政
治
的
行
為
主
体
を
超

え
た
歴
史
的
連
続
性
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
「
人
為
」
の
限
界
性
と
、
「
人

為
」
相
互
間
の
問
題
の
克
服
（
慣
習
と
は
ま
さ
に
相
互
主
観
的
な
受
容
を
意
味
す
る
）

を
は
か
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
思
想
の
特
徴
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
共
同
体
の
歴
史
感
覚
と
共
通
感
覚
に
根
ざ
し
た
「
自
然
」
概
念
は
本
質

的
に
、
「
現
に
あ
る
も
の
」
と
し
て
の
既
存
の
秩
序
そ
の
も
の
を
前
提
と
す
る
と
こ

ろ
に
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い 

１
１
８ 

。 

こ
れ
に
対
し
て
、
〈
近
代
〉
の
知
と
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
に
せ
よ
、

あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
せ
よ
、
こ
の
「
人
為
」
↓
「
慣
習
」
↓
「
自
然
」
と
い

う
形
式
を
、
「
自
然
」
↓
「
人
為
」
と
い
う
形
式
に
置
き
換
え
、
「
慣
習
的
な
る
も

の
」
を
排
除
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
、
「
慣
習
」
と
い

う
契
機
が
、
現
に
存
在
す
る
伝
統
の
継
続
性
を
前
提
と
す
る
限
り
、
既
存
の
「
身
分

制
秩
序
」
を
擁
護
す
る
形
で
作
用
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
時
」
の
観
念
を
本
質
的
な
思
考
様
式
と
し
て
措
定
し
、
そ
こ
か
ら
正
当
性
の
根
拠

を
定
立
し
よ
う
と
す
る
思
考
は
、
必
然
的
に
、
「
時
」
の
産
物
と
し
て
の
慣
習
の
な

か
に
現
に
存
在
す
る
身
分
制
秩
序
の
正
当
化
と
深
く
結
び
つ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
「
自
然
」
は
「
慣
習
」
と
の
対
比
で
、
「
慣
習
」
は
「
自
然
」

と
の
対
比
で
、
微
妙
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
人
為
も
し
く
は
人
為

的
秩
序
に
対
す
る
対
照
的
な
評
価
を
も
た
ら
す
。
「
自
然
」
の
現
象
と
比
べ
る
と
、

「
慣
習
」
は
、
人
び
と
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
為
的
な
産
物
で

あ
り
、
い
わ
ば
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
。
そ
の
限
り
で
み
れ

ば
、
「
自
然
」
と
「
慣
習
」
は
対
照
的
で
、
二
元
的
で
さ
え
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

他
方
で
、
立
法
と
い
う
行
為
と
比
べ
れ
ば
、
「
慣
習
」
は
、
同
じ
人
為
性
を
も
つ
と

は
い
え
、
そ
の
営
々
た
る
形
成
の
ゆ
え
に
、
む
し
ろ
人
間
社
会
の
「
自
然
」
な
る
営

み
に
沿
っ
て
「
で
き
あ
が
っ
た
」
あ
る
い
は
「
な
り
た
っ
た
」
も
の
と
い
え
る
。
そ

の
限
り
で
は
、
「
慣
習
」
に
は
、
む
し
ろ
人
為
性
は
希
薄
で
、
か
え
っ
て
「
自
然
」

に
近
く
な
る
と
い
え
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
慣
習
と
は
第
二
の
自
然
で
あ
る
」
と
言
わ

れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。 

「
自
然
」
と
「
慣
習
」
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
両
義
的
な
関
係
は
、
政
治
社
会
の
秩

序
の
説
明
に
お
い
て
、
ふ
た
つ
の
型
を
準
備
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の

後
者
の
関
係
性
に
お
い
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
す
で
に
本
稿
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
考
察

で
わ
れ
わ
れ
が
見
て
き
た
よ
う
に
、
慣
習
の
「
で
き
あ
が
っ
た
」
あ
る
い
は
「
な
り
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た
っ
た
」
と
い
う
「
生
成
」
の
自
然
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
の
効
力
あ
る

い
は
合
理
性
を
、
自
然
と
の
類
似
に
お
い
て
把
握
す
る
思
考
法
が
導
き
出
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
人
為
的
な
立
法
の
制
約
に
つ
な
が
る
と
同
時
に
、
「
現
に
あ
る
」

既
成
の
伝
統
的
秩
序
の
正
当
化
へ
も
つ
な
が
る
保
守
主
義
的
な
思
考
と
も
い
え
る
。

他
方
、
先
の
前
者
の
関
係
性
に
立
つ
な
ら
ば
、
自
然
を
、
「
現
に
あ
る
」
秩
序
と
し

て
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
あ
る
べ
き
」
規
範
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
「
現
に

あ
る
」
伝
統
・
慣
習
を
批
判
・
否
定
し
、
「
あ
る
べ
き
」
自
然
に
沿
っ
て
、
秩
序
を

「
つ
く
る
」
と
い
う
、
近
代
自
然
法
的
な
革
新
の
発
想
が
導
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
自
然
の
観
念
の
違
い
に
よ
っ
て
、
と
き
に
は
生
成
さ
れ
た
伝
統
的
秩

序
を
正
当
化
し
、
そ
の
限
り
で
人
為
を
制
約
す
る
、
と
い
う
保
守
主
義
的
な
思
考
様

式
で
働
く
こ
と
も
あ
れ
ば
、
と
き
に
は
反
対
に
、
伝
統
的
秩
序
を
批
判
し
、
あ
る
べ

き
規
範
に
沿
っ
て
秩
序
を
作
為
す
る
、
と
い
う
近
代
自
然
法
主
義
的
な
思
考
様
式
で

働
く
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る 

１
１
９ 

。
そ
の
意
味
で
、
保
守
主
義
的
思
考
と
近
代
自

然
法
的
思
考
と
を
分
か
つ
転
轍
点
の
一
つ
は
、
「
自
然
」
を
ど
う
捉
え
、
概
念
化
す

る
か
と
い
う
「
自
然
の
観
念
」
の
性
格
の
違
い
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

   

（
五
）
「
コ
モ
ン
」
の
意
味
内
容 

―
言
語
分
析
の
観
点
か
ら
― 

  

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
確
認

し
て
き
た
と
こ
ろ
を
基
に
し
つ
つ
、
「
コ
モ
ン
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
内
容
に
つ
い

て
の
確
認
作
業
を
試
み
て
お
き
た
い
。
「
コ
モ
ン
」
と
い
う
形
容
詞
は
、
元
々
そ
れ

が
意
味
し
て
い
た
「
王
国
共
通
」
と
い
う
意
味
を
越
え
て
、
こ
の
当
時
、
非
常
に
多

義
的
な
用
語
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
コ
モ
ン
」
と
い
う
表
現
は
、

当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
社
会
に
お
い
て
様
々
な
用
語
の
な
か
に
織
り
込
ま
れ

て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
意
味
で
こ
の
「
コ
モ
ン
」
と
い
う
表
現
の
意
味
を
ど
う

解
釈
し
設
定
す
る
か
は
、
そ
の
政
治
的
言
説
の
持
つ
意
味
を
決
定
づ
け
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
仮
に
、
「
理
性
」
「
法
」
「
権
利
（
正
）
」
「
政
治

社
会
の
構
成
主
体
」
と
い
う
分
類
に
即
し
て
見
た
場
合
に
も
、「
共
通
理
性
（com

m
on 

reason

）
」
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー 

（com
m

on law

）
」
「
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
（com

m
on 

right

）
」 

「
平
民
（com

m
onalty, com

m
oner

）
」
等
と
い
っ
た
語
用
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
社
会
に
あ
っ
て

重
要
な
政
治
的
事
柄
は
、
こ
の
「
コ
モ
ン
」
と
い
う
形
容
詞
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て

基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
コ
モ
ン
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
必
ず
し
も
一
義
的
な
明
証
性
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
多
分
に
曖
昧
さ
を

伴
い
な
が
ら
、
か
な
り
の
柔
軟
性
を
持
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
（com

m
on right

）
」
と
い
う
「
権
利
（
正
）
」

も
、
政
治
社
会
の
成
員
と
し
て
の
「
平
民
（com

m
onalty

）
」 

も
、
そ
の
内
実
に

つ
い
て
の
解
釈
は
必
ず
し
も
一
義
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
の
政
治
状
況
の

な
か
で
変
化
す
る
と
い
う
曖
昧
さ
を
帯
び
て
い
た 

１
２
０ 

。
ま
た
本
稿
の
考
察
の
な

か
で
も
幾
度
か
登
場
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
言
説
の
な

か
で
、
〈natural equity
〉
に
相
当
す
る
よ
う
な
あ
る
種
の
公
理
の
よ
う
な
形
で
し
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ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る 

〈C
om

m
on right and reason

〉
と
い
う
重
要
な
基
準

に
し
て
も
必
ず
し
も
明
確
な
概
念
と
は
言
え
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
治
社
会
の

中
核
的
な
事
柄
を
「
コ
モ
ン
」
と
い
う
表
現
の
下
に
収
め
て
思
考
し
よ
う
と
す
る
点

は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
的
な
思
考
様
式
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
い
ず
れ
の
語
用
の
場
合
に
も
、
こ
う
し
た
表
現
に
お
け
る
「
コ
モ
ン
」

の
含
意
を
、
そ
の
時
々
の
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
は
、
そ
の

政
治
言
説
あ
る
い
は
政
治
言
語
と
し
て
の
意
義
を
正
確
に
確
定
す
る
う
え
で
お
そ
ら

く
不
可
欠
の
作
業
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し

て
き
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
考
様
式
を
前
提
に
、
「
コ
モ
ン
」
と
い
う
用
語
を
も
っ

て
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
理
解
し
て
い
た
微
妙
な
意
味
内
容
の
確
認
を

試
み
て
お
き
た
い
。
そ
の
な
か
で
、
こ
の
時
期
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
お
い
て
志

向
さ
れ
て
い
た
「
一
般
性
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
ず
第
一
に
、
「
コ
モ
ン
」
と
い
う
形
容
詞
は
、
「
慣
習
」
と
の
関
連
で
見
て
き

た
よ
う
に
、
特
定
の
地
域
に
限
定
さ
れ
た
「
個
別
の
慣
習
」
に
対
し
て
、
「
王
国
全

体
に
お
よ
ぶ
一
般
的
慣
習
」
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
コ

モ
ン
」
と
は
、
〈particular

〉
に
対
置
さ
れ
、
〈general

〉
と
同
義
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
「
王
国
全
体
」
と
い
う
領
域
的
な
意
味
で
「
コ
モ
ン
」
、
つ
ま
り
一
般
的
、

共
通
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を

説
明
す
る
際
に
通
常
そ
の
冒
頭
で
言
及
し
て
い
る
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
的
成
立

に
お
け
る
元
々
の
意
味
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
「
コ
モ
ン
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
書
か
れ
た
法
（w

ritten law
s

）
」
と
し
て

の
「
成
文
法
（lex scripta

）
」
、
あ
る
い
は
「
制
定
さ
れ
た
法
（enacted law

s

）
」

と
し
て
の
「
実
定
法
（lex positiva

）
」
に
対
置
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
不
文
法
（Jus 

non Scriptum

）
」
と
い
う
観
念
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
お
よ
そ
制
定
法

な
る
も
の
が
、
そ
の
性
質
上
、
特
定
の
目
的
の
下
に
特
定
の
規
範
と
し
て
つ
く
り
だ

さ
れ
た
、
い
わ
ば
「
個
別
法
（a particular law

）
」
１
２
１ 

で
あ
る
の
に
対
し
、

ま
た
主
と
し
て
資
格
あ
る
作
成
者
（author

）
に
よ
る
「
制
定
」
と
い
う
事
実
に
法

的
効
力
の
根
拠
を
求
め
る
の
に
対
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
不
文
法
と
し
て
「
布
告

さ
れ
る
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
法
」 

１
２
２ 

、
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
制
定
行
為

に
も
先
ん
じ
て
あ
ま
ね
く
存
在
す
る
法
で
あ
る
と
い
う
点
で
「
コ
モ
ン
」
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
不
文
法
ゆ
え
の
、
先
ん
じ
て
あ
ま
ね
く
存
在
す
る
と
い
う
普
遍
性

の
特
質
に
こ
そ
、
じ
つ
は
同
時
に
も
う
一
方
で
、
自
然
法
、
神
法
に
即
し
た
「
理
性
」

と
繋
が
る
ゆ
え
ん
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
実
際
、
た
と
え
ば
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、

「
不
文
法
」
と
「
共
通
法
」
と
い
う
要
素
を
軸
に
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
自
然
法

と
を
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
て
い
た
。
「
法
の
効
力
を
獲
得
し
た
慣
習
と
い
う
の
は
、
つ

ね
に
不
文
法
（Jus non Scriptum

）
」
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
も
ま
た
、
人
間

の
「
記
憶
（m

em
ory

）
」
の
な
か
に
の
み
記
さ
れ
た
「
不
文
法
（Jus non 

Scriptum

）
」
で
あ
り
、
か
つ
「
共
通
法
（Jus com

m
une

）
」
で
あ
る
と
も
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
同
様
に
人
間
の
「
心
（hart

）
」
の
な
か

に
の
み
記
さ
れ
た
「
不
文
法
（Jus non Scriptum

）
」
で
、
か
つ
「
共
通
法
（Jus 

com
m

une

）
」
と
し
て
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
自
然
法
」
と
比
肩
し
う
る
ほ
ど

の
卓
越
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と 

１
２
３ 

。
こ
の
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
説
明
に
お
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い
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
自
然
法
に
ど
ち
ら
も < Jus > 

と
い
う
言
葉
が
あ
て
が

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
自
然
法
と
同

様
、
普
遍
的
規
範
と
し
て
の
法
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
「
コ
モ
ン
」
と
い
う
用
語
に
は
、
そ
の
解
釈
上
の
意
味
内
容
か
ら
言
っ

て
、
自
然
法
や
神
法
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
た
普
遍
的
規
範
と
し
て
の
合
理
性
の
観

念
が
伴
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
正
当
性
の
「
根
拠
」
は
、
こ
の

よ
う
に
究
極
的
に
は
、
自
然
法
や
神
法
と
も
結
び
つ
い
た
合
理
性
の
点
に
こ
そ
あ
る

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
Ａ
・
Ｌ
・
グ
ッ
ド
ハ
ー
ト
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
重
要
な
特

徴
の
一
つ
と
し
て
、
道
徳
律
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
と
い
う
点
を
指
摘
し
、
強
調
し

て
い
る
が 

１
２
４ 

、
こ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
特
有
の
道
徳
性
と
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

の
基
礎
が
、
普
遍
的
規
範
た
る
自
然
法
や
神
法
と
も
結
び
つ
い
た
合
理
性
の
観
念
に

支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
を
ま
さ
に
「
神
法
の
衡
平
（equity

）
」
と
の
一
致
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す

る
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
姿
勢
の
な
か
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
。
そ

こ
で
は
、
ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ュ
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
正
義
と
善
き
衡
平
（Justice 

and good equity

）
に
反
す
る
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
神
法
の
規
則
（the rule 

of the law
 of G

od

）
に
反
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た 

１
２
５ 

。
こ
う

し
た
自
然
法
、
神
法
と
の
一
致
を
背
景
に
し
た
普
遍
性
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
が
ゆ

え
に
、
た
と
え
ば
ト
マ
ス
・
エ
ジ
ャ
ー
ト
ン
は
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ

ー
は
、
神
の
法
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
本
源
的
な
自
然
法
や
、
あ
ら
ゆ

る
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
法
一
般
に
及
ん
で
い
る
」
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き 

１
２
６ 

、
ま

た
他
方
、
フ
ュ
ラ
ー
は
、
一
六
一
〇
年
議
会
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
世
界
の
あ
ら
ゆ

る
国
の
魂
で
あ
り
腱
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
い
っ
て
よ
い 

１
２
７ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
「
コ
モ
ン
」
と
い
う
表
現
の
な
か
に
は
、
自
然
法
、
そ
し
て
神
法

に
ま
で
お
よ
ぶ
普
遍
的
な
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
側
面
が
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。
当
時
、
い
わ
ば
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
的
思
考
に
お
け
る
究
極
の
公
理
の
ご
と
く

言
及
さ
れ
て
い
た
〈C

om
m

on right and reason

〉
と
い
う
観
念
も
、
以
上
の
よ

う
な
普
遍
的
・
抽
象
的
な
「
コ
モ
ン
」
の
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
た
点
に
注
目
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ク
ッ
ク
が
〈C

om
m

on right and reason

〉
を

〈natural equity

〉
と
言
い
換
え
可
能
な
形
で
用
い
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
「
正
義
」
と
か
「
公
正
」
と
い
っ
た
す
ぐ
れ
て
倫
理

的
・
道
徳
的
な
規
範
の
意
識
が
伴
っ
て
い
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
確
か
に
本
稿
で

も
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
普
遍
性
・
一
般
性
と
い
う
の
は
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
に
お
け
る
一
方
の
特
質
で
あ
り
、
そ
れ
を
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー

の
本
来
的
な
特
質
を
見
誤
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
法
の
「
確
実
性
」
に
関
し
て
ヘ
ド

リ
ィ
が
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
不
文
法
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
も
っ
ぱ

ら
理
性
と
慣
習
に
基
づ
い
て
い
る
」
こ
と
を
前
提
に
し
て
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
を
支
え
る
基
礎
は
、
「
慣
習
」
と
「
理
性
」
の
双
方
に
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
い
わ
ば
「
理
性
」
も
「
時
の
検
証
」
を
経
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
な

る
「
自
然
理
性
」
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
ヘ
ド
リ
ィ
自
身
、
こ
の
言
葉
の

後
を
続
け
て
、
法
の
確
実
性
を
「
理
性
や
知
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
言
及
し
よ
う
と
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し
て
い
る
よ
う
に 

１
２
８ 

、
こ
の
時
代
の
特
徴
は
む
し
ろ
、
法
の
「
一
般
性
」
「
合

理
性
」
を
追
求
し
て
い
く
傾
向
に
こ
そ
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
点
は
見
落
と
し
て
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
慣
習
も
「
時
の
検
証
」
を
経
た
合
理
的
な
慣
習
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
慣
習
を
め
ぐ
る
「
合
理
性
」
「
一
般
性
」
の
ゆ
え
に
、

ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
は
、
「
そ
れ
ら
は
人
類
の
一
般
的
な
気
質
、
性
質
、
条
件
か
ら
収
集

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
そ
の
普
遍
性
を
訴
え
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る 

１
２
９ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
単
な
る
自
然
理
性
と
は
明
確
に
一
線
を
画
し
な
が
ら
も
、
慣
習
を

理
性
に
適
っ
た
も
の
と
し
て
一
般
化
す
る
傾
向
、
す
な
わ
ち
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習

の
な
か
に
、
す
ぐ
れ
て
規
範
的
な
「
合
理
性
」
と
「
一
般
性
」
を
追
求
し
よ
う
と
す

る
傾
向
こ
そ
、
こ
の
時
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
解
釈
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
、
絶
対
主
義
へ
と
傾
斜
す
る
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王

権
へ
の
対
抗
か
ら
、
「
臣
民
の
自
由
」
と
「
法
の
支
配
」
を
理
念
化
し
よ
う
と
し
た

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
解
釈
が
生
ま
れ
得
る
思
想
的
射
程
が

存
在
し
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
後
に
も
示
す
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
が
持
つ
そ
う
し
た
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
作
用
の
な
か
で
こ
そ
、
広
く
臣
民

一
般
の
「
自
由
」
の
擁
護
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
第
五
章
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
も
の
の
な
か
で
も
「
選
挙
権
の
自

由
」
は
、
と
り
わ
け
こ
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
最
も
鋭
角
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
確
か
に
、
こ
う
し
た
一
連
の
「
自
由
」
の
問
題
は
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
「
古
来
の
相
続
財
産
（inheritance

）
」
と
し
て
の
権
利
を
確
証

す
る
と
い
う
形
式
で
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
同
時
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お

い
て
そ
の
「
古
来
性
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
め
ぐ
っ
て
す
で
に
指
摘
し
た
の
と
同

様
、
そ
の
自
由
の
「
古
来
性
」
も
、
多
分
に
存
在
論
的
・
規
範
的
な
意
味
で
の
「
自

然
本
来
性
」
の
観
念
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

   

１ 
Sir 

John 
D

odderidge, 
The 

English 
Law

yer 
(1631), 

reprint, 

A
bingdon,1980, pp.124-5. 

２ Sir H
enry Finch,  Law

, or , a D
iscourse Thereof; in Four Books (1625), 

A
 G

arland Series, C
lassics of E

nglish Legal H
istory in M

odern E
ra, N

ew
 

York and London, 1978, p.77. 

３ 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.*2 a. 

４ 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
は
、
慣
習
や
取
得
時
効
（prescription

）
等
に
も
と
づ
く
権

利
主
張
は
こ
の
日
付
に
よ
る
擬
制
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
田
中
英
夫
編
『
英
米
法

辞
典
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）
、
八
五
一
―
二
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
「
超

記
憶
的
時
代
（tim

e im
m

em
orial

）
」
の
時
期
に
つ
い
て
、
一
般
的
解
釈
と
は
異
な
っ

た
見
解
を
採
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、Glenn B

urgess, The Politics of the Ancient 

Constitution : An Introduction to English Political Thought 1603-1642 , 

London,1992, 
p.256,n.60; 

C
orinne 

C
. 

W
eston, 

‘E
ngland: 

A
ncient 

C
onstitution and C

om
m

on Law
’,in J.H

.B
urns and M

ark G
oldie (eds.), The 
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Cam
bridge 

H
istory 

of 
Political 

Thought,1450-1700, 
C

am
bridge,1991, 

pp.374-411, at p.387
.
 

バ
ジ
ス
ら
は
、
一
一
八
九
年
と
い
う
日
付
以
前
を
指
す

im
m

em
orial

の
観
念
は
後
世
に
作
ら
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
、
内
乱
期
以
前
に
そ
う
し
た

議
論
を
展
開
し
た
証
拠
は
見
ら
れ
な
い
と
指
摘
し
、
む
し
ろ
そ
れ
は
一
六
六
〇
年
以
降
に

つ

る

 

く
ら
れ
た
言
説
だ
と
主
張
し
て
い

。

５ W
illiam

 N
oy, The Principal G

rounds and M
axim

s w
ith an Analysis of 

the Law
s of England (1641), reprint, Littleton,1980, p.52. 

６ 
G

erald 
J.Postem

a, 
Bentham

 
and 

the 
Com

m
on 

Law
 

Tradition, 

O
xford,1986, pp.4-7. 

７ D
avies,  Le prim

er report des cases, preface, sig.*2 a. 

８ 

田
中
英
夫
編

英

 

『

米
法
辞
典
』
、
三
七
六
頁
参
照
。

９ N
oy, The Principal G

rounds and M
axim

s, p.52. 

１
０ Ibid., p.53. 

１
１ Ibid., pp.52-3. 

１
２ Ibid., p.53. 

１
３ D

avies,  Le prim
er report des cases , preface, sig.*2a. 

１
４ 

こ
の
点
で
問
題
と
な
る
の
は
、
従
来
、
一
七
世
紀
に
お
け
る
「
古
来
の
国
制
」
論
お
よ

び
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
の
形
成
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
で
あ
る
。
彼
が
明
確
に
議
会
派
の
急
先
鋒
と
し
て
庶
民
院
を
舞
台

に
反
王
権
闘
争
を
繰
り
広
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
六
一
六
年
に
王
座
裁
判
所
の
主

席
裁
判
官
の
座
を
逐
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
と
し
て
の
高
位
役
職
に
復
帰
す
る

望
み
が
絶
た
れ
、
再
び
庶
民
院
に
活
躍
の
舞
台
を
求
め
た
一
六
二
一
年
議
会
以
降
の
こ
と

だ
か
ら
で
あ
る
。 

１
５ 

セ
ル
デ
ン
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
社
会
の
さ
ま
ざ
ま

な
な
集
団
間
、
と
り
わ
け
国
王
と
貴
族
と
の
間
で
な
さ
れ
た
一
連
の
闘
争
の
歴
史
と
し
て

見
な
す
。
そ
し
て
、
そ
の
諸
党
派
の
間
で
同
意
が
得
ら
れ
た
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
は
さ
ま
ざ
ま
に
変
遷
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
セ
ツ
ル
メ

ン
ト
こ
そ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
法
を
構
成
し
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
と
考
え

て
い
た
。C

f. 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. 

１
６ 

ヘ
ド
リ
ィ
は
こ
こ
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
単
な
る
理
性
」
で
は
な
く
、
「
検
証
さ
れ

た
理
性
」
す
な
わ
ち
「
理
性
の
精
髄
」
と
し
て
捉
え
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
議
会
制
定
法
と

を
区
別
す
る
発
想
を
、
前
回
の
会
期
、
す
な
わ
ち
一
六
〇
六
〜
七
年
に
か
け
て
開
催
さ
れ

た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
第
一
議
会
の
第
三
会
期
の
審
議
の
な
か
で
、
同
じ
庶
民
院
の
「
尊
敬

す
べ
き
メ
ン
バ
ー
」
か
ら
学
ん
だ
と
述
懐
す
る
、
非
常
に
興
味
深
い
発
言
を
し
て
い
る
。

こ
の
「
尊
敬
す
べ
き
メ
ン
バ
ー
」
が
誰
で
あ
る
の
か
を
資
料
上
特
定
す
る
手
か
が
り
は
見

当
た
ら
な
い
が
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
こ
の
「
検
証
さ
れ
た
理
性
」
と
い
う
観
念
を
も
と
に
、

さ
ら
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
「
時
」
の
言
説
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。E

lizabeth R
ead Foster (ed.), Proceedings in Parliam

ent 1610, 
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2vols,vol.1(H
ouse of Lords), vol.2 (H

ouse of C
om

m
ons), N

ew
 H

aven,1966, 

II, p.175. 

１
７ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.173-5. 

１
８ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.180. 

１
９ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.175. 

２
０ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.178. 

２
１ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.176. 

２
２ 

典

 

田
中
英
夫
『
英
米
法
辞

』
、
六
五
八
―
九
、
五
三
二
頁
参
照
。

２
３ W

illiam
 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], p.20ff. 

２
４ 

た
と
え
ば
、
グ
レ
ン
・
バ
ジ
ス
は
、
ト
マ
ス
・
ヘ
ド
リ
ィ
を
、
大
陸
の
ロ
ー
マ
法
学
の

強
い
影
響
を
受
け
た
「
ジ
ャ
コ
ビ
ア
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
」
の
一
人
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

（B
urgess, The Politics of the Ancient Constitution, pp.46-8

）
。
な
お
、
バ
ジ

ス
は
、
こ
の
ジ
ャ
コ
ビ
ア
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
ロ
ー
マ
法
的
性
格
と
「
理
性
」
の
契
機

を
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
摘
出
し
強
調
す
る
こ
と
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性
と
不
変
性
を

説
い
た
一
五
世
紀
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
や
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
ク
ッ
ク
ら
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性
と
不
変
性
と
い
う
そ
の
「
歴
史
性
」
を
強
調
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
と
対
置
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
単
に
共
時
的
に
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
し
た
見
方
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
か
け
て
の
政
治
社
会
の
変
容

と
、
そ
れ
に
直
面
し
た
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
意
識
変
化
を
十
分
に
捉
え
切

れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
典
型
的
な
意
識
は
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
「
絶
対
君
主
制
」
に
対
す
る
現
実
的
懸
念
か
ら
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
に

共
有
さ
れ
て
い
た
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
的
な
知
、
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
法
観
念
に
基
づ
く

「
理
性
」
の
契
機
を
、
ふ
た
た
び
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
的
な
歴
史
の
テ
ー
ゼ
と
い
か
に
綜

合
す
る
か
、
そ
し
て
絶
対
主
義
的
性
格
を
帯
び
た
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
を
制
限
す
る
「
確

実
」
な
る
法
的
規
範
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。 

２
５ Sir John Fortescue, D

e N
atura Legis N

aturae, selected by D
avid 

S.B
erkow

itz 
and 

Sam
uel 

E
.Thorne, 

N
ew

 
York 

and 
London,1980, 

pp.194,233. 

２
６ Sir E

dw
ard C

oke, The Eighth Part of the Reports (in John H
enry 

Thom
as 

and 
John 

Farquhar 
Fraser’s 

E
dition, 

6vols, 
R

eprint, 
N

ew
 

Jersey,2002), ‘B
onham

’s C
ase’, p.118a. 

8th Reports 

等
と
略
記
。 

以
下
、

２
７ C

oke, 7th Reports, ‘C
alvin’s C

ase’,p.13a.  

２
８ Sir E

dw
ard C

oke, The Institutes of the Law
s of England, or a 

Com
m

entary upon Littleton , Pt.1-4 (in Francis H
argrave and C

harles 

B
utler’s E

dition, London,1817), the Second Part ,p.56. 

以
下
、2nd Institute 

等
と
略
記
）
。 

２
９ 

ロ
ー
マ
の
共
和
政
末
期
に
お
い
て
法
務
官
の
告
示
を
通
じ
た
形
成
さ
れ
た
「
名
誉
法
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（
法
務
官
法 lex praetoria

）
」
の
形
成
や
、
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
「
万
民
法
（lex 

gentium
; Jus gentium

）
」
の
形
成
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
自
然
法
や
衡
平
概
念

の
受
容
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
柴
田
光
蔵
「
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
）
、
三
四

頁

 

を
参
照
。

３
０ G

uido K
isch, ‘H

um
anistic Jurisprudence’, Studies in the Renaissance 8 

(1961), pp.79-81. 

３
１ 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, p.77. 

３
２ 

ト
マ
ス
・
カ
ル
ー
は
、
法
曹
学
院
グ
レ
イ
ズ
・
イ
ン
（G

ray’s Inn

）
に
所
属
す
る
コ

モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
即
位
後
最
初
に
議
会
が
召
集
さ
れ
た
一
六
〇
四
年
に

初
め
て
庶
民
院
議
員
と
な
り
、
そ
の
後
、
一
六
一
四
年
議
会
、
一
六
二
一
年
議
会
、
一
六

二
四
年
議
会
、
さ
ら
に
チ
ャ
ー
ル
ズ
治
世
最
初
の
一
六
二
五
年
議
会
に
お
い
て
庶
民
院
議

員
と
し
て
選
出
さ
れ
て
い
る
。
一
六
二
四
年
議
会
と
一
六
二
五
年
議
会
で
は
、
庶
民
院
の

議
長
を
務
め
た
。
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。L. Stephen and S.Lee (ed.), 

D
ictionary of N

ational Biography, London, 1908, vol.V
, pp.82-3.

（
以
下
、

D
N

B
 

と
略
記
）
。

３
３ 
M

aija 
Jansson, 

and 
W

illiam
 

B
. 

B
idw

ell 
(ed.), 

Proceedings 
in 

Parliam
ent 1625 , N

ew
 H

aven and London,1987, p.197. 

３
４ N

oy, The Principal G
rounds and M

axim
s, p.52. 

３
５ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp. 180, 175. 

３
６ D

avies, Le prim
er report des cases, preface, sig*3a. 

３
７ Postem

a, Bentham
 and the Com

m
on Law

 Tradition, pp.4-7. 

３
８ 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. 

３
９ Sir John Fortescue, D

e Laudibus Legum
 Angliae , edited and 

translated w
ith Introduction and N

otes by S.B
.C

hrim
es (C

am
bridge 

Studies in E
nglish Legal H

istory),C
am

bridge,1949, p.39.  

４
０ C

oke, 6th Reports, Preface(To the R
eader), pp.iii-v. 

な
お
、
ク
ッ
ク
の
生
涯
、

と
り
わ
け
一
六
二
〇
年
代
の
議
会
活
動
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
有
益
で

あ
る
。Stephan D

. W
hite, Sir Edw

ard Coke and ‘the G
rievances of the 

Com
m

onw
ealth’,1621-1628, C

hapel H
ill,1979.  

４
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.319. 

４
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.95. 

以
下
す
べ
て
、Proceedings in Parliam

ent 1628

と

略
記
。 

４
３ 

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
ク
ッ
ク
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
不
変
性
」
の
主
張
と
「
革
新
」
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を
拒
否
す
る
強
い
姿
勢
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
の
政
治
状
況
と
関
連
し
た
政
治

戦
略
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
第

五
章
で
触
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
解
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
の
人
文
主

義
と
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
た
学
問
的
な
法
解
釈
か
ら
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
お
け
る

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
的
な
古
来
の
不
変
性
の
命
題
へ
と
回
帰
し
た
側
面
を
持
っ
て
い
る
。

ク
ッ
ク
に
見
ら
れ
る
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
古
来
の
不
変
性
の
命
題
の
継
承
が
、
果
た
し

て
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を

確
認
す
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
の
彼
の
言
説
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
何
ら
か
の
古
来
の
法
（ancient law
）
、
あ
る
い
は
議
会
の
慣
行

（custom
e of parliam

ent

）
が
侵
害
さ
れ
、
国
王
が
そ
れ
を
先
例
と
し
て
獲
得
し
た
場

合
、
臣
民
が
再
び
以
前
の
自
由
と
安
全
を
回
復
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
困
難
な
こ
と
で
あ

る
か
」
（C

oke, 2nd Institute ,p.529

）
と
の
彼
の
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ク
ッ
ク
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
不
変
性
に
対
す
る
強
い
主
張
に
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
絶

対
主
義
的
諸
政
策
に
よ
る
国
制
上
の
変
更
を
防
ご
う
と
す
る
彼
の
政
治
戦
略
的
な
意
図
が

働
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
時
代
に
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
が
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の

命
題
を
否
定
し
て
い
た
自
身
の
か
つ
て
の
見
解
を
一
変
さ
せ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来

の
不
変
性
を
主
張
し
、
も
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
臣
民
の
自
由
と
国
王
の
大
権
と
の
あ
い

だ
の
不
変
に
し
て
確
実
な
る
「
裁
定
者
」
と
呼
ん
だ
そ
の
表
現
と
、
ク
ッ
ク
の
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
は
臣
民
の
権
利
と
利
益
を
守
る
「
聖
域
」
あ
る
い
は
「
最
強
の
要
塞
」
で
あ
る
と
の

表
現
に
は
、
当
時
の
絶
対
主
義
的
な
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
同
じ
よ

う
な
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ク
ッ
ク
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
解
を
判
断
す
る
際

に
、
彼
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
不
変
性
に
関
す
る
言
明
の
み
を
も
っ
て
即
断
し
て
し
ま
う
こ

と
に
は
留
保
が
と
も
な
う
。
実
際
、
先
に
も
本
文
で
示
し
た
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を

理
性
の
法
と
し
て
捉
え
、
「
自
然
的
理
性
（natural equity

）
」
や
「
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト

（com
m

on right

）
」
の
働
き
に
お
い
て
語
る
ク
ッ
ク
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
説
明
は
、
同

時
代
の
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
た
フ
ル
ベ
ッ
ク
そ
の
他
の
法
学
者
と
符
合
す
る
側
面
を

十
分
に
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
の
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
を
参
照
。

W
illiam

 H
akew

ill, ‘The A
ntiquity of the Law

es of this Island’ in 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, 

pp.6-11; H
akew

ill, The Libertie of the Subject : Against the Pretended 

Pow
er of Im

positions (1641), pp.6-8,11

（
同
書
は1610

年
議
会
の
演
説
を
刊
行
し

た
も
の
で
あ
る
。Ibid.,to the R

eader,A
2

）.  

ま
た
、
ク
ッ
ク
の
言
葉
に
つ
い
て
は
以

C
oke, 2nd Institutes, p.56. 

下
を
参
照
。

４
４ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.180. 

４
５ C

oke, 7th Reports, ‘C
alvin’s C

ase,’ p.3b. 
４
６ C

oke, 1st Institute, Sect.80, p.62a. 

４
７ Sir Thom

as E
gerton, Lord E

llesm
ere, ‘A

 C
oppy of a W

rytten D
iscourse 

by the Lord C
hauncellor E

lsem
ore C

oncerning the R
oyall Prerogatiue’ in 

L.A
.K

nafra, Law
 and Politics in Jacobean England: The Tracts of Lord 
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Chancellor Ellesm
ere, C

am
bridge, 1977, pp.197-201, at pp.200-1. 

４
８ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.182-3. 

４
９ D

avies, Le prim
er report des cases , preface, sig.*2a. 

５
０ C

oke, 4th Reports, preface(To the R
eader), pp.v-vi. 

５
１ D

odderidge, The English Law
yer, p.154. 

５
２ C

oke, 1st Institute, sect.138, p.97b. 

５
３ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.180. 

５
４ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.175-6. 

５
５ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.180. 

５
６ 

従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
法
の
「
不
変
性
」
と
い
う
論
点
と
、
法
の
絶
え
ざ
る
「
改
変
」

と
い
う
論
点
と
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
考
様
式
の
な
か
で
相
互
に
占

め
る
役
割
に
つ
い
て
は
、
和
解
し
が
た
い
二
つ
の
異
な
っ
た
立
場
と
み
な
す
見
解
が
一
般

的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
論
点
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
必
ず
し
も
十
分
に
説
明
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、J.P.Som

m
erville, 

Politics 

＆ Ideology in England, 1603-1640, London,1986; J.G
.A

.Pocock, 

The Ancient Constitution and the Feudal Law
 : A Study of English 

H
istorical Thought in the Seventeenth Century, A Reissue w

ith a 

Retrospect , 
C

am
bridge,1987; 

B
urgess, 

The 
Politics 

of 
the 

Ancient 

Constitution : An Introduction to English Political Thought, 1603-1642 . 

５
７ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.178. 

５
８ N

oy, The Principal G
rounds and M

axim
s, p.1. 

５
９ Ibid., sig.A

3, p.1.  

６
０ 

さ
し
あ
た
っ
て
以
下
を
参
照
。T.G

ilby, The Political Thought of Thom
as 

Aquinas , 
C

hicago, 
1958; 

A
.H

.C
hrost, 

‘The 
Philosophy 

of 
Law

 
of 

St.Thom
as A

quinas : H
is Fandam

ental Ideas and Som
e of H

is H
istorical 

Precursors,’ the Am
erican Journal of Jurisprudence 19 (1974), p.1ff.;  

S.B
.C

unningham
, ‘A

lbertus M
agnus on N

atural Law
,’ the Journal of the 

H
istory of Ideas, XXV

III (1967), p.479ff.  

恒
藤
武
二
『
法
思
想
史
』
（
現
代
法
学

全

、

 

集
３
）

筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
、
第
四
編
。

６
１ C

oke, 4th Reports, Preface(To the R
eader), p.v. 

６
２ C

oke, 1st Institute, Sect.138, p.97b. 

６
３ Finch, Law

, or , a D
iscourse Thereof, pp.74-5. 

６
４ D

odderidge, The English Law
yer, p.154.  

６
５ Sir John D

avies, Le prim
er report des cases , preface, sig.*2a. 

６
６ C

f. Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law
, chap.II. 

６
７ 

、
注

 

本
稿
、
第
二
章

（
６
８
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

６
８ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.333. 

６
９ N

oy, The Principal G
rounds and M

axim
s, pp.1-2. 

７
０ 

ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ュ
ラ
ー
は
、
宗
教
的
に
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
あ

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。H

ans S.Paw
lisch, ‘Sir John D

avies, the A
ncient 
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C
onstitution, and the C

ivil Law
,’ H

istorical Journal 23 (1980), p.691. 

７
１ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.152-153, 155. 

７
２ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.160. 

７
３ 

Q
uoted 

in 
C

hristpher 
H

ill, Intellectual O
rigins of the English 

Revolution , 
reprinted 

w
ith 

C
orrections 

as 
Paperbacks, 

O
xford,1980, 

p.254. 
 

７
４ Proceedings in Parliam

ent 1628, II,pp.205, 209. 

７
５ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.155. 

７
６ Com

m
ons D

ebates 1621, III, p.306. 

７
７ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.175. 

７
８ 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.481-2.  
State Trials 

と
略
記
。 

以
下
、

７
９ Finch, Law

, or, a D
iscourse thereof, p.75. 

８
０ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.175-6. 

８
１ D

odderidge, The English Law
yer, pp.242-3. 

８
２ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.173-5. 

８
３ Peter Stein, Rom

an Law
 in European H

istory, C
am

bridge,1999, chap.2, 

3. 

屋
敷
二
郎
監
訳
『
ロ
ー
マ
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、

八
七
、
一
二
四
頁
。
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
正
義
の
定
義
に
つ
い
て
は
、D

igesta,1.1.10pr. 

８
４ 

以
下
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
か
ら
の
引
用
は
次
の
文
献
に
基
づ
い
て
い
る
。 

Thom
as A

quinas, Sum
m

a Theologiae, Latin Text and E
nglish Translation, 

Introductions ,N
otes, A

ppendices and G
lossaries, by Thom

as G
ilby and 

others, V
ol.28, Law

 and Political Theory(1a2ae.90-97),C
am

bridge,1966, 

quaestio 95, articulus 2, pp.102/103-106/107. 
 

な
お
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
上

記
の
英
語
対
訳
版
と
と
も
に
、
次
の
邦
訳
も
参
照
し
た
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神
学

大
全

年
）
、
九
三
―
六
頁
。 

』
第
一
三
冊
、
稲
垣
良
典
訳
（
創
文
社
、
一
九
七
七

８
５ Ibid., quaestio 95, articulus 4, pp.110/111-116/117. 

邦
訳
（
第
一
三
冊
）
、

九
九
―
一
○
三
頁
。 

８
６ 

セ
イ
ン
ト
・
ジ
ャ
ー
マ
ン
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。R

.J.Schoeck, 

‘The Strategies of R
hetoric in St. G

erm
an’s D

octor and Student ’ in 

R
ichard E

ales and D
avid Sullivan (ed.), The Political Context of Law

, 

London and R
onceverte,1987, pp.77-86. 

８
７ C

hristopher St G
erm

an, St G
erm

an’s D
octor and Student, edited for 

the Selden Society by T.F.T.Plucknett and J.L.B
arton, London,1974, 

pp.33-9. 

な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
の
セ
イ
ン
ト
・
ジ
ャ
ー
マ
ン
の
立
場
は
、
以
下
も
参
照

し
た
。B

urgess, The Politics of the Ancient Constitution, pp.20-37. 

バ
ジ
ス

は
、
こ
こ
に
お
い
て
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
人
定
法
の
記
述
も
取
り
上
げ
て
お
り
、
併
せ
て
参
照

し
た
。 
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８
８ D

odderidge, The English Law
yer, pp.191-4; C

f. Ibid.,pp.195-212. 

８
９ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.180. 

９
０ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.182. 

９
１ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.187-8. 

９
２ C

oke, 1st Institute, Sect.138, p.97b. 

９
３ D

odderidge, The English Law
yer, p.194. 

９
４ Ibid.,p.242. 

９
５ D

onald R
. K

elley, ‘ Law
 ’ , in J.H

.B
urns (ed.), The Cam

bridge H
istory 

of Political Thought 1450-1700 , C
am

bridge,1991, p.89. 

９
６ C

oke, 13th Reports, p.26. 

９
７ C

oke, 1st Institute, Sect.578, p.319b. 

９
８ D

avies, Le prim
er report des cases , preface, sig*3a. 

９
９ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.183. 

１
０
０ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.176. 

１
０
１ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.182. 

１
０
２ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.183. 

１
０
３ Jam

es R
. Stoner, Com

m
on Law

 &
 Liberal Theory : Coke, H

obbes, &
 

the O
rigins of Am

erican Constitutionalism
, K

ansas,1992, p.19. 

１
０
４ A

quinas, Sum
m

a Theologiae, quaestio 95, articulus 3, p.108/109. 

邦

訳
『
神
学
大
全
』
第
一
三
冊
、
九
七
頁
。 

１
０
５ Ibid., quaestio 95, articulus 3, pp.106/107-108/109. 

邦
訳
、
第
一
三
冊
、

九
六

 

―
七
頁
。

１
０
６ Ibid., quaestio 90, articulus 2, p.12/13.  

 

邦
訳
、
第
一
三
冊
、
八
頁
。

１
０
７ K

ing Jam
es IV

 and I, ‘A
 M

editation upon the 27. 28. 29. V
erses of the 

XXV
II.C

hapter of Saint M
atthew

. or a Paterne for a K
ing Inavgvration : 

W
ritten by the K

ings M
aiestie,’ in his Political W

ritings, edited by Johann 

P. Som
m

erville, C
am

bridge, 1994, p.249. 

１
０
８ 

「
人
民
の
安
全
こ
そ
至
高
の
法
（salus populi suprem

a lex

）
」
と
は
、
本
来
は
、

キ
ケ
ロ
に
よ
っ
て
、
軍
隊
の
司
令
官
に
対
し
て
戦
時
の
際
に
適
用
す
べ
き
軍
隊
の
原
則
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
（C

icero, D
e Legibus, lib. III. cap.3, sec.8

）
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
格
言
は
そ
の
後
、
元
々
の
限
定
的
な
用
法
を
超
え
て
、
非
常
時

に
は
「
人
民
の
安
全
こ
そ
が
至
高
の
法
」
と
な
り
、
「
法
は
沈
黙
す
る
」
と
い
う
意
味
で

拡
大
解
釈
さ
れ
、
国
王
が
法
の
制
約
を
離
れ
て
統
治
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
論
拠
と
し

て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
際
、
こ
の
法
格
言
は
、
元
々
の
表
現
で
は
、Salus 

populi suprem
a lex esto

（
人
民
の
安
全
こ
そ
至
高
の
法
で
あ
ろ
う
）
と
な
っ
て
い
た

の
が
、 Salus populi suprem

a lex est

（
人
民
の
安
全
こ
そ
至
高
の
法
で
あ
る
）
と
い

う
形
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
キ
ケ
ロ
の
原
文
で
はesto

と
な
っ
て
い
た

の
をest
に
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
時
中
の
軍
隊
の
司
令
官
に
宛
て
た
訓
戒
を
、
統
治

全
般
に
わ
た
る
一
般
的
格
律
と
し
て
転
用
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
本
文
中
の
引
用
箇

所
の
よ
う
に
、Salus populi suprem

a lex 

の
形
で
動
詞
を
欠
落
さ
せ
て
用
い
ら
れ
る
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こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
本
来
の
含
意
を
離
れ
て
一
般
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前
期

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
代
表
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
、
有
名
な
法
制
史
家
で
も
あ
っ
た
ジ

ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン
は
、
「
人
民
の
安
全
こ
そ
至
高
の
法
」
と
い
う
こ
の
格
言
が
持
つ
こ
う

し
た
弊
害
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
「
こ
の
世
の
中
で
、Salus populi suprem

a 

lex esto

と
い
う
こ
の
文
章
ほ
ど
馬
鹿
げ
た
も
の
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、

あ
た
か
も
あ
る
法
が
人
民
の
利
益
に
最
も
適
っ
て
い
る
と
き
に
は
周
知
の
法
を
放
棄
す
べ

き
で
あ
る
か
の
ご
と
く
、
こ
の
格
言
を
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
格
言
は
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
そ
れ
はSalus populi suprem

a 

lex est  

で
は
な
く
、E

sto

な
の
で
あ
る
」
と
（John Selden, Table talk of John 

Selden , new
ly edited for the Selden Society by Sir Frederick Pollock, 

London,1927, fo.56b, p.93

）
。 

１
０
９ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.175. 

１
１
０ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.180. 

１
１
１ 

エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
半
澤
孝
麿
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
九
年
、
四
一
二
―
四
一
三
頁
、
訳
者
解
説
参
照
。 

１
１
２ 

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
に
登
場
し
た
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
「
契
約
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
設
立
」
を
め
ぐ
る
主
張
に
つ
い
て
は
、
主
な
も
の
と
し
て
さ
し
あ
た
っ
て
以
下
の
文

献
を
参
照
。
第
一
『
人
民
協
定
』
に
関
し
て
、
‘An Agreem

ent of the People,

’1647, 

in D
.M

.W
olfe(ed.), Leveller M

anifestoes of the Puritan Revolution, N
ew

 

York, 1944, pp.223-234. 

ま
た
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
と
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
ら
独
立
派
軍
幹
部

と
の
間
で
な
さ
れ
た
「
パ
ト
ニ
ー
会
議
」
の
内
容
に
関
し
て
、A

.S.P.W
oodhouse(ed.), 

Puritanism
 and Liberty, Being the Arm

y D
ebates(1647-9) from

 the Clarke 

M
anuscripts w

ith Supplem
entary D

ocum
ents , C

hicago,1951, pp.1-124. 

１
１
３ D

avies, Le prim
er report des cases, preface, sig.*2 a. 

１
１
４ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.382. 

１
１
５ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.180. 

１
１
６ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.175. 

１
１
７ D

avies, Le prim
er report des cases , preface, sig.*2a. 

１
１
８ 

た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
、
た
し
か
に
所
与
の
伝
統
に
含
ま
れ
た
意
味
を
重
視
す
る
こ

う
し
た
態
度
は
本
質
的
に
保
守
主
義
的
思
考
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は

直
ち
に
既
存
の
秩
序
を
ま
っ
た
き
肯
定
す
る
思
考
で
は
な
い
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
見
ら
れ

た
一
見
、
保
守
主
義
的
な
思
考
も
、
じ
つ
は
保
守
す
べ
き
古
来
の
価
値
と
は
本
源
的

（radical

）
な
価
値
で
あ
っ
て
、
絶
え
ず
そ
の
保
守
す
べ
き
と
み
な
さ
れ
た
価
値
の
現
実

化
を
図
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
見
ら
れ
る
保
守
主
義
的
思
考
は
、

他
方
で
時
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
根
源
的
な
価
値
の
実
現
を
追
求
す
る
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ

ム
と
し
て
機
能
す
る
側
面
を
備
え
て
い
る
。 

１
１
９ 
以
上
の
よ
う
な
自
然
と
慣
習
を
め
ぐ
る
関
係
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
思
想
の
伝
統
の

な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
ち
な
が
ら
、
繰
り
返
し
現
れ
て
き
た
と
い
っ
て

よ
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
思
想
史
に
お
け
る
自
然
と
慣
習
と
の
関
係
を
た
ど
っ
た
も
の
と

し
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
以
下
が
有
益
で
あ
る
。
矢
崎
光
圀
『
法
思
想
史
』
（
日
本
評
論
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社
、
一
九
八

、
第
三
章
。 

一
年
）

１
２
０ 

〈com
m

onalty

〉
と
い
う
用
語
の
曖
昧
さ
と
、
そ
れ
が
実
際
に
指
す
階
層
の
多
様

性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
短
期
・
長
期
議
会
ま
で
の
選
挙
を
め
ぐ
る
趨
勢

―
コ
ン
テ
ス
ト
・
党
派
・
選
挙
権 : 

そ
の
全
般
的
分
析
―
」
『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
』

第
四

章
を

 

四
号
、
一
九
九
三
年
、
第
六

参
照
。

１
２
１ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.187. 

１
２
２ D

odderidge, The English Law
yer, p.242. 

１
２
３ D

avies, Le prim
er report des cases , preface, sig.*2a. 

１
２
４ A

. L.G
oodhart, English Law

 and the M
oral Law

, London,1953, 

pp.28-37. 

１
２
５ N

icholas Fuller, The Argum
ent of M

aster N
icholas Fuller, in the 

Case 
of 

Thom
as 

Lad, 
and 

Richard 
M

aunsell  
(1607), 

The 
E

nglish 

E
xperience, N

o.738, A
m

sterdam
,1975, p.11. 

１
２
６ Sir Thom

as E
gerton, Lord C

hancellor E
llesm

ere, The Speech of the 

Lord Chancellor of England, in the Eschequer Cham
ber, Touching the 

Post-nati  (1609), in A
 G

arland Series,C
lassics of E

nglish Legal H
istory in 

M
odern E

ra, N
ew

 York and London,1978, p.32. 

１
２
７ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.155. 

１
２
８ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.180. 

１
２
９ D

odderidge, The English Law
yer, p.161. 
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