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ロ
ー
支
配
の
立
憲
君
主
制 

 
   

前
章
ま
で
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
一
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

の
理
解
に
よ
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
神
法
や
自
然
法
と
同
様
に
制
定
法
よ
り
も
上

位
に
立
つ
、
い
わ
ゆ
る
「
高
次
法
」
と
し
て
の
位
置
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
は
慣
習
と
理
性
と
が
機
能
的
に
相
互
補
完
し
合
っ
た
思
考
様
式
の
上
に
成

り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
高
次
法
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
一

七
世
紀
前
半
期
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
（C

onstitution

）
、
す
な
わ
ち
統
治

の
基
本
構
造
を
定
め
た
「
基
本
法
」
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
と
理
解
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
六
二
八
年
議
会
で
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
つ
い

て
こ
う
言
及
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
の
王
国
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る

べ
き
」
で
あ
り
、
そ
し
て
「
す
べ
て
の
事
柄
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
が
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
つ
い
て
語
る
と
き
、

そ
れ
は
こ
の
王
国
の
基
本
法
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
と 

１ 

。
も
っ
と
も

こ
こ
で
い
う
「
基
本
法
」
と
は
、
た
と
え
ば
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
が
「
王
国
の
古

来
の
基
本
的
な
法
（the ancient and fundam

ental law
s

）
」
２ 

と
複
数
形
で

語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
根
本
的
要
点
（fundam

ental points

）
」

と
し
て
の
格
律
・
準
則
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
「
何
で
あ
れ
コ
モ
ン
・
ロ
ー

の
格
律
を
揺
る
が
す
こ
と
は
危
険
な
こ
と
で
あ
る
」
３ 

と
の
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
が
し
ば
し
ば
発
し
た
警
告
に
も
現
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
そ
れ
は
、
か
つ
て
ジ

ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
説
い
た
と
こ
ろ
の
倫
理
的
世
界
に
定
礎
さ
れ
た
慣
習

と
法
へ
の
崇
敬
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
「
政
治
的
か
つ
王
権
的
統
治
」
と
い
う
中
世
的

な
国
制
理
解
か
ら
さ
ら
に
発
展
し
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
特
有
の
近
代
的
な
「
法
の
支

配
」
の
原
理
の
確
立
を
意
味
し
て
い
た
。 

 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
に
お
け
る
「
法
の
支
配
」
と
は
、
す
で
に
示
し
て
き
た
よ
う

な
理
性
と
慣
習
か
ら
な
る
規
範
に
依
拠
し
た
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
支
配
」
に
ほ

か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
議
会
も
、
裁
判
官
も
、
臣
民
の
自
由
も
、
そ
し
て
国

王
の
大
権
さ
え
も
が
、
す
べ
て
そ
の
権
利
の
由
来
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
得
て
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
支
配
に
服
す
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー

に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
た
立
憲
君
主
制
（constitutional m

onarchy governed by 

com
m

on law

）
」
４ 

の
国
制
モ
デ
ル
で
あ
り
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
「
古

来
の
国
制
（A

ncient C
onstitution

）
」
と
し
て
描
く
際
の
も
っ
と
も
標
準
的
な
国

制
論
の
形
態
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。 

 

こ
の
国
制
モ
デ
ル
は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
第
一
章
に
お
い
て
確
認
し
た
、
「
人

民
の
意
思
」
あ
る
い
は
「
人
民
の
同
意
」
を
政
治
体
の
核
と
す
る
「
政
治
的
か
つ
王

権
的
統
治
（reginem

 politicum
 et regale

）
」
と
い
う
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
国

制
モ
デ
ル
の
さ
ら
な
る
展
開
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
先
の
「
人
民
（populus

）
」

と
い
う
重
要
な
契
機
も
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
古
来
の
「
時
の
検
証
」
の
な
か
に
委
ね

ら
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
ト
マ
ス
・
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
こ
の
点
に
つ
い
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
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民
の
安
全
こ
そ
至
高
の
法
（salus populi suprem

a lex

） 

」
と
い
う
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
あ
る 

５ 

。
つ
ま
り
、
「
人
民
」
と
い
う
契
機
は
、
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
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
新
た
な
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
の
形
式
を
得
た

コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
基
礎
と
し
て
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
見
ら
れ
た
中
世
的
な
立
憲

主
義
は
、
よ
り
近
代
的
な
意
味
で
の
立
憲
主
義
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

本
章
で
は
、
こ
う
し
た
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
た
立
憲
君
主
制
」

の
諸
相
を
め
ぐ
っ
て
検
討
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
法
の
支
配
」

に
関
連
す
る
、
い
く
つ
か
の
国
制
上
の
重
要
な
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。

す
な
わ
ち
、
前
章
ま
で
の
考
察
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
な

コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
を
政
治
社
会
の
基
盤
と
し
た
と
き
に
、
議
会
・
制
定
法
・
国
王

大
権
・
臣
民
の
自
由
・
裁
判
官
と
い
っ
た
国
制
上
の
中
核
を
占
め
る
重
要
な
フ
ァ
ク

タ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
、
相
互
に
ど
の
よ
う
な
位
置

関
係
を
取
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
検
討
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー

の
国
制
モ
デ
ル
か
ら
あ
ら
た
な
展
開
を
み
た
一
七
世
紀
の
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
支
配
の

立
憲
君
主
制
」
と
い
う
国
制
モ
デ
ル
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
こ

で
は
、
「
議
会
」
の
機
能
と
、
そ
れ
が
主
た
る
課
題
と
す
る
「
臣
民
の
自
由
」
な
か

ん
ず
く
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
の
絶
対
的
保
全
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
統
治
の
中
心

軸
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
で
あ
ろ
う
。 

   

第
一
節 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
議
会
制
定
法 

   

（
一
）
議
会
人
と
法
律
家 

  

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
を
形
成
し
て
い
た
の
は
、
「
時
の
検

証
」
あ
る
い
は
「
歴
史
的
通
用
性
」
に
よ
っ
て
、
慣
習
の
な
か
に
発
現
し
た
「
理
性
」

の
契
機
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
性
の
具
体
的
な
結
実
が
、
法
の
格
律
あ
る
い

は
準
則
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
法
の
「
根
本
的
要
点
」
と
さ
れ
、

制
定
法
よ
り
も
優
位
し
、
そ
れ
を
拘
束
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
具
体
的
に

何
が
そ
の
理
性
の
結
晶
化
と
し
て
の
根
本
的
要
点
で
あ
る
の
か
を
理
解
し
解
釈
す
る

人
間
の
能
力
こ
そ
が
、
「
技
巧
的
理
性
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
実

際
に
は
、
一
方
で
は
法
律
家
の
す
ぐ
れ
て
職
業
的
な
技
能
で
あ
る
こ
と
も
意
味
し
て

い
た
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
こ
う
し
た
理
性
が
「
法
書

（the books of law
）
」
の
な
か
に
文
字
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
、
コ
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モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
主
張
に
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、

ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
は
い
う
。
「
こ
の
理
性
は
、
こ
の
国
の
法
に
つ
い
て
書
か

れ
た
諸
作
品
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
法
書
の
形
で
出
版
さ
れ
、

表
現
さ
れ
て
い
る
」
６ 
。
ヘ
ド
リ
ィ
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
こ
の
法
書
の
役
割

を
重
視
す
る
。
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
不
文
法
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
わ
れ

わ
れ
の
法
書
の
な
か
に
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
原
理
や
格
律
な
ど
は
な

い
の
で
あ
る
」
。
た
と
え
ば
、
「
ロ
ン
ド
ン
の
諸
慣
習
は
、
成
文
化
さ
れ
た
慣
習
で

は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
文
書
の
な
か
に
残
さ
れ
て
い
る
。
さ
も
な
け

れ
ば
、
そ
れ
ら
の
慣
習
の
多
く
は
、
継
続
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
に
失

わ
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
」
７ 

。 

 

法
書
に
「
書
か
れ
た
理
性
」
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

の
態
度
を
、
法
書
に
精
通
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
い
う
職
能
集
団
の
特
権
を
擁

護
し
よ
う
と
す
る
職
業
的
利
害
の
反
映
と
し
て
理
解
す
る
だ
け
で
は
明
ら
か
に
不
十

分
で
あ
る
。
こ
の
法
書
の
重
視
と
積
極
的
な
刊
行
と
い
う
事
象
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
治

世
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
か
け
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
社
会
全
体
の
大
き

な
歴
史
的
変
化
を
も
端
的
に
示
唆
す
る
事
例
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
原
理
や
格
律
が
「
法
書
」
の
な
か
に
明
確
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
こ
う
し
た
主
張
は
、
慣
習
を
法
源
と
し
、
判
決
を
通
じ

て
形
成
さ
れ
て
き
た
不
文
法
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
と
も
な
う
不
確
実
性
な
い

し
非
体
系
性
に
対
す
る
批
判
へ
の
応
答
と
し
て
の
側
面
を
一
方
で
持
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
す
で
に
第
二
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
知
的
影
響

下
で
ロ
ー
マ
法
の
影
響
な
い
し
受
容
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
テ
ュ
ー
ダ
ー
後
期
以
降
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
非
体
系
的
で
不
確
実
な
欠
陥
が
広
く
認
識
さ
れ
、
「
法
書
」
の

重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
六
世
紀
中
葉
に
法
曹
学
院
グ
レ
イ
ズ
・

イ
ン
（G

ray’s Inn

）
に
所
属
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
、
庶
民
院
議
員
お
よ
び

人
民
間
訴
訟
裁
判
所
の
裁
判
官
も
務
め
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
（Sir 

W
illiam

 Sta[u]nford : 1509-1558

）
８ 

は
す
で
に
、
没
後
に
刊
行
さ
れ
た
一
五

六
七
年
の
著
作
の
な
か
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
卓
越
性
を
称
賛
し
な
が
ら
も
、
そ
の

知
識
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
法
律
家
が
よ
り
多
く
の
「
法
書
」
を
刊
行
す

べ
き
こ
と
を
勧
め
て
い
る 

９ 

。
そ
も
そ
も
、
「
法
書
」
に
「
書
か
れ
た
理
性
（ratio 

scripta

）
」
と
い
う
観
念
そ
れ
自
体
が
元
々
は
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
重
要
な
要
素
で

あ
っ
た 

１
０ 

。
法
書
の
理
性
を
重
視
す
る
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
態
度
は
、

明
ら
か
に
法
書
の
学
説
を
法
源
と
し
て
認
め
る
ロ
ー
マ
法
学
の
影
響
を
受
け
て
い
る

と
い
え
よ
う
。 

こ
う
し
た
テ
ュ
ー
ダ
ー
後
期
か
ら
の
法
学
上
の
要
請
と
と
も
に
、
他
方
で
、
前
期

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
法
書
の
積
極
的
な
刊
行
は
、
絶
対
主
義
の
性
格
を
露
わ
に
し
始

め
た
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
王
権
へ
の
対
応
と
い
う
側
面
を
も
う
一
方
で
持
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
絶
対
主
義
の
現
実
的
懸
念
に
直
面
し
た
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
企
図
し
た
の
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
国
王
と
臣
民
と
の
間
を

裁
定
す
る
客
観
的
で
確
実
な
、
そ
し
て
権
威
あ
る
基
本
法
と
し
て
打
ち
立
て
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
内
容
が
何
で
あ
る
か
を
明
確
に
す
る

た
め
に
、
法
書
に
お
い
て
格
律
や
準
則
を
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
へ
と
つ
な
が
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っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
た
と
え
ば
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
ヘ
ド
リ
ィ
の
法
書

を
重
視
す
る
見
解
は
、
「
賦
課
金
（im

position

）
」
を
徴
収
す
る
国
王
大
権
を
め

ぐ
っ
て
、
こ
の
大
権
の
行
使
を
認
め
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
原
理
な
い
し
格
律
が
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
法
の
あ
ら
ゆ
る
「
法
書
」
を
通
じ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い

う
文
脈
で
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る 

１
１ 

。 

こ
の
よ
う
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
見
ら
れ
た
数
多
く
の
法
書
の
刊
行
と
い

う
現
象
は
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
以
来
の
ロ
ー
マ
法
受
容
の
な
か
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

の
合
理
的
・
体
系
的
な
再
編
の
試
み
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
ス
テ

ュ
ア
ー
ト
朝
の
成
立
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
絶
対
主
義
的
政
策
に
対
す
る
懸
念
に
よ

っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
権
威
あ
る
法
と
し
て
再
定
式
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ

と
の
結
果
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
二
つ
の
課
題
に
応
え
る
た
め
に
、
前

期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
数
多
く
の
「
法
書
」
が

積
極
的
に
執
筆
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た 

１
２ 

。
そ
の
意
味
で
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
表
現
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
法
学
上
の

、
、
、
、
重
要
な
発
展
期
を
形

成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
そ
れ
が
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
絶
対
主
義
的
な

政
策
に
対
す
る
政
治
論
争
に
関
連
し
、
も
っ
て
イ
ギ
リ
ス
近
代
政
治
の
道
を
準
備
し

た
あ
る
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を
併
せ
持
つ
が
ゆ
え
に
、
一
七
世
紀
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
理
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
特
有
の
政
治
言
語
の
形
成
期
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。 

 

以
上
の
よ
う
な
背
景
を
理
解
し
た
と
き
、
こ
の
時
代
の
政
治
社
会
に
お
い
て
法
的

か
つ
政
治
的
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
占
め
て
い
た
際
立
っ
た
重
要
性
を
改
め

て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
法
律
家
で
あ
る
と
同
時
に
、

議
会
人
で
も
あ
っ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
役
割
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
性
と
は
、
法
書
の
内
容
を
理
解
し
、
解
釈
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
そ
の
要
点
を
「
格
律
」
と
し
て
定
式
化
で
き
る
能
力
と
し
て
把
握
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
自
然
法
思
想
に
立
脚
し
た
国
王
や
聖
職
者
の
理
性
と
の
差
異
化

を
図
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
や
は
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
持
つ
「
裸
の
理
性
」
と
し

て
の
「
自
然
理
性
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
、
歴
史
性
と
経
験
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た

技
能
と
し
て
の
理
性
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
法
律
家
の
技
能
的
な
理
性
の
発
露
が
、
単
に
「
法
曹
」
と
い
う
「
専
門
的
」
な

場
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
「
議
会
」
と
い
う
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
上
も
っ
と
も

重
要
な
「
政
治
的
」
な
場
に
お
い
て
も
発
揮
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
重
要
な
政

治
的
意
味
が
あ
る
。 

た
だ
こ
の
点
で
付
言
し
て
お
く
べ
き
は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
第
二
章
で
確
認
し

た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
多
く
は
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
知
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
共
有
し
て
お
り
、
法
の
理
性
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
よ

り
広
範
囲
に
わ
た
る
人
文
学
や
ロ
ー
マ
法
と
の
関
連
で
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
解
釈
し
、
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
技
巧
的
理
性
を
単

に
法
曹
と
い
う
職
能
集
団
の
技
能
に
の
み
閉
鎖
的
に
限
定
し
て
捉
え
て
し
ま
う
だ
け

で
は
正
確
な
認
識
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
、
本
章
第
三
節
「
法
の
解
釈
者
」
の
と

こ
ろ
で
、
こ
の
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
国
王
が
任
免
権
を
持
つ
裁
判
官
の
判
決
よ

り
も
、
議
会
の
判
断
を
優
位
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
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企
図
と
考
え
併
せ
る
な
ら
ば
、
当
然
の
事
と
い
え
よ
う
。
な
る
ほ
ど
確
か
に
、
現
実

に
は
議
会
に
お
け
る
法
案
作
成
や
審
議
運
営
な
ど
は
多
分
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た

ち
の
専
門
能
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
法
を
司
る
裁
判
所
と
の
対

比
で
い
え
ば
、
貴
族
、
聖
職
者
、
平
民
か
ら
な
る
王
国
の
代
表
機
関
と
し
て
の
議
会

は
、
一
方
で
も
と
も
と
司
法
機
能
を
具
え
て
は
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
時
代
に
は
よ

り
包
括
的
な
論
題
を
扱
う
む
し
ろ
政
治
的
な
場
で
あ
っ
た
。
法
の
専
門
家
た
る
裁
判

所
の
判
決
に
対
し
て
、
王
国
の
代
表
が
結
集
す
る
政
治
的
な
機
関
と
し
て
の
議
会
が

異
議
を
唱
え
る
た
め
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
性
は
、
法
の
専
門
知
識
に
の
み
引

き
つ
け
て
定
義
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
知
性
と
学
識
あ
る
よ
り

広
範
囲
の
人
び
と
に
開
か
れ
た
理
性
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
議
会
の
同
意
を
経
な
い
国
王
大
権
に
よ
る
未
確
立
の
賦
課
金
の
行

使
を
合
法
と
判
断
し
た
「
ベ
イ
ト
事
件
」
の
判
決
に
対
し
て
、
一
六
一
〇
年
議
会
で

庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
反
駁
を
企
て
た
時
、
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い

っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
こ
う
指
摘
す
る
。
「
最
も
高
次
の
裁
判
法
廷

で
あ
る
王
座
裁
判
所
に
お
け
る
判
決
」
で
あ
っ
て
も
、
「
議
会
の
誤
審
令
状 
１
３ 
に

よ
っ
て
再
検
証
さ
れ
、
覆
さ
れ
得
る
」
。
そ
し
て
「
そ
こ
で
は
、
裁
判
官
た
ち
は
補

助
者
に
す
ぎ
ず
、
発
言
権
を
持
た
な
い
」
。
と
い
う
の
も
、
「
あ
ら
ゆ
る
学
問
（art

）

の
準
則
や
格
律
は
理
性
に
合
致
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
理
性
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
準
則
や
格
律
は
と
り
わ
け
そ
う
で
あ
る
」
。
法
に
習
熟
し

て
い
な
い
人
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
性
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
は
い

え
、
そ
れ
で
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
性
は
、
知
性
あ
る
人
び
と
に
も
開
か
れ
て
い
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
性
は
、
「
法
の
直

接
的
な
条
理
や
準
則
か
ら
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
―
そ
れ
ら
は
他
の
よ
り
根
本

的
な
準
則
や
格
律
に
依
拠
し
て
い
る
―
、
法
の
本
源
的
（original

）
な
い
し
根
源
的

（radical

）
な
準
則
や
格
律
か
ら
還
元
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ

て
の
知
性
あ
る
人
間
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
性
を
認
識
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
可
能

な
の
で
あ
る
」
。
そ
う
で
な
い
「
法
的
理
性
」
と
い
う
も
の
は
「
非
常
に
正
義
を
欠

い
た
」
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
と 

１
４ 

。
こ
こ
に
は
、
法
的
理
性
を
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
法
の
知
識
に
拘
泥
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
よ
り
広
範
な
人
文
学
や
ロ
ー
マ
法

と
の
関
連
で
考
察
し
よ
う
と
す
る
テ
ュ
ー
ダ
ー
後
期
の
知
的
影
響
が
見
ら
れ
る
と
同

時
に
、
他
方
で
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
絶
対
主
義
的
な
王
権
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
を
議
会
の
権
能
に
引
き
つ
け
て
捉
え
直
そ
う
と
す
る
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝

期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
政
治
意
識
が
端
的
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
性
は
、
絶
対
主
義
に
対
抗
す
る
「
コ
モ
ン
・

ロ
ー
支
配
の
立
憲
君
主
制
」
を
導
く
た
め
に
、
基
本
的
に
は
、
国
王
や
聖
職
者
等
の

自
然
理
性
と
対
置
さ
れ
つ
つ
、
法
律
家
の
技
巧
的
理
性
に
限
定
し
て
理
解
さ
れ
る
と

と
も
に
、
他
方
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
担
い
手
で
あ
る
裁
判
官
を
通
じ
た
絶
対
主
義

の
正
当
化
の
危
険
性
に
対
処
す
る
う
え
で
、
政
治
的
ア
リ
ー
ナ
た
る
「
議
会
」
の
権

能
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
、
知
性
あ
る
人
び
と
に
理
解
可
能
な
も
の
と
し
て
開
い
て

い
く
必
要
性
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
続
く
第
二
節
の
考
察
の
結
論
と

も
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
二
節
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
と

議
会
権
力
の
絶
対
性
と
を
切
り
結
ぶ
地
点
で
「
古
来
の
国
制
」
論
が
構
想
さ
れ
て
い

 193



第４章 コモン・ロー支配の立憲君主制 

た
と
い
う
点
、
す
な
わ
ち
、
王
権
に
対
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
を
導
く
と
も

に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
解
釈
に
お
い
て
議
会
を
裁
判
官
に
優
位
せ
し
め
よ
う
と
し
た

動
向
を
考
察
す
る
が
、
本
節
で
確
認
し
た
よ
う
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
性
に
対
す
る

定
義
の
仕
方
は
、
上
記
の
第
二
節
の
結
論
と
も
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
あ
り
、
議
会
人
で
も
あ
っ

た
一
群
の
人
び
と
こ
そ
が
、
こ
の
時
代
の
政
治
社
会
に
お
い
て
最
も
重
要
な
政
治
的

ア
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
実
際
、
当
時
の
議
会
の
議
席
は
、

か
な
り
の
程
度
、
法
律
家
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
試
み
に
、
Ｍ
・

Ｆ
・
キ
ー
ラ
ー
の
研
究
に
も
と
づ
い
て
一
六
四
○
年
の
長
期
議
会
に
お
け
る
庶
民
院

議
員
の
構
成
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
総
数
五
四
七
人
の
う
ち
、
法
律
家
は
、
少

な
く
と
も
計
七
四
人
を
占
め
て
お
り
、
庶
民
院
議
員
の
約
七
人
に
一
人
が
法
律
家
で

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る 

１
５ 

。
ま
た
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
社
会
が

基
本
的
に
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
中
心
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
議
会

の
運
営
に
お
い
て
も
首
尾
良
く
法
案
を
作
成
し
た
り
審
議
し
た
り
す
る
た
め
に
は
、

法
律
家
の
持
つ
技
能
は
決
し
て
欠
か
す
こ
と
の
で
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

彼
ら
の
持
つ
政
治
的
影
響
力
は
、
議
会
に
お
け
る
議
席
構
成
の
比
率
以
上
の
も
の
が

あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
君
主
制
が
絶
対
君

主
制
へ
と
次
第
に
専
制
化
の
傾
向
を
強
め
て
い
く
政
治
状
況
下
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に

対
す
る
有
効
な
抵
抗
の
論
理
と
手
だ
て
が
現
実
的
に
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
以
外
に

考
え
ら
れ
な
か
っ
た
以
上
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
持
つ
政
治
的
な
意
味
は
決
定
的

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
臣
民
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
そ
の
有
効
な
救
済
は
、
あ
る
べ
き
思
想
の
次
元
に
お
い
て
で
は
な
く
、
さ
し
あ

た
っ
て
は
既
存
の
法
制
度
の
な
か
に
求
め
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
後
に
も

示
す
よ
う
に
、
「
裁
判
官
」
が
、
「
王
権
」
に
よ
る
「
臣
民
の
自
由
」
の
侵
害
に
対

し
て
、
有
効
な
砦
と
し
て
し
ば
し
ば
機
能
し
得
な
く
な
っ
て
い
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
も
と
づ
い
て
臣
民
の
自
由
を
効
果
的
に
保
障
す
る
の
は
、
も
は
や

「
議
会
」
を
お
い
て
ほ
か
に
な
く
、
議
会
に
お
け
る
法
律
家
の
能
力
は
い
や
ま
し
て

重
要
性
を
帯
び
て
く
る
こ

る
。 

と
と
な

 

こ
う
し
て
、
法
律
家
（law

yer

）
で
あ
り
議
会
人
（parliam

entarian

）
で
も
あ

っ
た
人
び
と
こ
そ
が
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
政
治
社
会
に
お
い
て
有
力
な
行
為

主
体
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
「
カ
ン
ト
リ
ー
・
ロ

ー
ヤ
ー
（country law

yers

）
」 

１
６ 

と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
宮
廷
」
に
対
抗

す
る
「
地
方
」
貴
族
と
い
う
政
治
的
位
置
と
連
結
す
る
傾
向
に
あ
っ
た 

１
７ 

。
コ
モ

ン
・
ロ
ー
に
も
と
づ
く
新
た
な
立
憲
君
主
制
の
相
貌
を
確
認
す
る
に
は
、
ま
ず
一
方

で
こ
う
し
た
担
い
手
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
あ
る
い
は
議
会
人
の
存
在
を
確

認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。 

   
（
二
）
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
改
変
と
議
会
制
定
法 

  

当
時
の
こ
う
し
た
政
治
社
会
の
あ
り
よ
う
は
、
実
は
他
方
で
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」

と
「
制
定
法
」
の
関
係
性
と
い
う
法
・
国
制
上
の
問
題
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
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あ
っ
た
。 

そ
し
て
、
こ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
制
定
法
の
問
題
は
、
同
時
に
、
「
裁
判

官
」
の
権
限
と
「
議
会
」
の
政
治
的
権
能
と
い
う
問
題
と
関
わ
り
合
っ
て
く
る
こ
と

に
な
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
問
題
が
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
ど
の
よ
う
な
経
過
を

た
ど
る
の
か
、
そ
の
特
徴
を
ま
ず
結
論
的
に
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
一

方
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
高
次
法
と
し
て
至
高
の
地
位
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
て
い
く

と
同
時
に
、
他
方
で
、
議
会
の
政
治
的
地
位
あ
る
い
は
権
限
が
き
わ
め
て
強
化
・
拡

充
さ
れ
て
い
く
、
そ
う
し
た
ふ
た
つ
の
過
程
の
同
時
進
行
と
し
て
摘
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
理
解
、
す
な
わ
ち
議
会
・
対
・

裁
判
所
、
制
定
法
・
対
・
判
例
法
と
い
う
近
代
的
な
対
抗
図
式
か
ら
す
れ
ば
、
相
互

に
矛
盾
す
る
ふ
た
つ
の
プ
ロ
セ
ス
が
歴
史
的
に
同
時
進
行
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
時
に
あ
っ
て
こ
れ
ら
は
、
ま
さ
に
密
接
な
内
的
連
関
を

持
ち
な
が
ら
同
時
進
行
し
た
ふ
た
つ
の
過
程
で
あ
っ
た
。
否
む
し
ろ
そ
れ
は
、
ひ
と

つ
の
歴
史
過
程
の
表
と
裏
の
よ
う
な
関
係
性
に
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
両
過
程
を
切
り
結
ぶ
位
置
に
存
在
し
て
い
た
の
が
、

先
ほ
ど
触
れ
た
「
法
律
家
」
と
「
議
会
人
」
の
連
結
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。 

 

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
国
制

論
は
、
基
本
的
に
は
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
国
制
論
の
枠
組
み
を
継
承
し
て
い
た
が
、

し
か
し
い
く
つ
か
の
重
要
な
修
正
を
受
け
て
も
い
た
。
こ
う
し
た
変
容
の
な
か
の
ひ

と
つ
に
、
「
議
会
」
の
問
題
が
あ
っ
た
。
第
一
章
で
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
確
か
に

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
議
会
を
、
臣
民
が
国
王
の
立
法
と
課
税
に
同
意
を
表
明
す

る
機
関
と
し
て
重
要
視
し
て
お
り
、
そ
の
伝
統
は
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
と
っ
て
も
法
お
よ
び
国
制
上
の
骨
格
と
し
て
堅
持
さ
れ
、
強

調
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
は
い
ま
だ
、
議
会

の
持
つ
権
力
そ
れ
自
体
の
考
察
に
つ
い
て
は
十
分
に
展
開
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
一
六
世
紀
の
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
の
段
階
に
い
た
る
と
、
「
議
会
お
よ

び
そ
の
権
威
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
明
確
な
王
権
制
約
の
原
理
が
現
れ
て
く
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
「
議
会
」
と
は
、
「
国
王
あ
る
い
は
女
王
、
そ
し
て
世
俗
貴
族
と
聖

職
貴
族
か
ら
な
る
貴
族
院
、
さ
ら
に
は
す
べ
て
の
州
お
よ
び
特
権
都
市
（B

orough 

Tow
ne

）
の
ナ
イ
ト
（K

nights

）
お
よ
び
市
民
（B

urgesses

）
に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
た
庶
民
院
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
、

王
国
の
「
す
べ
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
が
そ
こ
に
出
席
し
て
い
る
」
も
の
と
い
っ
て

よ
く
、
ま
さ
に
「
議
会
の
同
意
」
と
は
、
王
国
の
「
す
べ
て
の
人
間
の
同
意
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
議
会
こ
そ
が
、

頭
と
身
体
を
備
え
た
王
国
の
権
力
を
代
表
し
、
か
つ
そ
の
権
力
を
持
つ
」
べ
き
存
在

で
あ
っ
て 

１
８ 

、
そ
れ
は
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
最
も
高
次
の
、
か
つ
最
も
権
威
あ

る
法
廷
」 

１
９ 

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
彼
は
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王

国
の
最
も
高
次
の
絶
対
的
な
権
力
（absolute pow

er

）
は
、
本
来
的
に
議
会
の
な

か
に
存
す
る
」
の
だ
と
宣
言
す
る 

２
０ 

。
そ
し
て
、
法
の
制
定
は
、
「
議
会
に
お
け

る
国
王
」
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
、
国
王
単
独
で
は
決
し
て
行
い
得
な
い

と
説
明
さ
れ
る 
２
１ 

。
こ
の
よ
う
に
、
法
に
よ
る
王
権
の
制
約
と
、
人
民
の
同
意
に

よ
る
法
制
定
手
続
を
通
じ
た
王
権
の
制
約
と
い
う
、
二
重
の
制
約
を
王
権
に
課
し
て

い
る
点
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ス
ミ
ス
に
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
王
権
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制
約
に
お
い
て
議
会
が
占
め
る
地
位
と
そ
の
権
能
に
関
す
る
言
及
は
、
ス
ミ
ス
に
お

い
て
い
っ
そ
う
明
確
に
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

そ
し
て
、
ス
ミ
ス
に
見
ら
れ
た
以
上
の
よ
う
な
議
会
の
権
能
に
関
す
る
見
解
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
後
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ

っ
て
、
さ
ら
に
先
鋭
化
し
た
形
で
頻
繁
に
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば

ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ン
チ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
議
会
と
は
、
貴
族
（nobility

）
と

庶
民
（com

m
ons

）
が
集
ま
る
、
国
王
の
法
廷
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味

に
お
い
て
絶
対
的
な
権
力
（absolute pow

er
）
を
持
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る 

２
２ 

。

ま
た
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
は
こ
う
議
論
を
展
開
す
る
。
「
国
家
全
体

の
同
意
に
よ
っ
て
補
佐
」
さ
れ
た
「
議
会
に
お
け
る
国
王
の
権
力
」
こ
そ
が
、
「
至

高
の
権
力
（suprem

a potestas

）
」
で
あ
り
、
「
国
王
の
意
思
の
み
に
よ
っ
て
」

導
か
れ
る
「
従
属
的
な
権
力
（subordinata potestas

）
」
と
し
て
の
国
王
大
権
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
で
あ
る
と 

２
３ 

。
ま
た
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
議
会
と
は
「
代
表
者

の
統
治
（regnum

 representantium

）
」
を
意
味
し
、
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お

い
て
実
践
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
技
能
、
学
問
、
秘
義
、
専
門
的
職
業
を
超
越
し
た

権
力
を
持
つ
」
と
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
が
持
つ
法
の
「
技
能
（art

）
」
よ
り
も
、

国
王
が
持
つ
統
治
の
「
秘
義
（m

ystery

）
」
よ
り
も
優
位
し
た
権
力
で
あ
る
と 

２
４ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
一
七
世
紀
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
は
、
一
方
に
お
い
て
、
議

会
お
よ
び
そ
の
制
定
法
の
位
置
づ
け
が
強
化
拡
充
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
す

で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
と
同
時
進
行
す
る
形
で
、
他
方
で
は
、
慣
習
を
法
源

と
し
た
判
例
法
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
、
至
高
の
地
位
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
見
す
る
と
相
互
に
矛
盾
し
あ
い
か
ね
な
い
契
機
を
含
ん

で
い
る
こ
の
二
つ
の
重
要
な
展
開
の
同
時
進
行
こ
そ
、
あ
る
意
味
で
こ
の
時
期
の
政

治
社
会
の
歩
ん
だ
方
向
性
を
端
的
に
表
現
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。 

 

そ
こ
で
ま
ず
、
「
議
会
の
権
力
」
と
「
制
定
法
の
効
力
」
を
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と

の
関
係
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
と
「
議
会
制
定
法
」
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
ク
ッ
ク
が
、
有
名
な
「
ボ
ナ
ム
事
件
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
定
式

化
を
試
み
て
い
る
。 

 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
の
法
書
の
な
か
に
、
そ
し
て
多
く
の
諸
事
例
の

な
か
に
開
示
さ
れ
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
５ 

。 

 
こ
の
ク
ッ
ク
の
説
明
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
議
会
制
定
法
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
議
会
の
制
定
法
に
優
位
す
る
高
次
法
で
あ
る
旨
が
明
確
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
ク
ッ
ク
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
議
会
制
定
法
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
を
説
い
た
見
解
と
一
見
ま
っ
た
く

相
反
す
る
か
の
よ
う
な
説
明
も
行
っ
て
い
る
。 
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議
会
（H

igh C
ourt of Parliam

ent

）
以
外
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
そ
の
い

か
な
る
部
分
に
お
い
て
も
統
制
者
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
も
し
議
会
に
よ

り
そ
れ
が
廃
棄
な
い
し
変
更
さ
れ
な
い
な
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
そ
の
ま
ま
存

続
す
る
の
で
あ
る 
２
６ 
。 

  

こ
こ
で
は
先
の
説
明
と
は
反
対
に
、
議
会
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
権
能
を
具
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
議
会
の
絶
対
性
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
ク
ッ
ク
が
示
し
た
両
義
的
な
こ
れ
ら
二
つ
の
見
解
が
、
も
し
ク
ッ
ク
の
な
か

に
お
い
て
は
必
ず
し
も
矛
盾
し
合
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
者
の
説
明
が
示
し
て
い
る

の
は
、
議
会
以
外
に
は
、
国
王
お
よ
び
裁
判
官
と
い
え
ど
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
能
を
持
ち
得
な
い
と
い
う
論
点
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
、
議
会

に
は
、
前
者
の
ク
ッ
ク
の
説
明
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
議
会
制
定
法
よ
り
も
優
位

す
る
高
次
法
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
、
高
次
法
と
し
て
の
性
格
を
揺
る
が
す
こ

と
な
く
何
ら
か
の
形
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
道
が
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

こ
の
よ
う
に
ク
ッ
ク
が
言
及
し
た
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上

性
と
議
会
の
絶
対
性
と
の
関
係
を
読
み
解
く
手
掛
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、

一
六
一
〇
年
議
会
に
お
け
る
ト
マ
ス
・
ヘ
ド
リ
ィ
の
演
説
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
「
コ

モ
ン
・
ロ
ー
」
と
「
議
会
の
権
力
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
ヘ
ド
リ
ィ
の
説
明
を
た
ど
る

こ
と
に
よ
り
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
の
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の

描
い
た
国
制
の
構
想
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
ま
ず
コ
モ
ン
・
ロ
ー

の
議
会
権
力
に
対
す
る
優
位
と
い
う
命
題
を
定
式
化
す
る
。 

 

議
会
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
そ
の
権
力
と
権
威
を
得
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
、
議
会
か
ら
そ
れ
ら
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
議
会
よ
り
も
大
き
な
力
と
効
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

法
の
制
定
を
可
能
と
す
る
と
こ
ろ
の
議
会
の
権
力
そ
れ
自
体
が
、
当
の
議
会
に
よ
っ

て
定
立
さ
れ
た
議
会
制
定
法
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
論
理
的
に
言
っ
て

あ
り
え
な
い
。
議
会
の
立
法
権
力
を
正
当
化
す
る
何
ら
か
別
の
よ
り
高
次
の
源
泉
が

必
要
と
な
る
の
は
自
明
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
国
王
の

意
思
で
も
、
人
民
の
同
意
で
も
、
ま
た
い
か
な
る
立
法
者
の
権
威
で
も
な
か
っ
た
。

「
時
の
叡
智
」
と
い
う
権
威
に
支
え
ら
れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
高
次
法
こ
そ
が
、

議
会
権
力
の
源
泉
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
他
方
で
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ

が
第
二
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
先
行
す
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
の
時
代
に
ル
ネ
サ
ン
ス

人
文
主
義
の
知
的
洗
礼
を
す
で
に
受
け
て
い
た
。
そ
こ
で
の
知
的
態
度
は
、
法
の
「
理

性
」
を
第
一
義
と
し
つ
つ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
合
理
的
改
革
を
企
図
す
る
と
と
も

に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
考
古
的
な
歴
史
研
究
に
基
づ
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

法
を
歴
史
的
な
改
変
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
捉
え
方
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
内
実
を
そ
の
時
々
の
諸

勢
力
間
の
合
意
の
蓄
積
に
よ
る
も
の
と
捉
え
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
議
会
制
定
法
と
は

質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
両
者
を
同
一
視
す
る
傾
向
を
少
な
く
と
も

潜
在
的
に
は
持
つ
も
の
で
あ
っ
た 

２
７ 

。
し
か
し
な
が
ら
、
絶
対
主
義
の
現
実
的
懸

念
に
直
面
し
た
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
多
く
に
と
っ
て
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
歴
史
的
に
相
対
化
し
て
し
ま
い
、
も
っ
ぱ
ら
議
会
権
力
の
強
化
に

お
い
て
王
権
の
制
限
を
図
る
と
い
う
方
式
は
、
現
実
に
は
不
確
実
で
不
十
分
な
も
の

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ヘ
ド
リ
ィ
は
こ
の
点
を
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。
「
新

た
に
作
ら
れ
た
制
定
法
そ
れ
自
体
」
が
、
国
王
権
力
を
完
全
に
制
限
す
る
こ
と
は
、

制
定
法
と
そ
れ
を
作
っ
た
当
の
権
力
と
を
「
転
倒
」
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
困
難
で
あ
る
と 

２
８ 

。
こ
う
し
て
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ

ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
再
び
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
命
題
に
お
い
て
把

握
し
直
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
確
実
で
権
威
あ
る
裁
定
者
と
し
て
、
国
制
に
お
け
る

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
を
確
立
し
よ
う
と
目
指
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の

際
、
前
述
し
た
よ
う
な
テ
ュ
ー
ダ
ー
後
期
の
時
代
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
広

く
共
有
し
て
い
た
知
的
態
度
と
の
整
合
性
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
議
会
制
定
法
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
、
改

め
て
問
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
論
点
で
あ
っ
た
。 

ヘ
ド
リ
ィ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
定
義
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
回
答

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
彼
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
観
念
を
批

判
的
に
継
承
し
つ
つ
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
テ
ー
ゼ
へ
と
回
帰
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
と
議
会
の
絶
対
性
を
両
立
可
能
な
形
で
止
揚
し

よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
彼
は
、
ル
ネ
サ
ン

ス
人
文
主
義
の
知
的
成
果
に
基
づ
い
て
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
反
論
を
、
次
の
よ
う

に
想
定
す
る
。 

 

議
会
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
さ
ま
ざ
ま
点
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
改
変

し
た
り
、
矯
正
し
た
り
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
議
会
は
そ
の
気
さ
え
あ
れ
ば
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
完
全
に
廃
止
し
、
新
た
な
法
を
打
ち
立
て
る
こ
と
も
可
能
な

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
議
会
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
よ
り
も
優
位
し
て
い
る
の
で

あ
る
、
と
主
張
す
る
者
も
い
よ
う
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
こ
う
反
論
す
る
。
「
議
会
が
法
全
体
を
廃
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
私
は
否
定
す
る
」
。
と
い
う
の
は
、
「
議
会

は
そ
の
権
力
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
議
会
が

そ
の
法
全
体
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
議
会
自
体
の
権
力
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
」
か

ら
で
あ
る
と
。
こ
の
よ
う
に
議
会
の
権
力
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
由
来
す
る
も
の
だ
と

す
れ
ば
、
当
然
、
そ
の
議
会
が
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
全
体
」
を
廃
止
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
さ
れ
る
の
は
論
理
的
自
明
と
言
う
ほ
か
な
い
。
議
会
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー

を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
議
会
の
存
立
根
拠
そ
れ
自
体
を
廃
止
す
る
自

己
否
定
の
論
理
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ド
リ

ィ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
を
保
つ
た
め
に
、
一
方
で
、
議
会
が
コ
モ
ン
・
ロ
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ー
の
「
全
体
」
を
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
は
退
け
る
。
そ

し
て
、
「
最
も
賢
明
な
る
議
会
と
い
え
ど
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ほ
ど
卓
越
し
た
法
を

つ
く
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
か
っ
た
」
と
し
、
そ
れ
は
、
議
会
制
定
法
が
、
王
国

全
体
の
叡
智
を
結
集
し
た
「
議
会
の
理
性
と
叡
智
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
「
時
と
経
験
の
叡
智
」
が
つ
く
り
上
げ
た
「
検
証
さ
れ
た
理

性
」
で
あ
り
、
「
理
性
の
精
髄
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
。
ヘ
ド
リ
ィ

は
、
以
上
の
よ
う
な
論
拠
を
示
す
こ
と
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
議
会
権
力
な
い
し
は

議
会
制
定
法
へ
の
優
位
を
説
明
し
、
国
制
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
を
主

張
し
て
い
く
の
で
あ
る 

２
９ 

。 

し
か
し
他
方
で
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
あ
く
ま
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
を
前
提
と

し
た
上
で
、
議
会
が
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
な
か
に
何
ら
か
の
欠
陥
を
見
い
だ
し
、
そ

し
て
そ
れ
ら
を
修
正
す
る
こ
と
は
で
き
る
」
の
だ
と
主
張
す
る
。
そ
も
そ
も
「
地
上

に
あ
っ
て
完
璧
な
も
の
」
な
ど
存
在
し
な
い
以
上
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
え
ど
も
、

時
代
の
変
遷
に
応
じ
て
絶
え
ざ
る
改
革
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
と 

３
０ 
。
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
の
公
共
善
に
照
ら
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
な
か
に
欠
陥
が
生
じ
て
い
る

の
が
、
「
時
の
叡
智
」
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
を
改
変
す
る
の
は
「
議

会
制
定
法
」
を
お
い
て
他
に
な
い
、
と 

３
１ 

。
こ
う
し
て
「
超
記
憶
的
時
代
」
に
由

来
す
る
「
時
と
経
験
の
叡
智
」
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
て
き
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
、
時

代
の
変
遷
の
中
で
保
守
す
べ
き
根
源
的
な
価
値
を
維
持
し
な
が
ら
、
そ
の
つ
ど
絶
え

ざ
る
改
革
を
要
す
る
と
き
、
そ
の
役
割
を
担
う
存
在
は
、
王
国
全
体
の
叡
智
を
結
集

し
た
「
議
会
の
理
性
と
叡
智
」
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
次
節

で
述
べ
る
よ
う
に
、
「
法
の
解
釈
者
」
の
問
題
、
す
な
わ
ち
議
会
と
裁
判
官
の
権
能

に
関
す
る
議
論
と
関
連
し
て
く
る
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
三
章
で
わ
れ
わ
れ
が
考
察
し
た
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

拠
っ
て
立
つ
規
範
性
が
、
「
時
の
試
練
」
を
媒
介
と
し
た
、
神
法
・
自
然
法
に
準
じ

る
理
性
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
普
遍
的
な
〈Jus

〉
と
し
て
の
規
範

を
読
み
込
も
う
と
す
る
理
解
に
立
つ
限
り
、
人
定
法
と
し
て
の
議
会
制
定
法
は
、
王

国
全
体
の
叡
智
と
理
性
を
結
集
し
た
も
の
と
し
て
い
か
に
絶
対
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、

神
法
や
自
然
法
に
及
び
え
な
い
の
同
じ
論
理
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
も
そ
の
権
能
上
、

相
当
し
え
な
い
と
さ
れ
る
の
は
論
理
的
に
見
て
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
反
対
に
、

た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
多
く
が
内
実
的
に

は
議
会
制
定
法
の
集
積
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
成
立
の
根
拠
を
議

会
制
定
法
と
同
じ
地
平
で
見
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
議
会

が
制
定
法
を
通
じ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
改
変
す
る
こ
と
に
は
少
な
く
と
も
論
理
的
に

は
限
界
は
伴
わ
な
い
。
こ
の
場
合
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
よ
り
は
、
議
会
権
力

の
絶
対
化
の
ほ
う
が
前
景
に
出
て
く
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
当
時
の
標
準
的

な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
解
は
、
セ
ル
デ
ン
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ヘ
ド
リ
ィ
や
ク
ッ
ク
に

見
ら
れ
た
見
解
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
議
会
制
定
法
に
対
し
て

優
位
す
る
高
次
法
た
る
ゆ
え
ん
は
、
「
時
の
検
証
」
を
経
た
「
理
性
」
と
い
う
ロ
ジ

ッ
ク
を
介
し
て
、
神
法
や
自
然
法
が
高
次
法
で
あ
る
の
と
基
本
的
に
は
同
じ
論
理
に

立
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
議
会
制
定
法
に
対
す
る
優
位
性
は
、
当
時
の
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政
治
的
文
脈
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
議
会
権
力
の
制
限
と
し
て
働
い
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
む
し
ろ
議
会
の
地
位
の
飛
躍
的
向
上
と
相
ま
っ
て
進
行
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制

の
基
軸
と
し
て
存
在
し
て
き
た
伝
統
的
「
議
会
」
の
新
た
な
位
置
づ
け
が
登
場
し
て

く
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
解
釈
に
お
け
る
裁
判
官
と
議
会
の

関
係
を
め
ぐ
る
議
論
を
考
察
す
る
と
き
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

   

（
三
）
法
の
解
釈
者 

  

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
本
質
は
、
合
理
的
な
慣

習
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
、
議
会
制
定
法
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
成
文
の
人
定
法
の

上
に
お
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
際
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
議
会
制
定
法
へ
の

優
位
性
と
い
う
問
題
以
上
に
、
む
し
ろ
当
時
の
人
び
と
の
意
識
に
お
い
て
緊
要
な
課

題
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
解
釈
者
の
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
内
実
が
具
体
的
に
何
で
あ
る
の
か
を
、
誰
が
最
終
的

に
解
釈
す
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
抱
い
て
い
た
回
答
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く

次
の
ふ
た
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
一
六

二
八
年
議
会
で
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
解
釈
は
、
裁
判
官
と
議
会
（great council

）

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
３
２ 

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
通

常
の
司
法
運
営
を
担
っ
て
き
た
と
こ
ろ
の
「
裁
判
官
」
に
委
ね
よ
う
と
す
る
、
言
っ

て
み
れ
ば
伝
統
的
な
態
度
で
あ
り
、
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
、
「
議
会
」
こ
そ
が
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
最
終
的
判
断
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
立
場
で
あ
る
。 

 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
裁
判
権
は
、
元
々
は
国
王
の
法
廷
と
し
て
の
ク
ー
リ

ア
・
レ
ー
ギ
ス
（curia regis

）
に
お
け
る
国
王
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ク
ー

リ
ア
・
レ
ー
ギ
ス
と
は
、
家
臣
が
主
君
の
宮
廷
に
出
仕
し
て
助
言
と
助
力
を
与
え
る

封
建
法
上
の
義
務
を
基
礎
に
国
王
が
そ
の
直
臣
を
召
集
し
た
会
議
体
を
指
す
が
、
そ

れ
は
全
直
臣
の
参
集
す
る
大
評
議
会
（G

reat C
ouncil

）
と
少
数
の
側
近
や
宮
廷
役

人
か
ら
な
る
小
評
議
会
（sm

all council

）
と
に
分
化
し
、
系
譜
的
に
い
え
ば
、
大

評
議
会
か
ら
議
会
（Parliam

ent

）
が
、
小
評
議
会
か
ら
国
王
評
議
会
（K

ing’s 

C
ouncil

）
、
枢
密
院
（Privy C

ouncil

）
が
出
現
し
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
各

裁
判
所
や
官
庁
も
、
こ
の
ク
ー
リ
ア
・
レ
ー
ギ
ス
、
と
く
に
小
評
議
会
か
ら
分
化
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
も
元

来
は
ク
ー
リ
ア
・
レ
ー
ギ
ス
に
そ
な
わ
る
国
王
の
裁
判
権
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ

っ
た 

３
３ 

。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
は
、
国
王
の
裁
判
官
に
お
け

る
「
古
来
の
法
」
の
宣
言
と
し
て
少
な
く
と
も
建
前
上
は
形
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
通
常
は
、
先
例
に
従
っ
た
裁
判
官
の
判
断
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁

判
所
の
判
決
を
な
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
独
立
性
は
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
に
疎
遠
な
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
に
即
位
し
た
前
期
ス
テ

ュ
ア
ー
ト
期
に
お
い
て
改
め
て
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
国

王
自
身
の
人
格
に
基
づ
く
裁
判
権
を
否
定
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
裁
判
権
の
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独
立
性
を
国
王
に
対
し
て
承
認
さ
せ
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
典
型

的
な
発
端
と
な
っ
た
の
が
、
一
六
〇
六
年
の
「
国
王
の
禁
止
令
状
事
件
（Prohibition 

del R
oy

）
」
で
あ
っ
た
。 

周
知
の
よ
う
に
そ
こ
で
は
、
王
国
の
裁
判
権
を
国
王
の
人
格
に
属
す
る
も
の
と
み

な
す
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
の
見
解
に
同
調
し
よ
う
と
し
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
、
当
時
コ
モ

ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
一
つ
で
あ
る
人
民
訴
訟
裁
判
所
主
席
裁
判
官
で
あ
っ
た
ク
ッ
ク

と
の
あ
い
だ
で
論
争
が
交
わ
さ
れ
た
。
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
が
「
神
学
（divinity

）
」
の

解
釈
を
通
し
て
、
国
王
自
身
の
人
格
に
属
す
る
裁
判
権
を
擁
護
し
た
際
、
ク
ッ
ク
は

バ
ン
ク
ロ
フ
ト
の
い
う
「
神
の
言
葉
に
よ
っ
て
国
王
に
属
す
る
…
絶
対
的
権
力
と
権

威
」
な
る
も
の
に
反
論
を
加
え
る
。
「
国
王
は
彼
自
身
の
人
格
に
お
い
て
い
か
な
る

事
件
も
裁
可
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
事
件
は
「
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
法
と
慣
習
に
従
っ
て
裁
判
所
の
法
廷
で
決
定
さ
れ
、
裁
可
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
」
。
「
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
降
の
国
王
で
、
王
国
内
の
裁
判
運
営
に

関
わ
る
い
か
な
る
事
件
で
あ
れ
、
自
ら
判
決
を
下
せ
る
と
考
え
た
国
王
は
一
人
も
い

な
い
。
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
唯
一
、
裁
判
所
の
法
廷
で
決
定
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
と
。

も
し
よ
り
、
ク
ッ
ク
が
主
張
し
た
こ
の
よ
う
な
見
解
は
歴
史
的
に
み
れ
ば
お
よ
そ
正

確
さ
を
欠
い
た
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

こ
こ
で
の
ク
ッ
ク
の
関
心
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
裁
判
権
を
ま
ず
何
よ
り
も
国
王
自

身
の
人
格
か
ら
分
離
さ
れ
た
権
能
と
し
て
確
立
し
て
お
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
ジ

ェ
ー
ム
ズ
に
対
し
て
こ
う
い
う
。
「
国
王
は
法
の
判
断
に
お
い
て
つ
ね
に
法
廷
に
存

在
す
る
」
と 

３
４ 

。 

こ
の
よ
う
に
国
王
の
人
格
に
固
有
の
裁
判
権
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
他

の
裁
判
所
の
誤
審
に
対
し
て
最
高
法
廷
と
し
て
の
議
会
が
お
こ
な
う
再
審
に
つ
い
て

の
ク
ッ
ク
の
説
明
の
な
か
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ク
ッ
ク
は
い
う
。
た
し

か
に
裁
判
所
の
誤
審
を
再
審
す
る
議
会
の
貴
族
院
に
お
い
て
「
国
王
と
彼
の
貴
族
た

ち
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
裁
判
官
に
優
位
す
る
至
高
の
裁
判
官
で
あ
る
」
。
し
か
し
ク

ッ
ク
の
見
解
で
は
、
そ
れ
は
貴
族
院
の
権
能
と
し
て
国
王
が
聖
俗
貴
族
と
一
体
と
な

っ
て
所
持
し
う
る
権
能
で
あ
っ
て
、
「
国
王
自
身
の
人
格
」
に
帰
属
す
る
絶
対
的
大

権
の
ご
と
き
裁
判
権
と
い
う
も
の
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う

に
ク
ッ
ク
に
と
っ
て
、
貴
族
院
に
お
い
て
国
王
が
持
つ
司
法
上
の
権
能
は
あ
く
ま
で

「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
も
や
は

り
、
単
独
の
「
国
王
自
身
の
人
格
」
に
属
す
る
権
能
は
少
な
く
と
も
司
法
上
は
一
切

排
除
し
よ
う
と
す
る
ク
ッ
ク
の
姿
勢
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う 

３
５ 

。 

 

以
上
の
よ
う
な
ク
ッ
ク
の
見
解
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
判
断
は
、

伝
統
的
に
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
裁
判
官
の
営
為
と
考
え
ら
れ
て
い
た
し
、
ま

た
議
会
も
誤
審
令
状
に
基
づ
く
再
審
の
権
限
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
や

は
り
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
判
断
を
な
し
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

た
と
え
ば
、
ニ
コ
ラ

ス
・
フ
ュ
ラ
ー
は
、
人
民
訴
訟
裁
判
所
主
席
裁
判
官
の
立
場
に
あ
っ
た
時
の
先
述
の

ク
ッ
ク
の
発
言
と
同
様
に
、
法
の
解
釈
者
と
し
て
の
任
務
を
裁
判
官
に
期
待
す
る
旨

を
、
一
六
〇
七
年
に
刊
行
し
た
法
書
の
な
か
で
こ
う
言
明
し
て
い
る
。
裁
判
官
は
「
最

も
注
意
深
く
思
慮
分
別
の
あ
る
そ
し
て
用
意
周
到
な
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
保
護
者

で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ま
で
も
常
に
そ
う
で
あ
っ
た
」
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
あ
る
ゆ
る
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法
令
の
解
説
」
は
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
は
「
こ
の

王
国
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
維
持
す
る
た
め
に
、
法
令
の

用
語
に
つ
い
て
の
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
に
反
し
て
」
法
令
を
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る

の
だ
と
い
う 

３
６ 
。 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
解
釈
権
を
裁
判
官
が
持
つ
と
想
定
し
た

場
合
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
高
性
に
つ
い
て
語
っ
た
前
述
の
ク
ッ
ク
の
説
明
は
、
議

会
の
地
位
を
危
う
く
す
る
帰
結
を
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
議
会
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
る
と
思
わ
れ
た
場
合
、
裁
判
官
は
、
そ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
解
釈
を
通

じ
て
、
議
会
制
定
法
の
無
効
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
制
定
法
の
妥
当
性
に
関
す
る
裁
判
官
の
解
釈
上
の
最
終
的
権
限
は
、

単
に
立
法
上
の
権
威
と
対
抗
す
る
位
置
に
立
つ
と
い
う
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ひ
い

て
は
そ
れ
自
体
が
解
釈
を
通
じ
た
立
法
行
為
と
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
危
険
性
を

多
分
に
持
つ
。
と
り
わ
け
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
よ
う
に
、
法
の
正
当
性
の
源
泉
を
、

人
民
の
同
意
を
基
礎
と
し
た
議
会
の
制
憲
行
為
で
は
な
く
、
歴
史
的
通
用
性
に
支
え

ら
れ
た
所
与
の
規
範
的
秩
序
の
合
理
性
に
求
め
る
よ
う
な
法
観
念
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
最
終
的
解
釈
権
は
事
実
上
の
立
法
行
為
と
実
に
紙
一
重
の
と
こ
ろ
に
ま
で
い
た
る

可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
そ
れ
は
、
判
決
を

通
じ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
改
変
を
裁
判
官
の
手
に
委
ね
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
も
そ
の
裁
判
官
の
任
免
権
が
国
王
大
権
と
し
て
国
王
の
専
権
事
項
で
あ
る
限
り
、

裁
判
官
に
よ
る
判
決
を
通
じ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
改
変
は
、
国
王
権
力
に
よ
る
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
改
変
に
間
接
的
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
法
の
支
配
に
よ
っ
て
国
王
の
絶
対
的
権
力
を
限
界
づ
け
よ
う

と
し
た
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
多
く
に
と
っ
て
、
高
次
法

な
い
し
基
本
法
の
位
置
を
賦
与
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
最
終
的
な
解
釈
権

、
、
、
、
、
、
、
を
裁
判
官

の
手
に
単
純
に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
広
く
承
認
さ
れ
う
る
見
解
と
は
な

り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る 

３
７ 

。 

そ
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
こ
う
し
た
意
識
変
化
を
生
じ
さ
せ
た
決
定
的
な
転

換
点
は
、
一
六
〇
六
年
の
「
ベ
イ
ト
事
件
」
判
決
で
あ
っ
た
。
本
章
の
第
五
節
で
後

述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
官
た
ち
は
、
議
会
の
同
意
を
得
な
い
国

王
大
権
に
よ
る
未
確
立
の
賦
課
金
の
徴
収
を
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
超
え
た
国
王
の
「
絶

対
的
権
力
」
に
属
す
る
も
の
と
判
示
し
、
そ
れ
を
合
法
と
見
な
す
判
決
を
下
し
た
。

こ
れ
以
降
、
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
重
要
な
争
点
の
一
つ
は
、
裁
判
官

の
判
決
を
議
会
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
い
て
再
検
証
し
、
覆
す
こ
と
に
置
か
れ
て

い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
裁
判
官
の
判
決
を
コ
モ
ン
・
ロ

ー
と
の
関
係
で
こ
う
指
摘
す
る
。
「
ひ
と
た
び
与
え
ら
れ
た
判
決
が
最
終
的
な
も
の
」

だ
と
し
た
ら
、
裁
判
官
の
判
決
は
、
議
会
制
定
法
よ
り
も
強
力
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
と
。
す
な
わ
ち
、
判
決
は
、
た
か
だ
か
「
三
名
な
い
し
四
名
の
裁
判
官
の
理
性

も
し
く
は
意
見
」
に
基
づ
く
も
の
に
す
ぎ
ず
、
王
国
全
体
の
叡
智
を
結
集
し
た
「
議

会
の
叡
智
」
に
は
到
底
、
及
び
得
な
い
。
ま
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
「
議
会
制
定

法
よ
り
も
優
れ
た
理
性
に
基
づ
く
」
も
の
で
あ
り
、
も
し
も
裁
判
官
の
判
決
が
最
終

決
定
的
で
固
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
「
検
証
さ
れ
た
理
性
」
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と
は
な
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ド
リ
ィ
に

と
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
「
時
の
叡
智
」
な
い
し
「
時
と
経
験
の
叡
智
」
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
超
記
憶
的
時
代
」
よ
り
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
一
般
的
な
公

共
善
に
照
ら
し
て
「
善
き
か
つ
有
益
な
も
の
」
と
し
て
繰
り
返
し
洗
練
さ
れ
て
き
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
点
に
こ
そ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
卓
越
性
が
存
在
す
る
の

だ
と
考
え
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
が
下
す
判
決
も
「
時
と
経
験
の
叡
智
」

に
従
っ
て
修
正
を
被
る
こ
と
は
当
然
の
帰
結
だ
と
さ
れ
た
。
彼
は
い
う
。
「
裁
判
官

な
ら
び
に
そ
の
判
決
は
、
偏
向
す
る
嫌
い
が
あ
り
、
人
間
的
な
欠
陥
を
伴
う
こ
と
が

あ
る
」
。
こ
の
裁
判
官
の
判
決
が
最
終
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
「
コ
モ
ン
・

ロ
ー
は
現
在
あ
る
よ
う
な
善
き
一
貫
性
と
調
和
性
を
持
つ
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
」
と 

３
８ 

。 

こ
れ
と
同
様
な
見
解
は
、
こ
の
時
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
な
か
に
広
く

確
認
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ト
マ
ス
・
エ
ジ
ャ
ー
ト
ン
に
よ
れ
ば
、

裁
判
官
の
判
決
を
議
会
制
定
法
に
優
位
さ
せ
る
こ
と
は
、
「
議
会
の
智
恵
と
権
力
か

ら
多
く
の
も
の
を
損
じ
る
」
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
も
し
裁
判
官
が
、
「
彼
ら
の

個
々
の
判
断
で
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
と
共
通
理
性
（C

om
m

on right and reason
）

に
一
致
し
な
い
と
考
え
る
」
制
定
法
を
無
効
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
、
「
国
王
、
貴
族
、
庶
民
と
い
う
三
身
分
が
法
を
制
定
す
る
の
に
労
力
を
費

や
し
て
き
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
裁
判
所
の
三
人
の
裁
判
官
が
、
そ
の
制
定
法

が
彼
ら
裁
判
官
の
見
解
か
ら
見
て
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
と
共
通
理
性
（C

om
m

on right 

and reason

）
に
一
致
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
を
破
壊
し
、
頓
挫

さ
せ
て
し
ま
う
」
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
「
個
別
の
法
廷
の
理
性
を
、
王
国
全
体

の
判
断
よ
り
も
上
位
に
お
い
て
し
ま
う
」
こ
と
を
意
味
す
る 

３
９ 

。 

彼
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
見
解
の
な
か
に
共
有
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
コ
モ
ン
・

ラ
イ
ト
と
共
通
理
性
（com

m
on right and reason

）
」
の
観
点
に
立
っ
て
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
は
議
会
制
定
法
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
無
効
に
す
る
と
い
う
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
と
議
会
制
定
法
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
前
提
が
、
裁
判
官
の
判
決
を
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
理
性
な
い
し
判
断
と
等
価
の
も
の
と
見
な
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、
結
果
的

に
、
議
会
制
定
法
よ
り
も
優
位
す
る
と
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
解
釈
を
通
じ
て
、
裁

判
官
が
議
会
制
定
法
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
限
を
持
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
懸
念

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
し
て
、
裁
判
官
の
任
免
権
が
国
王
の
手
に
専
断
的
に
委

ね
ら
れ
、
多
分
に
国
王
の
意
思
の
影
響
下
に
あ
っ
た
当
時
の
状
況
か
ら
言
え
ば
、
裁

判
官
の
解
釈
権
は
、
直
ち
に
国
王
の
そ
れ
に
置
き
換
わ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
と

い
っ
て
よ
い
。
実
際
、
「
ベ
イ
ト
事
件
（B

ate’s C
ase

）
」
（
一
六
○
六
年
）
を
は

じ
め
と
し
て
、
「
五
人
騎
士
事
件
（Five K

nights’ C
ase, or D

arnel’s C
ase

）
」

（
一
六
二
七
年
）
、
「
ハ
ム
デ
ン
事
件
（H

am
pden’s C

ase

）
」(

一
六
三
七
年) 

な

ど
に
お
い
て
、
判
事
の
多
数
意
見
は
い
ず
れ
も
国
王
側
の
主
張
を
支
持
す
る
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
こ
う
し
た
重
要
な
裁
判
を
通
じ
て
、
裁

判
官
は
臣
民
の
権
利
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
い
て
保
障
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
国

王
の
圧
力
に
屈
し
や
す
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た 

４
０ 

。
そ
れ

ゆ
え
、
ベ
イ
ト
事
件
判
決
の
是
非
が
問
題
と
さ
れ
た
一
六
一
〇
年
議
会
以
降
は
、
裁

判
官
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
く
判
決
の
正
当
性
を
改
め
て
検
証
し
、
場
合
に
よ
っ
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て
は
覆
す
だ
け
の
権
能
を
、
議
会
に
賦
与
す
る
こ
と
が
焦
眉
の
課
題
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
一
六
一
〇
年
議
会
で
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
「
最
も
高
次
の
裁
判
法
廷
で
あ
る

王
座
裁
判
所
の
判
決
」
も
、
「
議
会
の
誤
審
令
状
に
よ
り
再
検
証
さ
れ
、
覆
さ
れ
得

る
」
と
し
、
そ
し
て
議
会
の
場
で
は
「
裁
判
官
た
ち
は
補
助
者
に
す
ぎ
ず
、
発
言
権

を
持
た
な
い
」
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
も
し
「
議
会
が
法
を
判
断
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
念
を
抱
く
」
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
の
法
令

を
参
照
せ
よ
、
と 

４
１ 

。
ま
た
、
一
六
一
〇
年
議
会
の
争
点
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
持
ち

越
さ
れ
た
一
六
一
四
年
議
会
に
お
い
て
も
、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ン
チ
は
、
「
裁
判
官

は
誤
審
令
状
に
対
し
て
は
貴
族
院
に
属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る

し 

４
２ 

、
さ
ら
に
同
様
に
ク
ッ
ク
は
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
提
要
』
の
な
か
で
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
す
べ
て
の
裁
判
官
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
関
す
る
知
識
を
提
供
す
る
こ

と
で
貴
族
院
の
「
補
佐
役
（assistants

）
」
と
な
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
て
、
「
議
会

の
法
、
慣
習
、
あ
る
い
は
特
権
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
…
裁
判
官
に
は
属
さ
な
い
」

と
言
明
し
て
い
る 

４
３ 

。 

ま
た
興
味
深
い
こ
と
に
、
一
六
〇
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
作
品
の
な
か
で
は
、
法
の

解
釈
権
を
裁
判
官
に
委
ね
る
伝
統
的
な
見
解
を
示
し
て
い
た
先
述
の
フ
ュ
ラ
ー
も
、

一
六
一
〇
年
議
会
の
討
議
の
段
階
で
は
、
こ
う
言
明
し
て
い
る
。 

 

も
し
国
王
が
大
権
令
状
（w

rit or w
arrant

）
に
よ
っ
て
、
法
に
反
す
る
事
柄

を
裁
判
官
に
命
令
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
裁
判
官
は
、
こ

の
令
状
に
従
う
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に

裁
判
官
と
し
て
の
権
限
（authority

）
は
、
頭
と
し
て
の
国
王
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
裁
判
官
が
宣
誓
に
よ
っ
て
執
行
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
の
正
と
不
正
の
判
断
は
、
法
の
権
威
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
王
の

名
に
お
い
て
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
ベ
イ
ト
事
件
の
判
決
の
是
非
が
問
題
と
さ
れ
、
国
王
大
権
の
性
格
に

つ
い
て
論
争
が
起
こ
っ
た
一
六
一
〇
年
議
会
の
段
階
で
は
、
フ
ュ
ラ
ー
も
、
国
王
が

任
免
権
を
も
つ
裁
判
官
に
対
し
て
法
の
解
釈
権
を
認
め
る
こ
と
に
楽
観
的
で
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
国
王
が
大
権
に
よ
っ
て
裁
判
官
の
判
決
に
干
渉
す
る

こ
と
に
対
す
る
懸
念
が
見
て
取
れ
る
。
彼
は
さ
ら
に
続
け
て
、
国
王
自
身
も
「
臣
民

と
同
様
に
、
法
の
手
続
き
に
則
っ
て
自
己
の
行
為
を
執
り
行
う
」
も
の
で
あ
る
と
付

け
加
え
る 

４
４ 

。 

か
つ
て
フ
ュ
ラ
ー
が
唱
え
た
よ
う
な
法
の
解
釈
権
を
裁
判
官
に
委
ね
る
と
い
う
伝

統
的
見
解
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
い
て
立
憲
主
義
・
議
会
主
義
を
形
成
し
、
国

王
大
権
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
、
一
七
世
紀
の
よ
う
な
法
と
政
治
が
密
接
に
関
わ
り

合
う
過
程
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や

、
、
、
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
ベ
イ
ト
事
件
に
お
い
て
典
型
的
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
国
王
自
ら
が

原
告
と
な
っ
て
訴
訟
を
提
起
し
、
特
定
の
国
王
大
権
の
合
法
性
を
、
裁
判
官
の
判
決

を
通
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
、
承
認
さ
せ
る
と
い
う
事
態
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に

よ
る
法
の
支
配
を
説
く
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
ま
さ
に
致
命
的
な
問

題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
デ
・
フ
ァ
ク
ト
（de facto

）
と
し
て
の
国
王
大
権
が
、
正
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式
に
デ
・
ユ
レ
（de jure

）
の
も
の
に
置
き
換
わ
る
危
険
性
を
持
っ
て
い
た
。
実
際
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
一
六
一
〇
年
議
会
に
お
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
い
賦
課
金
の
違

法
性
を
訴
え
る
庶
民
院
に
対
し
て
、
「
裁
判
官
が
…
賦
課
金
（im

position

）
の
合

法
性
を
私
に
決
議
し
た
」
４
５ 

の
だ
と
反
論
し
て
い
る
ご
と
く
、
彼
は
ベ
イ
ト
事
件
判

決
が
与
え
た
法
的
正
当
性
に
勢
い
を
得
て
、
即
位
時
に
二
な
い
し
三
程
度
で
あ
っ
た

賦
課
金
の
品
目
数
を
、
一
六
一
四
年
の
段
階
に
は
実
に
一
〇
〇
〇
〜
一
一
〇
〇
へ
と

大
幅
に
拡
大
し
た 

４
６ 

。
こ
の
よ
う
に
裁
判
官
の
判
決
を
通
じ
て
国
王
大
権
が
合
法

化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
危
機
意
識
は
、
当
時
の
庶
民
院
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
。
実
際
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
六
一
〇
年
議
会
で
は
、

議
会
の
同
意
な
き
賦
課
金
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
反
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
法
案 

４
７ 

が
、
全
員
一
致
で
庶
民
院
を
通
過
し
た 

４
８ 

。
そ
れ
は
、
裁
判
官
の
判
決
を
議
会
制

定
法
で
覆
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
こ
の
法
案
は
、
国
王
の
承
認
し

う
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
廃
案
と
な
っ
た
。
国
王
の
承
認
を
要
す
る
立
法
府
と
し
て

の
議
会
の
法
制
定
行
為
を
通
じ
た
国
王
大
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
限
界
が
こ
こ
に
は

あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
続
く
一
六
一
四
年
議
会
の
段
階
で
は
、
判
決
に
よ
っ
て
合
法

化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
賦
課
金
に
対
す
る
重
大
な
懸
念
が
庶
民
院
に
お
い
て
繰
り
返
し

表
明
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
ル
ッ
ク
（C

hristopher B
rooke, or John 

B
rooke

）
は
、
「
賦
課
金
の
問
題
は
、
財
務
府
裁
判
所
に
お
け
る
あ
の
不
幸
な
事
件

ま
で
は
、
決
し
て
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
嘆
き
つ
つ
、

判
決
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
「
国
王
の
絶
対
的
権
力
（absolute pow

er

）
に
よ
る
賦

課
金
が
認
め
ら
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
だ
れ
も
自
己
の
所
有
す
る
も
の
を
確
実
に
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
国
王
の
好
む
と
こ
ろ
に
服
従
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
か
ら
」
と
語
っ
て
い
る 

４
９ 

。
ま
た
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
サ
ン
デ
ィ
ー
ズ
は
、
「
国

王
に
賦
課
金
の
課
税
権
を
付
与
し
た
財
務
府
裁
判
所
に
お
け
る
先
の
誤
っ
た
判
決
に

よ
っ
て
、
い
ま
や
臣
民
は
重
大
か
つ
多
大
な
打
撃
を
被
っ
て
い
る
」
と
、
先
の
判
決

を
非
難
し
て
い
る 

５
０ 

。
同
様
な
発
言
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
ア
（Sir G

eorge M
ore

）
、

ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ュ
ラ
ー
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
ら
に
も
見
ら
れ
る 

５
１ 

。

こ
の
よ
う
に
、
議
会
の
法
制
定
行
為
を
通
じ
て
国
王
大
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
図
る

こ
と
が
困
難
で
あ
る
以
上
、
議
会
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
議
会
が
「
最
高

法
廷
」
と
し
て
裁
判
所
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
判
決
を
覆
す
道
筋
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で

先
述
し
た
よ
う
に
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
、
議
会
に
お
け
る
「
誤
審

令
状
（w

rit of error

）
」
の
方
式
を
ど
う
解
釈
す
る
か
は
重
要
な
事
柄
な
の
で
あ
っ

た
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
時
期
に
提
唱
さ
れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
制
定
法
に
対
す
る

優
越
性
は
、
裁
判
官
の
議
会
に
対
す
る
優
位
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
制
定
法
に
対
す
る
優
越
性
の
確
立
は
、
先
に
も
指

摘
し
た
と
お
り
、
議
会
権
力
の
絶
対
性
の
確
立
と
相
即
し
な
が
ら
進
行
し
た
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
標
準
的
理

解
か
ら
す
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
最
終
的
な
解
釈
権
は
、
「
議
会
」
以
外
に
あ
り

え
な
か
っ
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
こ
う
主
張
す
る
。
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
や
制
定

法
の
曖
昧
さ
を
解
釈
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
最
も
一
般
的
な
慣
習
は
、
従
来
、
議
会

に
よ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
し
疑
い
を
抱
く
者
が
あ
る
な
ら
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ば
、
そ
の
者
に
は
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
時
代
に
制
定
さ
れ
た
法
令
を
見
さ
せ
よ
」
５
２ 

。

し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
議
会
が
い
っ
た
ん
コ
モ
ン
・
ロ
ー
や
制
定

法
に
関
し
て
決
定
を
お
こ
な
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
解
釈
を
覆
す
こ
と
は
裁
判
官
に
は

認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
裁
判
所
に
お
い
て
施
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
法
を

定
義
す
る
の
は
、
議
会
の
仕
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

議
会
こ
そ
は
「
至
高
の
裁
判
法
廷
で
あ
り
、
…
議
会
の
法
廷
以
外
に
は
、
財
産
権
の

問
題
に
解
決
を
与
え
る
裁
判
法
廷
は
な
い
」
５
３ 

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
議
会

は
、
国
王
に
せ
よ
、
裁
判
官
に
せ
よ
、
そ
の
決
定
を
覆
す
よ
う
な
何
ら
か
の
人
的
な

権
威
が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
前
述
の
ご
と
く
ま
さ
に
「
絶
対
的
」
で
あ

る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
先
述
の
フ
ィ
ン
チ
が
、
議
会
が
「
絶
対
的

な
権
力
（absolute pow

er

）
」
を
持
つ
こ
と
の
説
明
と
し
て
、
具
体
的
に
、
「
法

を
制
定
す
る
こ
と
、
法
に
従
っ
て
諸
問
題
を
裁
く
こ
と
、
そ
し
て
…
王
座
裁
判
所
（the 

king’s bench

）
の
過
失
を
覆
す
こ
と
」
な
ど
を
列
挙
し
て
い
る
点
に
も
、
は
っ
き
り

と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う 

５
４ 

。
ま
た
同
様
に
、
ク
ッ
ク
は
、
「
法
案

を
審
議
し
て
法
を
作
成
す
る
議
会
の
権
力
（pow

er

）
と
管
轄
権
（jurisdiction
）

に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
超
越
的
か
つ
絶
対
的
で
あ
り
、
対
象
事
由

（causes

）
あ
る
い
は
人
物
（persons

）
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
範
囲
内
に
限
定
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と
定
義
す
る 

５
５ 

。
こ
こ
に
は
、
議
会
の
立
法
作
用
に

お
け
る
絶
対
性
の
主
張
の
現
れ
が
読
み
取
ら
れ
る
と
と
も
に 

５
６ 

、jurisdiction, 

causes, persons

と
い
っ
た
元
来
裁
判
所
の
機
能
に
付
随
し
た
法
律
用
語
の
使
用
か

ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
裁
判
作
用
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
と
し
て
の
議
会
の
審
級

関
係
で
の
至
高
性
の
主
張
が
併
せ
て
確
認
さ
れ
よ
う 

５
７ 

。
「
わ
れ
わ
れ
は
法
作
成

者
（law
 m

akers

）
で
あ
り
、
法
解
釈
者
（law

 interpreters

）
で
も
あ
る
」
５
８ 

と

一
六
二
八
年
議
会
で
ピ
ム
が
宣
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
た
ち
の
構
想
は
、
法
作
成
と
法
解
釈
の
両
方
の
結
び
つ
き
の
な
か
で
議
会
の
絶

対
性
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
立
法
作
用
に
お
け
る
議
会
の
権
限
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
法
の

最
終
的
解
釈
権
を
議
会
が
持
つ
と
い
う
前
提
の
ゆ
え
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ド

リ
ィ
は
、
議
会
制
定
法
に
優
越
す
る
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
高
次
法
・
基
本
法
と
し
て

の
性
格
を
一
方
で
主
張
し
つ
つ
も
、
同
時
に
他
方
で
、
時
代
の
変
遷
の
な
か
で
の
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
修
正
と
い
う
問
題
を
、
裁
判
官
に
で
は
な
く
、
議
会
に
担
わ
せ
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ド
リ
ィ
は
い
う
。 

 

議
会
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
な
か
に
何
ら
か
の
欠
陥
を
見
い
だ
し
、
そ
し
て
そ

れ
ら
を
修
正
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
地
上
に

あ
っ
て
完
璧
な
も
の
が
果
た
し
て
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か 

５
９ 

。 

 
つ
ま
り
、
議
会
の
み
が
、
時
代
の
変
遷
の
な
か
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
生
じ
た
個
々
の

欠
陥
を
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
人
民
に
と
っ
て
「
善
き
か
つ
有
益
な
」
と
い
う
観
点

に
照
ら
し
て
修
正
す
べ
く
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
個
々
の
部
分
に
お
い
て
は
改
変
す
る

こ
と
も
可
能
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た 

６
０ 

。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
内
容
を
最
終
的
に
解

釈
し
、
そ
し
て
時
に
は
修
正
の
た
め
の
部
分
的
改
変
さ
え
も
が
、
ま
さ
に
議
会
の
権
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能
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
準
則
」

の
形
成
は
、
裁
判
官
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
時
の
叡
智
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
し
た
上
で
、
そ
し
て
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
公
共
善
に
照
ら
し
て
何
ら
か
の
不
都
合

が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
な
か
に
生
じ
て
い
る
の
を
「
時
の
叡
智
」
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ

た
場
合
、
そ
れ
を
修
正
す
る
の
は
「
議
会
制
定
法
」
以
外
に
な
い
、
と
言
明
す
る 

６
１ 

。

し
か
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
修
正
を
お
こ
な
う
議
会
の
権
力
自
体
は
、
前
述
の
よ
う

に
、
全
体
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
由
来
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

う
し
て
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
一
方
で
裁
判
官
に
で
は
な
く
議
会
に
対
し
て
、
そ
の
制
定
法

を
通
じ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
部
分
的
修
正
（
解
釈
上
の
も
の
も
含
め
て
）
を
お
こ
な

う
権
限
を
賦
与
し
つ
つ
、
同
時
に
全
体
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
基
本
法
と
し
て

の
至
高
の
地
位
は
保
障
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
こ
そ
が
、
こ
の
時
期
の

「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
支
配
の
立
憲
君
主
制
」
の
骨
格
を
な
す
形
式
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。 

 

そ
れ
ゆ
え
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
高
次
法
・
基
本
法
と
し
て
の
至
上
性
の
確
立
と
、

議
会
の
権
力
の
絶
対
性
の
確
立
と
は
、
相
互
に
連
関
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
言
っ
て

み
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
歴
史
事
象
の
表
と
裏
の
よ
う
な
相
即
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
冒
頭
で
指
摘
し
た
、
「
法
律
家
」
と
「
議
会
人
」
の
連
結
と
、
彼
ら
の

立
つ
政
治
社
会
的
な
位
置
と
い
う
、
先
の
問
題
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
時

代
の
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
り
統
治
さ
れ
た
立
憲
君
主
制
」
の
主
た
る
担
い
手
が
誰

で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
議
会
に
お
い
て
制
定
法
の

作
成
に
携
わ
る
の
も
、
ま
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
内
容
を
解
釈
す
る
の
も
、
同
じ
担
い

手
、
す
な
わ
ち
法
律
家
で
あ
り
議
会
人
で
も
あ
る
人
び
と
で
あ
っ
た
。 

 

法
の
最
終
的
解
釈
権
が
、
国
王
の
意
思
の
反
映
し
や
す
い
裁
判
官
に
で
は
な
く
、

臣
民
の
自
由
の
砦
と
さ
れ
た
議
会
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
の
以
上
の
よ
う
な
主
張
は
、
絶
対
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
抵
抗
と
い
う
当
時

の
政
治
社
会
情
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
続
く
節
で
は
、
国
王
大

権
の
問
題
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
の
関
係
に
お
い
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。 

   

第
二
節 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
国
王
権
力 

   

（
一
）
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
神
授
権
論 

  

中
世
の
伝
統
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
一
八
世
紀
以
降
の
近
代
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー

理
論
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
そ
の
転
換
点
が
、
一
七
世
紀
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時

代
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
伝
統
の
読
み
替
え
と
い
う
知
的
作
業
は
、
純
粋
法
理
論
的

な
営
為
と
し
て
で
は
な
く
、
政
治
と
国
制
の
構
造
的
変
化
を
背
景
に
、
明
確
な
政
治

的
意
図
を
も
っ
て
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
一
七
世
紀
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
思
想
は
、
す
ぐ
れ
て
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
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に
注
意
し
た
い
。
そ
れ
は
、
他
方
に
お
け
る
絶
対
主
義
的
な
見
地
に
立
っ
た
政
治
理

論
と
そ
の
実
践
の
試
み
に
遭
遇
し
た
こ
と
を
受
け
て
成
立
し
た
対
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
ま
ず
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期

の
絶
対
主
義
の
言
説
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

一
七
世
紀
初
頭
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
の
抗

争
を
背
景
に
、
一
方
で
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
陣
営
の
存
在
が
、
他
方
で
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
か
ら
の
影
響
を
受
け
た
長
老
派
陣
営
の
存
在
が
体
制
の
安
定
に
と
っ
て
切
実
な
問

題
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
両
陣
営
は
、
宗
派
上
の
国
際
的
な
連
帯
関
係
を

も
ち
、
そ
の
意
味
で
国
教
会
体
制
の
首
長
で
あ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
に
対
す
る
忠

誠
の
問
題
が
そ
こ
に
は
伏
在
し
て
い
た
。
実
際
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
お
よ
び
カ
ル
ヴ
ァ
ン

派
の
両
陣
営
か
ら
は
、
専
制
君
主
に
対
す
る
抵
抗
を
正
当
化
す
る
理
論
が
提
起
さ
れ

る
に
至
っ
て
い
た 

６
２ 

。
絶
対
主
義
の
言
説
は
、
こ
う
し
た
カ
ソ
リ
ッ
ク
お
よ
び
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
陣
営
か
ら
提
起
さ
れ
た
抵
抗
権
理
論
に
対
抗
し
て
、
王
権
を
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
に
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
に
構
想
さ
れ
た
と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
王
権
神
授
の
理
念
は
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
ロ
ー
マ
教
皇
の
権
力
を
説
い
た
教

説
を
反
駁
し
、
君
主
の
統
治
に
至
上
の
権
威
を
賦
与
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
た

点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う 

６
３ 

。
こ
の
王
権
神
授
説
は
、
と
く
に
教
会
の
高
位

聖
職
者
を
中
心
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
が
、
同
時
に
、
ロ
ー
マ
法
学
者
に
よ
る
ビ
ザ
ン

テ
ィ
ン
主
義
的
皇
帝
理
念
に
立
っ
た
王
権
理
論
と
も
結
合
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お

け
る
絶
対
主
義
の
言
説
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う 

６
４ 

。 

一
六
○
三
年
に
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
を
開
始
し
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
、
従
来
の
一

般
的
解
釈
に
よ
れ
ば
、
王
権
神
授
説
を
提
唱
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
彼
の

理
論
に
従
え
ば
、
国
王
の
統
治
は
、
神
が
地
上
に
お
け
る
神
の
代
理
人
と
し
て
王
を

そ
の
職
位
に
選
任
し
た
の
だ
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

国
王
が
統
治
に
お
い
て
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
る
の
は
、
自
ら
を
地
上
の
支
配
者
と
し

て
選
任
し
た
神
に
対
し
て
の
み
で
あ
り
、
人
民
あ
る
い
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
対
し

て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
王
に
対
す
る
不
服
従
は
、
臣
民
に
と
っ
て
は
罪
に
値
す
る
。

ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
、
こ
う
し
て
神
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
た
権
威
を
主
張
す
る
こ
と

で
、
君
主
制
の
神
聖
化
を
図
り
、
国
家
と
教
会
の
至
高
の
統
治
者
と
し
て
、
ま
た
法

の
創
設
者
お
よ
び
解
釈
者
と
し
て
自
ら
を
擁
護
し
、
国
王
の
絶
対
的
な
大
権
を
主
張

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た 

６
５ 

。 

た
と
え
ば
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
国
王
が
自
ら
の
権
力
の

高
み
に
お
い
て
何
を
な
し
う
る
か
を
臣
民
が
論
争
す
る
こ
と
」
は
、
本
来
、
許
容
さ

れ
る
べ
き
事
柄
で
は
な
い 

６
６ 

。
す
な
わ
ち
、
国
王
の
「
絶
対
的
大
権
（the absolute 

Prerogative

）
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
「
法
律
家
の
言
う
と
こ
ろ
に

従
う
べ
き
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
ま
た
論
争
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
法

的
に
正
当
と
な
る
も
の
で
も
な
い
」
。
「
神
の
為
し
給
う
こ
と
を
論
争
す
る
こ
と
が
、

神
に
対
す
る
不
敬
で
あ
り
冒
涜
で
あ
る
」
の
と
同
様
、
「
国
王
が
お
こ
な
う
こ
と
の

で
き
る
範
囲
を
論
争
し
た
り
、
国
王
が
あ
れ
や
こ
れ
や
の
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と

か
論
じ
る
こ
と
は
、
臣
民
に
お
い
て
は
僭
越
な
こ
と
で
あ
り
、
大
い
な
る
侮
辱
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
「
良
き
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
、
神
の
言
葉
の
な
か
に
現
れ
た
と
こ
ろ

の
神
の
意
思
を
も
っ
て
満
足
す
る
」
の
と
同
様
、
臣
民
は
、
「
国
王
の
法
の
な
か
に
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現
れ
た
と
こ
ろ
の
国
王
の
意
思
」
を
安
ん
じ
て
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る 

６
７ 

。
第

五
章
で
も
再
び
確
認
す
る
よ
う
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
、
国
王
大
権
に
つ
い
て
臣

民
が
論
争
す
る
こ
と
を
越
権
行
為
と
し
て
拒
否
す
る
見
解
を
繰
り
返
し
表
明
し
て
い

た
。
た
と
え
ば
、
一
六
一
〇
年
議
会
の
カ
ウ
エ
ル
事
件
を
め
ぐ
る
「
布
告
」
の
な
か

で
も
、
こ
う
言
明
し
て
い
る
。
国
王
は
「
地
上
に
お
け
る
神
」
で
あ
り
、
「
国
王
の

人
格
や
国
家
に
属
す
る
諸
々
の
深
遠
な
秘
義
（m

ystery

）
の
す
べ
て
」
に
関
し
て
、

人
び
と
は
議
論
す
る
能
力
も
資
格
も
持
た
な
い
。
「
君
主
制
お
よ
び
政
治
的
統
治
の

最
も
深
遠
な
る
秘
義
」
に
つ
い
て
人
び
と
が
議
論
す
る
こ
と
は
、
「
そ
の
本
分
か
ら

外
れ
て
、
能
力
の
超
え
た
事
柄
に
干
渉
す
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と 

６
８ 

。
さ

ら
に
続
く
そ
の
後
の
審
議
で
も
（
五
月
一
一
日
）
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
、
「
賦
課
金
」

を
徴
収
す
る
国
王
の
権
力
と
大
権
に
つ
い
て
論
争
し
な
い
よ
う
庶
民
院
に
命
令
す
る

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
付
し
て
い
る 

６
９ 

。
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
、
国
王

の
統
治
な
い
し
は
そ
の
権
力
に
つ
い
て
、
臣
民
が
議
会
に
お
い
て
討
議
す
る
こ
と
を

一
貫
し
て
峻
拒
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
統
治
理
念
の
上
で
神
授
権
の
見
解
を
採

る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
に
と
っ
て
、
国
王
の
権
力
お
よ
び
大
権
は
、
「
地
上
に
お
け
る

神
」
と
し
て
の
国
王
が
統
治
に
お
い
て
持
つ
と
こ
ろ
の
「
深
遠
な
秘
義
」
で
あ
っ
て
、

そ
の
高
度
な
統
治
権
力
は
国
王
だ
け
に
認
め
ら
れ
た
特
権
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
臣
民

が
政
治
的
・
法
的
に
論
争
す
る
こ
と
は
到
底
、
受
け
容
れ
難
い
争
点
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
絶
対
主
義
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
国
王
は
た
だ
神
か
ら
の
み
直
接

的
に
統
治
の
権
力
を
得
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
民
あ
る
い
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に

対
し
て
直
接
に
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。
国
王
は
主
権
を
持
つ
立
法
者
と
み
な

さ
れ
、
本
来
的
に
は
王
国
の
法
に
よ
る
制
限
を
必
ず
し
も
統
治
上
の
義
務
と
し
て
背

負
わ
さ
れ
た
存
在
で
は
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
国
王
の
意
思
を
法
と

見
な
し
、
立
法
権
を
国
王
が
専
権
的
に
掌
握
す
る
と
い
う
点
に
、
絶
対
主
義
の
本
質

的
な
性
格
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
言
説
は
、
少
な
く
と
も
理
念
上

は
、
紛
れ
も
な
く
「
絶
対
主
義
」
の
性
格
を
備
え
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う 

７
０ 

。 

と
は
い
え
他
方
で
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
、
「
良
き
国
王
」
あ
る
い
は
「
正
し
き

国
王
」
と
、
「
強
奪
的
な
専
制
君
主
」
と
の
差
異
に
つ
い
て
の
明
確
な
認
識
も
持
ち

合
わ
せ
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
決
定
的
な
差
異
は
、
「
法
の
尊
重
」
と
い

う
点
に
あ
り
、
統
治
に
あ
た
り
王
国
の
法
を
尊
重
す
る
こ
と
こ
そ
、
「
合
法
的
な
良

き
国
王
」
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
。
実
際
、
王
権
の
正
当
化
を
め
ぐ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ

一
世
の
見
解
は
、
時
に
よ
り
多
義
的
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

一
六
○
六
年
の
議
会
で
の
ス
ピ
ー
チ
で
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
自
身
の
法
お
よ
び
議

会
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
こ
う
表
明
し
て
い
る
。
「
議
会
（H

igh C
ourt of 

Parliam
ent

）
の
性
質
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
旧
来
の
法
を
解
釈
し
た
り
、

廃
止
し
た
り
、
あ
る
い
は
新
た
な
法
を
作
成
し
た
り
す
る
に
あ
た
っ
て
国
王
が
召
集

し
た
国
王
の
大
評
議
会
（great C

ouncil

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
。
こ
の
議
会
は
「
頭

部
と
身
体
か
ら
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
頭
部
は
国
王
で
あ
り
、
身
体
は
議
会
の

議
員
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
身
体
は
、
二
つ
の
部
分
に
、
つ
ま
り
上
院
と
下
院(the 

U
pper and Low

er H
ouse)

に
さ
ら
に
分
割
さ
れ
る
」
７
１ 

。
こ
こ
に
は
、
英
国
の

議
会
を
、
国
王
を
も
含
め
た
「
諸
身
分
の
調
和
」
に
お
い
て
捉
え
る
伝
統
的
な
ボ
デ

ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
理
念
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。 
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さ
ら
に
同
様
の
こ
と
は
、
当
時
の
著
名
な
ロ
ー
マ
法
学
者
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
カ

ウ
エ
ル
の
作
品
を
め
ぐ
っ
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
が
庶
民
院
に
対
し
て
示
し
た
態
度

の
な
か
に
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
カ
ウ
エ
ル
は
、
一
六
○
七
年
の
著
作
の

な
か
で
、
中
世
の
代
表
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
あ
り
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
が

称
揚
し
た
ト
マ
ス
・
リ
ト
ル
ト
ン
の
古
典
的
作
品
を
扱
き
下
ろ
し
な
が
ら
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
お
よ
び
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
対
す
る
批
判
を
展
開
す
る
と
と
も
に
、
国

王
の
絶
対
的
権
力
を
擁
護
し
、
法
制
定
に
お
け
る
議
会
の
特
権
を
否
定
し
、
「
絶
対

君
主
制
」
の
議
論
を
展
開
し
た
（
第
五
章
参
照
）
。
カ
ウ
エ
ル
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
統
治
形
態
は
、
「
絶
対
君
主
制
（absolute m

onarchy

）
」
で
あ
る
と
い

う
。
す
な
わ
ち
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王
は
、
絶
対
的
な
国
王
で
あ
り
」
、
「
絶

対
的
権
力
に
よ
っ
て
、
法
の
上
に
立
つ
」
存
在
で
あ
る
。
た
し
か
に
国
王
は
、
法
作

成
の
過
程
に
お
い
て
、
「
三
身
分
、
す
な
わ
ち
聖
職
貴
族
、
世
俗
貴
族
、
庶
民
」
を

召
集
し
て
意
見
を
聴
く
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
国
王
に
対
す
る
法

的
制
約
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
国
王
自
身
の
「
慈
愛
」
か
ら
発
し
て

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
ま
た
戴
冠
に
あ
た
っ
て
の
宣
誓
に
基
づ
い
て
な
さ

れ
た
妥
協
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
る
、
と
。
つ
ま
り
、
国
王
は
「
議
会
の
上
に
、
す

な
わ
ち
王
国
の
実
定
法
の
上
に
」
立
つ
絶
対
君
主
（absolute K

ing

）
で
あ
り
、
た

し
か
に
「
王
国
全
体
の
同
意
」
に
よ
っ
て
法
を
つ
く
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
国
王
に

よ
る
「
慈
悲
的
政
策
（m

erciful policy

）
」
あ
る
い
は
「
政
治
的
慈
悲
（politic 

m
ercy

）
」
で
あ
っ
て
、
国
王
に
そ
れ
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
、
「
絶
対
君
主
制

（absolute m
onarchy

）
の
性
質
と
構
造
（constitution

）
」
に
矛
盾
す
る
も
の

で
あ
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
国
王
大
権
そ
の
も
の
は
、
本
来
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー

の
通
常
の
手
続
き
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
」
の
だ
と
さ
れ
る 

７
２ 

。 

第
五
章
で
改
め
て
詳
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
カ
ウ
エ
ル
の
著
作
は
、
一
六
一
○
年

の
議
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
非
難
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
ジ
ェ
ー

ム
ズ
一
世
の
示
し
た
見
解
も
ま
た
両
義
的
で
あ
っ
た
。
一
方
で
は
あ
く
ま
で
神
授
権

の
理
論
を
展
開
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
王
国
の
法
に
対
す
る
尊
重
の
姿
勢
を
見
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
一
方
で
、
統
治
の
権
威
と
正
統
性
を
め
ぐ
る
原

理
的
な
主
張
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
「
国
王
は
正
当
に
も
神
と

呼
ば
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
国
王
は
、
神
の
権
力
行
使
と
同
じ
方
式
で
、
あ
る
い
は

類
似
の
方
式
で
権
力
を
行
使
す
る
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
神
は
自
ら
の
意
の
ま
ま
に

創
造
し
た
り
破
壊
し
た
り
、
あ
る
い
は
作
っ
た
り
作
ら
な
か
っ
た
り
す
る
権
力
を
具

え
て
お
り
、
ま
た
生
殺
与
奪
の
権
力
を
持
ち
、
誰
に
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、

す
べ
て
の
も
の
を
判
断
す
る
権
限
を
手
に
し
て
い
る
。
…
そ
し
て
国
王
も
ま
た
同
様

な
権
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
、
と
。
こ
の
よ
う
に
神
授
権
の
論
理
を
訴
え
、

さ
ら
に
加
え
て
、
「
国
王
と
は
、
家
族
の
父
た
る
者
に
た
と
え
ら
れ
る
。
国
王
と
は

実
際
…
彼
の
人
民
の
政
治
的
な
父
な
の
で
あ
る
」
と
、
い
わ
ゆ
る
家
父
長
支
配
の
論

理
を
展
開
す
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
王
権
神
授
と
家
父
長
支
配
を

混
合
し
た
型
の
支
配
の
正
統
性 

７
３ 

を
主
張
す
る
。
し
か
し
他
方
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、

こ
う
言
葉
を
続
け
る
。
国
王
は
、
「
王
国
の
諸
々
の
基
本
法
を
遵
守
す
る
二
重
の
宣

誓
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
お
り
、
国
王
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
暗
黙
の
う
ち
に
、
人

民
を
保
護
し
、
王
国
の
法
を
遵
守
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
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し
た
が
っ
て
、
「
体
制
の
確
立
し
た
王
国
（a settled K

ingdom

）
に
お
い
て
統
治

す
る
国
王
」
は
、
法
に
従
っ
て
統
治
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
を
止
め

て
し
ま
う
な
ら
ば
、
「
専
制
君
主
」
へ
と
堕
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
、

と
。
こ
う
し
て
、
彼
は
、
「
法
に
遵
う
正
当
な
君
主
」
と
「
強
奪
的
な
専
制
君
主
」

と
の
違
い
を
主
張
す
る 
７
４ 
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と

慣
習
に
従
っ
て
統
治
を
実
践
す
る
と
い
う
、
彼
の
実
際
的
な
態
度
に
即
し
て
言
え
ば
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
主
張
と
決
定
的
に
対
立
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
く
、

現
実
の
政
治
的
ア
リ
ー
ナ
に
お
い
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
成
立
す
る
余
地
を
見
て
取
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。
少
な
く
と
も
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
を
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ

う
な
、
学
者
的
で
教
条
的
な
絶
対
主
義
の
君
主
と
し
て
単
純
に
見
な
す
こ
と
に
は
留

保
が
と
も
な
う
と
い
え
よ
う
。 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
一
六
○
三
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
と

し
て
即
位
す
る
以
前
、
つ
ま
り
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
王
ジ
ェ
ー
ム
ズ
六
世
と
し
て
の

言
説
の
な
か
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
一
五
九
八
年
の
『
自
由

な
君
主
制
の
真
な
る
法
』
の
な
か
で
、
彼
は
す
で
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。 

 

国
王
は
、
法
の
効
力
の
源
泉
（author

）
で
あ
り
、
賦
与
者
で
あ
る
か
ら
、
国

王
が
法
の
上
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
、
真
実
で
あ
る
。
…
し
か
し
な
が

ら
良
き
国
王
と
い
う
も
の
は
、
彼
の
臣
民
を
法
に
よ
っ
て
支
配
す
る
こ
と
を
快

し
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
否
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
健
全
な

る
繁
栄
こ
そ
が
国
王
の
主
た
る
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
根
本
を
つ
ね

に
維
持
し
な
が
ら
、
自
己
の
行
為
を
法
に
一
致
さ
せ
よ
う
と
さ
え
す
る
で
あ
ろ

う 

７
５ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
「
法
に
遵
う
良
き
君
主
」
と
い
う
理
念
は
、
ジ
ェ
ー

ム
ズ
一
世
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
に
即
位
す
る
以
前
か
ら
、
つ
ま
り
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
国
王
ジ
ェ
ー
ム
ズ
六
世
と
し
て
の
言
説
の
な
か
に
も
確
認
さ
れ
得
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
議
会
を
懐
柔
す
る
た
め
の
単
な
る

便
宜
的
な
妥
協
と
し
て
の
表
明
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
彼
の
政
治
理
念
を
構
成
す

る
一
要
素
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
時

に
よ
り
両
義
的
な
見
解
を
表
明
す
る
が
、
彼
の
言
説
は
、
国
王
の
権
威
を
正
当
化
し

よ
う
と
す
る
際
の
神
授
権
的
・
家
父
長
的
な
絶
対
主
義
の
論
理
と
、
王
国
に
お
け
る

実
際
の
統
治
に
際
し
て
既
存
の
国
制
と
法
を
容
認
す
る
柔
軟
な
立
憲
主
義
的
姿
勢
と

の
二
段
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
注
意
し
た
い
。
と
も
あ
れ
、
こ

こ
に
は
議
会
側
と
の
一
定
の
妥
協
な
い
し
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
す
る
可
能
性
の
余

地
が
、
少
な
く
と
も
実
践
的
な
統
治
に
お
い
て
は
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ

う
。
そ
の
意
味
で
、
後
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世 

７
６ 

の
治
世
期
と
は
異
な
り
、
ジ
ェ
ー

ム
ズ
一
世
の
治
世
期
に
は
い
ま
だ
王
権
と
議
会
と
の
あ
い
だ
に
一
定
の
コ
ン
セ
ン
サ

ス
を
形
成
す
る
だ
け
の
政
治
的
ア
リ
ー
ナ
の
可
能
性
が
存
在
し
た
こ
と
は
指
摘
さ
れ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
修
正
主
義
の
研
究
が
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
法
に
遵
う
良
き
君
主
」
の
観
念
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
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ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
理
解
す
る
制
限
君
主
制
あ
る
い
は
立
憲
君
主
制
と

同
一
線
上
に
お
い
て
把
握
し
て
し
ま
う
こ
と
は
適
切
で
は
な
い 

７
７ 

。
両
者
の
性
格

は
、
決
し
て
同
一
の
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
こ
に
は
統
治
理
念
に
お
け
る
原
理
的
な

対
立
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
い
う
。
「
良
き
国
王
は
、
彼
の
す
べ
て

の
行
為
を
、
法
に
従
っ
て
形
づ
く
る
、
と
朕
は
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
国
王
は
、

そ
の
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
国
王
の
良
き
意
思
に
基
づ
い
て

行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と 

７
８ 
。
こ
う
し
た
権
威
の
所
在
を
め
ぐ
る
言
説
と
実
践

的
な
対
応
を
め
ぐ
る
言
説
と
の
併
存
は
、
た
と
え
ば
、
法
の
作
成
手
続
き
に
関
す
る

ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
以
下
の
見
解
に
も
現
れ
て
い
よ
う
。
「
議
会
（
そ
れ
は
国
王
と
そ
の

臣
下
か
ら
な
る
最
高
法
廷
に
ほ
か
な
ら
な
い
）
に
お
い
て
、
臣
民
か
ら
の
懇
請
を
受

け
て
、
彼
ら
の
要
請
に
即
し
て
、
彼
ら
の
助
言
を
伴
い
な
が
ら
、
唯
一
、
国
王
に
よ

っ
て
、
法
が
作
成
さ
れ
る
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
日
常
的
に
目
に
し
て
い
る
」
。
た
だ

し
、
「
そ
の
よ
う
な
議
会
と
の
あ
い
だ
の
労
力
を
行
使
し
な
が
ら
も
…
、
国
王
は
、

議
会
あ
る
い
は
諸
身
分
の
助
言
な
し
に
、
制
定
法
（statute

）
や
条
例
（ordinance

）

を
い
つ
で
も
作
成
す
る
」
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
ど
の
よ
う

な
種
類
の
法
あ
る
い
は
法
律
で
あ
れ
、
王
権
な
し
に
作
成
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

議
会
の
権
力
の
な
か
に
は
存
し
な
い
。
王
権
こ
そ
が
、
法
に
効
力
を
与
え
る
の
で
あ

る
か
ら
」
７
９ 

。
さ
ら
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
こ
う
も
言
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

国
王
の
統
治
を
準
拠
さ
せ
る
た
め
の
「
国
王
の
法
」
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
「
国
王
こ
そ
が
法
の
源
泉
で
あ
り
、
立
法
者
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
必
然
」

な
の
で
あ
る
と 

８
０ 

。
つ
ま
り
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
に
と
っ
て
議
会
と
の
協
働
は
、

国
王
の
「
諮
問
」
に
対
す
る
議
会
の
「
助
言
」
を
超
え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に

議
会
の
「
承
認
」
な
い
し
「
同
意
」
を
必
要
条
件
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し

か
も
、
そ
う
し
た
手
続
き
は
、
あ
く
ま
で
国
王
の
恩
寵
と
し
て
の
自
発
的
意
思
に
基

づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

さ
ら
に
言
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
所
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一

世
に
と
っ
て
、
国
王
の
主
た
る
法
と
は
、
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
繁
栄
」
で
あ
り
、

言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
「
公
共
善
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
言
う

と
こ
ろ
の
「
自
己
の
行
為
を
法
に
一
致
さ
せ
る
」
と
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
公
共

善
に
と
っ
て
の
必
要
に
応
え
る
形
で
統
治
行
為
を
な
す
と
い
う
意
味
を
伴
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
有
事
の
際
に
、
国
王
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
公

共
善
か
ら
の
必
要
に
基
づ
い
て
、
既
成
の
国
法
に
よ
る
拘
束
を
離
れ
て
行
為
す
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
側
面
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
に
と
っ
て
、

「
法
に
遵
う
」
と
は
、
通
常
時
に
、
王
国
の
法
に
従
っ
て
統
治
を
行
う
と
い
う
意
味

と
同
時
に
、
非
常
時
に
、
公
共
善
の
必
要
と
い
う
法
に
従
っ
て
統
治
す
る
と
い
う
意

味
も
含
ん
で
い
る
。
後
者
の
場
合
、
国
王
は
、
自
ら
が
公
共
善
に
照
ら
し
て
必
要
と

考
え
る
と
こ
ろ
を
、
既
成
の
国
法
か
ら
離
れ
て
、
自
由
に
統
治
行
為
を
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
絶
対
主
義
は
、
理
念
と
し
て
の
神
授
権
を
前
提

に
、
実
践
的
に
は
ま
さ
に
以
上
の
よ
う
な
論
理
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。 し

た
が
っ
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
、
な
る
ほ
ど
法
に
遵
う
統
治
の
姿
勢
を
見
せ
、

議
会
に
対
す
る
配
慮
を
示
し
て
は
い
る
も
の
の
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
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で
平
時
に
限
定
さ
れ
た
態
度
で
あ
っ
た
。
以
下
の
と
こ
ろ
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
当

時
の
議
会
と
の
論
戦
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
鋭
角
的
な
争
点
と
な
っ
て
い
た
の
が
、

国
王
大
権
の
範
囲
、
な
か
ん
ず
く
非
常
事
態
時
に
お
け
る
非
常
大
権
の
性
格
と
範
囲

を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
王
権
の
正
当
化
を
め
ぐ
る

ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
論
理
と
、
議
会
側
の
そ
れ
と
は
、
本
来
的
に
相
容
れ
な
い
対
立
的
性

格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
依
っ
て
立
つ
統
治
理
念
の

違
い
は
、
平
時
の
統
治
を
め
ぐ
る
議
論
よ
り
も
、
非
常
時
の
際
の
統
治
の
手
続
き
を

め
ぐ
る
両
者
の
議
論
に
お
い
て
よ
り
顕
在
化
し
て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。 

   

（
二
）
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
国
王
大
権
解
釈 

  

こ
の
よ
う
な
絶
対
主
義
的
な
性
格
を
帯
び
た
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
王
権
に
対
し
て
、

有
力
な
、
そ
し
て
当
時
に
あ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
対
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ

て
い
た
の
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
「
古
来
の
国
制
」
論
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
国
王
と
人
民
の
双
方
が
と
も
に
依
拠
す
べ
き
確
実
な
る
国
制

の
基
礎
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
王
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
人
民
に
よ

っ
て
も
創
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
法
、
そ
し
て
国
王
と
人
民
の
そ
れ
ぞ
れ
の
権
能

よ
り
も
上
位
に
位
置
し
、
ま
た
彼
ら
の
権
力
・
権
利
が
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
法
、
す

な
わ
ち
「
時
の
検
証
」
を
受
け
る
な
か
で
規
範
的
な
理
性
を
発
現
し
た
、
「
超
記
憶

的
時
代
（tim

e im
m

em
orial

）
」
に
由
来
す
る
古
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
こ
そ
が
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
を
支
配
す
る
統
治
原
理
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
こ
う
い
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
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 

８
１ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
国
王
大
権
も
臣
民
の
権
利
も
、
そ
の
権
威
は
す
べ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
、
あ
る
い

は
そ
の
格
律
・
準
則
の
根
拠
は
、
「
時
の
検
証
」
を
経
る
な
か
で
、
過
去
の
幾
多
の

叡
知
に
よ
り
集
積
さ
れ
、
洗
練
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
理
性
に
そ
の
由
来
を
持
つ
。

デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
い
う
。
「
共
通
善
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
」
８
２ 

。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
そ
の
生
成
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
改
変
（
解
釈
を
通
じ
た
も
の
も
含
め
て
）
に
あ
た
っ
て
も
、
決
し
て
そ
れ
は
、

裁
判
官
の
営
為
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
議
会
で

あ
れ
、
国
王
で
あ
れ
、
裁
判
官
で
あ
れ
、
ま
た
人
民
（
臣
民
）
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
権
威
と
力
と
を
す
べ
て
、
伝
統
の
上
に
、
す
な
わ
ち
時
の
検
証
な
い
し
歴
史
的
通

用
性
の
上
に
立
て
ら
れ
た
こ
の
「
法
」
に
由
来
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
「
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
統
治
の
基
本
構
造
を
構
想
し
よ
う
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と
す
る
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
統
治
の
基
本
構
造
の
一
構
成
要
素
と
し
て
国
王
が
持
つ
大
権
も
、
や
は

り
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
性
に
由
来
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、

国
王
大
権
と
は
、
国
王
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
い
て
所
有
し
て
い
る
権
利
以
上
の

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
、｢

時
（tim

e

）
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
設
立
し
た
の
で
あ

る｣

と
主
張
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
国
王
大
権
と
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
一
部
」
に
ほ
か
な
ら

ず
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
王
位
の
系
統
と
権
利
を
拘
束
し
、
指
導
し
、
監
督
す
る
」

の
で
あ
る
か
ら
、
「
国
王
大
権
」
は
、
仮
に
「
議
会
制
定
法
」
の
適
用
を
免
除
す
る

こ
と
は
で
き
た
と
し
て
も
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
の
適
用
を
免
除
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
と 

８
３ 

。
同
様
に
、
フ
ィ
ン
チ
は
、
「
国
王
の
大
権
は
、
な
ん
で
あ
れ
誤
っ

た
こ
と
を
行
う
こ
と
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な

ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
国
王
大
権
は
、
全
体
と
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
理
性
か
ら

育
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
手
に
と
っ
て
の
指
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
表
現

し
て
い
る 

８
４ 

。
一
六
二
八
年
の
議
会
で
の
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
シ
ャ
ー
ラ
ン
ド
の
、

「
私
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
一
部
と
し
て
の
大
権
以
外
は
知
ら
な
い
」
８
５ 

と
の
発
言

も
、
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
基
本
的
理
解
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
解
さ
れ
る
し
、
ク
ッ
ク
も
同
様
に
一
六
二
八
年
議
会
に
お
い
て
、
「
国
王
の

大
権
は
こ
の
王
国
の
法
の
一
部
で
あ
る
。
そ
れ
は
至
高
の
部
分
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
制
限
を
そ
な
え
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る 

８
６ 

。
さ
ら
に
ク
ッ
ク
は
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
提
要
』
の
な
か
で
も
、
「
国
王
の
大
権

は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
国
王
に
賦
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
王
国
の
法
の
一
部

で
あ
る
」
と
言
明
し
て
い
る 

８
７ 

。 

さ
ら
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
成
立
と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
異
な
っ
た
理
解
を
示

し
て
い
た
ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン
も
、
国
王
大
権
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
き
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
他
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
以
上
に
強
調
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
国
王
大
権
と
は
、

そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
名
称
も
持
た
な

い
類
の
も
の
で
は
な
い
」
。
し
た
が
っ
て
「
国
王
の
大
権
は
、
国
王
の
意
思
な
ど
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
神
性
が
国
王
大
権
を
つ
く
る
に
せ
よ
、

そ
れ
は
、
国
王
が
み
ず
か
ら
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
こ
と
を
行
う
よ
う
な
権
力
の
こ
と

で
は
な
い
」
。
「
国
王
の
大
権
」
と
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
「
国
王
の
法
律
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
国
王
大
権
に
よ
っ
て
」
と
い
う
の
は
、
「
国
王
に
関
す
る

法
律
に
よ
っ
て
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
法
に
よ
っ
て
国
王
は
、
自
ら
が
行
う

と
こ
ろ
の
権
限
の
可
否
が
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
セ
ル
デ
ン
は
論
じ
る 

８
８ 

。

こ
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
考
え
る
、
国
王
大
権
と
は
、
あ
く
ま
で
も
法

に
照
ら
し
て
「
正
当
」
な
事
柄
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
六
三
八
年
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
ク
ロ
ー
ク
が
述
べ
た
よ
う
に
、

「
国
王
が
行
お
う
と
す
る
こ
と
」
、
「
も
し
そ
れ
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
や
議
会
制
定

法
に
反
し
て
い
る
な
ら
ば
、
法
は
、
そ
れ
が
国
王
の
大
権
で
あ
る
と
は
判
断
し
な
い
」

８
９ 

の
で
あ
る
。 

ま
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
と
の
あ
い
だ
で
『
権
利
請
願
』
を
め
ぐ
る
対
立
が
繰
り
広
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げ
ら
れ
た
一
六
二
八
年
議
会
に
お
い
て
も
、
同
様
な
見
解
が
く
り
返
し
表
明
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
ア
ル
フ
ォ
ー
ド
は
、
「
法
的
な
権
力
（Legal Pow

er

）
」
と
「
国

王
に
固
有
の
権
力
（R

egal Pow
er

）
」
を
区
別
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王
は
コ
モ

ン
・
ロ
ー
に
基
づ
く
「
法
的
権
力
」
の
み
を
持
つ
の
だ
と
し
、
こ
う
言
明
す
る
。
「
あ

く
ま
で
法
が
与
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
国
王
に
与
え
、
そ
れ
以
上
の
も
の
は
与
え
な

い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
。
ま
た
ピ
ム
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王
が
持
つ
権
力
と
は

「
法
に
属
す
る
権
力
（the Pow

er of the Law

）
」
の
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
。
ク
ッ
ク
も
ま
た
「
国
王
大
権
は
法
の
一
部
で
あ
る
」
と
主
張
し
、
国
王
に
認
め

ら
れ
る
の
は
「
法
に
も
と
づ
く
権
力
（Pow

er in Law

）
」
で
あ
り
、
「
実
力
に
と

も
な
う
権
力
（Pow

er w
ith force

）
」
で
は
な
い
と
言
及
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王
と
人
民
と
の
間
の
関
係
に
お
い
て
、
「
法
を
超
え
た
権
力
」
は

適
さ
な
い
と
指
摘
す
る 

９
０ 

。
さ
ら
に
、
セ
ル
デ
ン
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王
は

「
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
う
る
も
の
と
想
定
さ
れ
た
正
当
な
権
力
」
を
持
つ
べ
き
で

あ
っ
て
、
「
超
越
的
か
つ
無
制
限
な
」
権
力
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
、
と
主
張
し
て

い
る 

９
１ 

。 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
国
王
大
権
を
め
ぐ
る
以
上
の
よ
う
な
論
拠
と
、
す
で
に
見

た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
理
念
、
す
な
わ
ち
国
王
が
本
来
的
に
は
法
の
上
に
立
ち
、
法

の
源
泉
た
る
立
法
者
で
あ
る
こ
と
を
自
負
す
る
神
授
権
の
論
理
と
は
、
原
理
的
に
は

全
く
相
容
れ
な
い
対
立
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
確
か
に
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
あ
く
ま
で
国
王
の
慈
悲
に
発
す
る
と
い
う
限
定
な
が
ら
、
「
法
に

遵
う
良
き
君
主
」
と
い
う
理
念
の
下
、
平
時
に
は
法
に
遵
う
こ
と
を
承
認
し
て
い
る

限
り
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
実
践
的
に
は
、
王
権
と
議
会
と
の
あ
い
だ
の
決
裂
は

回
避
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
限
り
で
い
え
ば
、
ジ
ェ
ー
ム

ズ
治
世
は
、
親
政
政
治
へ
と
突
き
進
ん
で
い
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
治
世
と
は
明

ら
か
に
一
線
を
画
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
は
、
修
正
主
義
者
が
描
く
よ

う
に
、
王
権
と
議
会
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
く
一
定
の
政
治
的
観
念
を
共
有
し
合

い
、
ジ
ャ
コ
ビ
ア
ン
時
代
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
調
和
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
直
ち

に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い 

９
２ 

。
そ
も
そ
も
国
王
大
権
が
由
来
す
る
権
威
の
性
格

に
つ
い
て
両
者
が
原
理
的
に
ま
っ
た
く
異
な
る
論
拠
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
現
実
政
治
の
う
え
で
し
ば
し
ば
論
争
の
種
と
な
っ
た
よ
う
に
国
王
大
権

に
属
す
る
事
項
の
範
域
に
つ
い
て
も
大
き
な
意
見
の
違
い
が
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
国

王
大
権
の
最
も
核
と
な
る
部
分
で
あ
る
宣
戦
講
和
や
軍
事
上
の
展
開
に
つ
い
て
も
、

戦
時
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
の
定
義
や
、
誰
が
そ
れ
を
判
断
す

る
の
か
、
ま
た
何
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
重
要
な
論
点
に
お
い
て

両
者
の
見
解
は
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
か
っ
た
。
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
は
、
こ
う

し
た
国
王
大
権
を
め
ぐ
る
解
釈
上
の
論
争
が
、
現
実
政
治
の
抜
き
差
し
な
ら
な
い
対

立
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
現
実
政
治
に
お
け
る
王
権
と
庶
民
院
あ
る
い
は
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
と
の
間
の
対
立
点
な
い
し
論
争
点
は
、
国
王
大
権
の
解
釈
と
い
う
点
に
照

準
化
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
本
節
で
先
に
引
証
し

た
よ
う
に
、
国
王
大
権
を
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
法
の
支
配
に
よ
っ
て
国
王
大
権
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
コ
モ
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ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
言
説
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
く
わ
え
て
、
不
可

侵
と
さ
れ
た
国
王
大
権
を
、
「
議
会
」
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
道
を
当
時
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
企
図
し
て
い
た
と
い
う
点
を
了
解
す
る
な
ら
ば
、
い
っ
そ
う
明
瞭

に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
に
挙
げ
る
ク
ッ
ク
の

国
王
大
権
解
釈
は
、
議
会
が
国
王
大
権
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
方
策
を
模
索
し
た

一
つ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
理
念
的
な
次
元
で
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ

る
法
の
支
配
を
説
く
こ
と
を
超
え
て
、
議
会
に
お
け
る
よ
り
現
実
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
に
照
準
を
合
わ
せ
て
、
国
王
大
権
そ
の
も
の
を
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

ク
ッ
ク
は
、
国
王
大
権
の
制
約
を
は
か
る
一
連
の
試
み
の
な
か
で
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
原
則
に
基
づ
い
て
「
議
会
」
が
国
王
大
権
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
道
を
可
能

な
限
り
開
こ
う
と
試
み
た
が
、
ク
ッ
ク
は
そ
れ
を
、
国
王
大
権
を
二
分
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
可
能
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
「
論
議
し
得
る
国
王

大
権
」
と
「
論
議
し
得
な
い
国
王
大
権
」
の
二
分
法
で
あ
っ
て
、
前
者
は
「
国
王
の

人
格
に
固
有
か
つ
不
可
分
の
国
王
大
権
」
と
さ
れ
、
後
者
は
「
固
有
か
つ
不
可
分
の

も
の
と
し
て
国
王
の
人
格
に
付
帯
し
な
い
、
す
べ
て
の
臣
民
に
属
す
る
事
柄
に
関
す

る
国
王
大
権
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
国
王
大
権
の
制
約
を
め

ぐ
る
ク
ッ
ク
の
戦
略
的
思
考
は
二
つ
の
段
階
を
踏
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、
一
六
二
一
年
議
会
で
の
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
王

大
権
に
よ
る
勅
許
等
を
通
じ
た
法
適
用
特
別
免
除
（non obstante

）
は
議
会
制
定

法
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
原
則
に
対
し
て
は
及
び

得
な
い
と
い
う
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
通
じ
た
制
限
で
あ
る
。
こ
の
前
提
は
、
同
時
代

の
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
ほ
と
ん
ど
が
共
有
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
（
本

章
第
四
節
（
２
）
を
参
照
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
章
第
一
節
の
「
法
の
解
釈
者
」

の
と
こ
ろ
で
す
で
に
詳
述
し
た
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
保
障
を
裁
判
官
を

通
じ
て
実
現
す
る
と
い
う
従
来
の
形
態
が
実
効
性
を
欠
い
て
い
た
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
期
に
お
い
て
、
単
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
制
約
を
説
く
だ
け
で
は
、
理
念
的
に

は
と
も
か
く
、
現
実
的
対
応
と
し
て
は
明
ら
か
に
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

現
実
政
治
に
お
け
る
有
効
な
対
応
は
、
本
稿
が
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
議

会
を
行
為
主
体
と
し
た
制
約
に
結
実
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
第

二
の
段
階
と
し
て
、
国
王
大
権
に
よ
る
法
適
用
特
別
免
除
の
問
題
を
、
議
会
を
通
じ

て
制
約
す
る
構
想
が
必
要
と
な
る
。
ク
ッ
ク
に
お
い
て
そ
れ
は
、
国
王
大
権
そ
の
も

の
を
二
分
化
す
る
と
い
う
思
考
法
に
よ
っ
て
図
ら
れ
る
。
彼
は
『
判
例
集
』
の
な
か

で
国
王
大
権
を
「
国
王
の
人
格
に
固
有
か
つ
不
可
分
の
国
王
大
権
」
と
「
固
有
か
つ

不
可
分
の
も
の
と
し
て
国
王
の
人
格
に
付
帯
し
な
い
事
柄
」
と
に
二
分
し
、
そ
し
て

前
者
の
国
王
権
力
は
「
公
共
の
福
利
の
た
め
に
国
王
に
仕
え
る
よ
う
臣
民
に
命
令
す

る
」
と
こ
ろ
の
「
主
権
者
権
力
（sovereign pow

er

）
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
議
会

制
定
法
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ
得
な
い
が
、
後
者
の
事
柄
は
「
す
べ
て
の
臣
民
に
属

す
る
」
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
議
会
制
定
法
は
国
王
を
絶
対
的
に
制
約
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
。
そ
し
て
国
王
の
勅
許
に
よ
る
法
適
用
特
別
免
除
と
の
関
連
で
い

え
ば
、
恩
赦
な
ど
は
前
者
の
国
王
権
力
に
、
そ
し
て
独
占
権
を
付
与
す
る
勅
許
等
は

後
者
の
国
王
権
力
に
含
ま
れ
る
と
す
る 

９
３ 

。 

こ
こ
で
の
ク
ッ
ク
の
主
た
る
意
図
は
、
と
く
に
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
お
い
て

 216



第４章 コモン・ロー支配の立憲君主制 

喫
緊
の
争
点
と
な
っ
て
い
た
独
占
問
題
を
議
会
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
と
理
解
し
て
よ
い
。
独
占
問
題
が
勅
許
を
通
じ
た
法
適
用
特
別
免
除
と
し
て
国
王

大
権
に
属
す
る
事
項
で
あ
る
以
上
、
そ
の
有
効
な
制
限
の
た
め
に
は
、
独
占
特
許
の

基
礎
と
な
る
国
王
大
権
そ
の
も
の
を
切
り
崩
す
こ
と
な
し
に
は
困
難
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
れ
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
の
原
則
に
基
づ
い
て
、
「
議
会

が
」
そ
の
是
非
を
判
断
し
、
そ
れ
を
無
効
と
宣
言
す
る
権
限
を
も
つ
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
っ
た
。
ク
ッ
ク
の
こ
う
し
た
国
王
大
権
二
分
論
は
、
独
占
問
題
が
最
大
の
争
点

と
な
っ
た
一
六
二
一
年
議
会
で
も
言
葉
を
換
え
て
登
場
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国

王
大
権
に
は
「
論
議
し
得
る
国
王
大
権
と
、
宣
戦
講
和
の
よ
う
な
論
議
し
得
な
い
国

王
大
権
と
が
あ
る
。
前
者
はm

eum
 et tuum

（
私
の
も
の
お
よ
び
君
の
も
の
）
に
関

係
し
、
法
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
」
９
４ 

。
さ
ら
に
、
「
私
は
国
王
大
権
に
介
入
す
る

意
図
な
ど
な
い
が
、
し
か
し
国
王
大
権
は
二
重
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、

宣
戦
、
貨
幣
鋳
造
そ
の
他
の
絶
対
的
な
国
王
大
権
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、m

eum
 et 

tuum

に
関
す
る
事
項
に
お
け
る
国
王
大
権
で
あ
り
、
こ
れ
は
議
会
の
裁
判
所
に
お
い

て
論
議
さ
れ
得
る
」
９
５ 

。
こ
う
し
て
ク
ッ
ク
は
、
国
王
大
権
を
二
分
化
す
る
こ
と
に

よ
り
、
独
占
問
題
が
国
王
大
権
と
し
て
の
特
許
権
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
はm

eum
 et tuum

、
す
な
わ
ち
臣
民
の
自
他
一
般
の
利
益
に
関
わ
る
問
題
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
議
会
が
論
議
し
得
る
国
王
大
権
で
あ
る
と
し
て
、
議
会
を
通
じ
て
国

王
大
権
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
道
を
開
こ
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
独
占
問
題
に
つ
い

て
は
、
国
王
大
権
の
壁
を
突
破
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
示
さ
れ
た
判
断

基
準
は
、
国
王
大
権
の
対
象
と
す
る
事
柄
がm

eum
 et tuum

、
す
な
わ
ち
臣
民
の
プ

ロ
パ
テ
ィ
や
利
益
に
関
係
す
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
う
し
た
判
断

が
成
り
立
つ
争
点
に
関
す
る
限
り
は
、
議
会
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
原
則
に
基
づ
い
て

国
王
大
権
の
是
非
を
判
断
す
る
権
限
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
。 

と
こ
ろ
が
こ
れ
を
裏
返
し
て
い
え
ば
、
ク
ッ
ク
の
こ
う
し
た
国
王
大
権
二
分
論
は
、

国
王
の
人
格
に
固
有
か
つ
不
可
分
で
、
議
会
が
論
議
し
得
な
い
国
王
大
権
の
範
域
を

自
ら
〈de jure

〉
の
問
題
と
し
て
承
認
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
、
宣
戦
講
和
な

ど
に
お
け
る
戦
時
と
平
時
の
判
断
に
関
わ
る
問
題
や
外
交
・
通
商
・
宗
教
と
い
っ
た

事
柄
は
国
王
の
絶
対
的
大
権
に
属
す
る
も
の
と
な
り
、
議
会
は
こ
れ
ら
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
道
を
完
全
に
失
っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
実

際
、
当
時
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
の
戦
略
的
思
考
は
、
国
王
権
力
の
強
化
を
、
と
り

わ
け
戦
時
等
の
非
常
時
に
お
い
て
公
共
善
か
ら
の
必
要
に
も
と
づ
い
て
国
王
に
よ
っ

て
行
使
さ
れ
る
「
絶
対
的
大
権
（absolute prerogative

）
」
と
い
う
論
理
で
展
開

し
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ク
ッ
ク
自
身
も
、
こ
う
し
た
危
険
性
を
認
識
し

て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
彼
は
先
に
引
用
し
た
「
法
適
用
特
別
免
除
事
件
」
の
判
例

に
付
し
た
注
釈
の
な
か
で
最
後
に
こ
う
付
け
加
え
て
い
る
。
国
王
大
権
を
二
分
し
た

「
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
法
に
反
し
て
国
王
が
行
為
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
か
ね
な
い

も
の
で
あ
り
、
恣
意
的
な
権
力
を
打
ち
立
て
る
の
に
適
し
た
根
拠
」
に
な
り
か
ね
な

い
と 
９
６ 
。 

 

以
上
の
よ
う
な
ク
ッ
ク
の
国
王
大
権
二
分
論
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
当
時
の
コ

モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
主
た
る
関
心
が
、
国
王
大
権
を
コ
モ
、
、
ン
・
ロ
ー
に

、
、
、
、
、
基
礎
づ
け
る

思
考
の
う
え
に
立
っ
て
、
さ
ら
に
現
実
政
治
に
お
い
て
は
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
以
降
と
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く
に
そ
の
存
在
が
原
理
的
に
承
認
さ
れ
て
き
た
国
王
大
権
を
、
議
会
が

、
、
、
可
能
な
限
り

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
だ
け
の
論
拠
を
生
み
出
す
こ
と
に
注
が
れ
て
い
た
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
行
き
着
く
最
終
的
な
攻
防
の
争
点
と
な
る
の
は
、
戦
時

等
に
お
け
る
非
常
時
の
国
王
の
「
絶
対
的
大
権
」
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
を
如
実
に
示
唆
し
て
い
る
の
が
、
次
の
ク
ッ
ク
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
貴
族
院
が

示
し
た
『
権
利
の
請
願
』
の
草
案
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
認
識

、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
る
範
囲
内
の

、
、
、
、
、
、
、
臣
民
の
自
由
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
例
に
お
い
て
、
…
国
王
は
進

ん
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
従
っ
て
行
為
す
る
で
あ
ろ
う
」
〔
傍
点
筆
者
〕
９
７ 

と
い
う
一

見
立
憲
主
義
的
な
条
項
に
対
し
て
、
ク
ッ
ク
は
あ
え
て
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
ク
ッ

ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
言
は
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
以
上
の
危
険
性
を
孕
ん
で

い
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
に
通
常
時
に
お
い
て
国
王
が
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
範
囲
内
で
行
為
す
る
と
い
う
条
件
づ
け
は
、
裏
返
せ
ば
、
戦
時
の
よ
う
な
非

常
時
に
お
け
る
対
応
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
範
域
外
に
置
か
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ

り
、
そ
う
な
る
と
、
戦
時
に
お
い
て
は
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
軍
法
（m

artial law

）

に
屈
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
認
め
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
と 
９
８ 
。

こ
の
よ
う
に
、
草
案
の
条
項
そ
れ
自
体
は
、
伝
統
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
国
王
大
権

に
関
す
る
理
解
に
照
ら
し
て
一
見
妥
当
と
見
え
る
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
非
常
時
の
軍
法
に
基
づ
く
国
王
大
権
の
行
使
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
危
険
性

を
こ
の
よ
う
に
懸
念
し
て
い
る
ク
ッ
ク
の
意
識
の
な
か
に
こ
そ
、
こ
の
時
代
の
政
治

的
な
対
立
点
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
実
際
、

ク
ッ
ク
は
、
こ
の
条
項
案
の
箇
所
を
め
ぐ
っ
て
、「
こ
こ
に
は
き
っ
と
軍
法
（m

artial 

law

）
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
確
信
す
る
」
と
述
べ
て
い
る 

９
９ 

。 

し
た
が
っ
て
、
当
時
の
議
会
あ
る
い
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
王
権
と
の
論
戦
を

正
し
く
判
断
す
る
た
め
に
は
、
国
王
権
力
の
問
題
を
、
と
く
に
非
常
時
に
お
け
る
国

王
の
「
絶
対
的
大
権
」
の
範
疇
を
視
野
に
入
れ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

   

第
三
節 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
「
主
権
」
の
概
念 

   

絶
対
主
義
の
論
理
か
ら
言
え
ば
、
国
王
の
権
力
と
は
、
「
自
然
」
の
創
造
者
と
し

て
の
神
に
直
接
、
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
自
然
法
」
が
、
あ
ら
ゆ
る
コ

モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
立
法
者
た
る
主
権
的
権
威
の
存
在
を
規
定
し
て
い
る
の
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
た
。
自
然
法
は
、
国
王
に
対
し
て
、
臣
民
の
「
安
全
」
と
「
富
裕
」
を
保

障
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
国
王
が
「
必
要
」
と
考
え
る
と
こ

ろ
を
自
由
に
行
使
す
る
権
限
を
与
え
て
い
る
の
だ
と
。
た
し
か
に
通
常
の
状
況
下
に

あ
っ
て
は
、
国
王
は
自
ら
戴
冠
に
あ
た
っ
て
同
意
し
た
と
こ
ろ
の
法
に
よ
る
一
定
の

制
限
の
範
囲
内
で
統
治
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
公
共
善
」
と
「
必
要
性
」
に
対
す

る
自
然
法
上
の
義
務
を
果
た
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
が
、
国

王
が
い
か
に
行
為
す
べ
き
か
を
具
体
的
に
規
定
し
て
い
な
い
戦
時
の
よ
う
な
非
常
事

態
に
あ
っ
て
は
、
よ
り
高
次
の
法
と
し
て
の
自
然
法
が
、
国
王
に
対
し
て
自
ら
の
「
意
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思
」
に
従
っ
て
統
治
す
る
自
由
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
国
王
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

の
「
安
全
」
の
た
め
に
「
必
要
」
だ
と
判
断
し
た
場
合
、
周
知
の
国
法
や
手
続
き
を

無
視
し
て
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
さ
れ
る 

１
０
０ 

。 

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
非
常
事
態
」
そ
の
も
の
を
果
た
し
て
誰
が
判

断
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
仮
に
ど
の
よ
う
な
状
態
が

非
常
事
態
あ
る
い
は
戦
時
と
み
な
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
法
的
規
定
が
な

く
、
軍
法
を
発
動
す
る
判
断
が
国
王
の
意
思
に
専
断
的
に
委
ね
ら
れ
る
の
だ
と
し
た

ら
、
実
際
上
、
国
王
は
、
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
つ
ね
に
絶
対
的
で
超
法
規
的
な

大
権
を
持
ち
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
国
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
制
定

法
が
、
王
国
の
「
公
共
善
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
、
十
分
に
機
能
し
え
て
い
な
い

と
判
断
し
た
場
合
、
国
王
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
お
よ
び
制
定
法
に
よ
る
法
的
制
限
を
越

え
て
自
ら
の
大
権
を
正
当
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
も

は
や
王
権
に
対
す
る
有
効
な
制
限
的
措
置
を
合
法
的
に
講
じ
る
道
は
残
さ
れ
て
い
な

い
。 前

期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
言
説
を
具
に
確
認

す
る
時
、
彼
ら
の
懸
念
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
際
と

く
に
照
準
が
当
て
ら
れ
て
い
た
の
は
、
立
法
と
課
税
に
あ
た
っ
て
国
王
は
「
議
会
の

同
意
」
を
必
要
と
す
る
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
的
な
統
治
の
原
則
と
、
非
常

事
態
に
お
け
る
国
王
の
絶
対
的
大
権
と
の
関
係
性
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
。
後
述
す

る
よ
う
に
、
立
法
と
課
税
に
お
け
る
議
会
の
同
意
と
い
う
原
則
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

に
お
け
る
二
大
原
則
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
本
旨
で
あ
る
臣
民
の
自

由
、
そ
し
て
そ
の
基
盤
と
し
て
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
保
障
す
る
要
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
議
会
の
同
意
を
得
な
い
国
王
の
絶
対
的
権
力
の
行
使
は
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
が
保
障
す
る
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
問
題
と
直
接
、
関
わ
る
も
の
で
あ
っ

た
。 

   

（
一
）
国
王
の
「
通
常
権
力
」
と
「
絶
対
的
大
権
」 

  

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
お
け
る
本
格
的
な
政
治
論
争
な
い
し
国
制
論
争
が
口
火

を
切
っ
た
の
は
、
一
六
一
〇
年
の
議
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
一
六
〇
四
年
に
招
集

さ
れ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
最
初
の
議
会
は
、
一
六
〇
七
年
以
降
、
三
年
近
く
に
渡
っ

て
会
期
が
延
期
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
に
あ
っ
た
。
一
六
一
〇
年
二
月
に
再
び
議
会
の

会
期
が
開
か
れ
た
の
は
、
切
迫
し
た
宮
廷
の
財
政
状
況
を
補
填
す
る
た
め
、
補
助
金

の
徴
収
に
つ
い
て
議
会
か
ら
同
意
を
取
り
付
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
封
建
的
付
帯
義

務
の
廃
止
と
引
き
換
え
に
、
補
助
金
の
供
出
を
要
請
し
た
い
わ
ゆ
る
「
大
契
約
」
を

議
題
と
し
て
、
議
会
の
審
議
は
冒
頭
か
ら
激
し
い
論
争
と
な
っ
た
。
討
議
は
、
次
第

に
国
王
の
課
税
権
自
体
の
問
題
を
め
ぐ
る
原
理
的
な
論
争
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た 

１
０
１ 
。 

と
く
に
こ
の
議
会
で
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
取
り
上
げ
た
問
題
は
、
港
湾

で
特
定
物
に
課
せ
ら
れ
る
「
賦
課
金
」(Im

position)

の
徴
収
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

通
常
の
商
品
に
関
す
る
賦
課
金
は
、
従
来
の
慣
習
に
よ
れ
ば
、
一
二
七
五
年
の
エ
ド
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ワ
ー
ド
一
世
に
よ
る
最
初
の
実
施
以
来
、
国
王
が
自
由
で
恣
意
的
な
課
税
権
を
放
棄

し
、
王
権
と
議
会
と
の
間
の
合
意
に
基
づ
く
固
定
さ
れ
た
周
知
の
税
率
で
行
わ
れ
る

も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
外
国
人
商
人
に
よ
る
輸
入
に
関
し
て
は
、
国
内

の
交
易
を
保
護
す
る
と
い
う
目
的
で
、
貿
易
規
制
の
関
税
を
課
す
る
無
制
限
な
自
由

裁
量
を
国
王
に
認
め
る
も
の
と
、
長
い
間
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、

一
五
三
五
年
に
は
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
が
輸
入
品
に
対
す
る
貿
易
規
制
を
め
ぐ
る
国
王

の
自
由
裁
量
権
を
定
め
る
法
令
（statute

）
を
制
定
し
た
。
こ
の
法
令
は
在
任
中
に

限
定
さ
れ
た
時
限
立
法
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
も
、
国
内
貿
易
を

保
護
す
る
布
告
（proclam

ation

）
を
発
し
て
こ
の
政
策
を
踏
襲
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
お
よ
び
大
蔵
卿
ロ
バ
ー
ト
・
セ
シ
ル

は
未
確
立
の
賦
課
金
を
、
国
内
貿
易
の
保
護
政
策
の
必
要
範
囲
を
超
え
て
、
王
室
財

政
の
歳
入
増
加
の
た
め
の
政
策
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
っ
た 
１
０
２ 
。 

 

こ
の
国
王
に
よ
る
未
確
立
の
新
た
な
賦
課
金
の
徴
収
と
い
う
問
題
は
、
ジ
ェ
ー
ム

ズ
が
自
ら
原
告
と
し
て
財
務
府
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判

所
の
司
法
判
断
に
そ
の
合
法
性
の
判
断
を
委
ね
る
と
い
う
展
開
と
な
っ
た
。
い
わ
ゆ

る
「
ベ
イ
ト
事
件
（B

ate’s C
ase

）
」
（
一
六
〇
六
年
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が

そ
れ
で
あ
る
。
裁
判
で
は
国
王
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
関
税
の
行
使
を
合
法
と
見

な
す
判
決
が
下
さ
れ
た
が
、
こ
の
判
決
の
な
か
に
は
従
来
の
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
ま
で
の

先
例
を
超
え
た
論
拠
が
含
ま
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
財
政
的
理
由
か
ら
未
確
立
の

賦
課
金
を
議
会
の
同
意
を
得
ず
に
徴
収
し
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
統
治
政
策
を
、
非

常
時
の
超
法
規
的
な
国
王
の
「
絶
対
的
権
力
」
を
論
拠
と
し
て
認
め
た
の
で
あ
る
。 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
主
席
裁
判
官
フ
レ
ミ
ン
グ
（Flem

ing

）
が
判
決
の
な
か

で
示
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、
国
王
の
権
力
は
二
つ
に
類
型
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

王
国
の
法
に
よ
っ
て
国
王
に
認
め
ら
れ
た
通
常
の
権
力
と
、
非
常
時
の
超
法
規
的
な

国
王
大
権
と
で
あ
る
。
そ
し
て
国
王
は
、
戦
時
の
よ
う
に
非
常
事
態
と
判
断
し
た
な

ら
ば
、
王
国
の
法
に
基
づ
く
「
通
常
権
力
」
を
越
え
て
、
法
の
枠
外
に
立
つ
「
絶
対

的
権
力
」
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
国
王
は
「
共
通
善
」
の
た
め

に
「
必
要
」
と
み
な
す
こ
と
を
自
ら
の
裁
量
に
お
い
て
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
、
そ

の
非
常
大
権
は
超
法
規
的
で
あ
り
、
無
制
限
か
つ
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
。
フ

レ
ミ
ン
グ
は
判
決
の
な
か
で
こ
う
述
べ
る
。「
国
王
の
権
力
は
二
重
の
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
通
常
時
の
権
力
と
絶
対
的
権
力
で
あ
る
」
。
そ
し
て
「
す
べ
て
の
慣
習

は
、
そ
れ
が
古
き
も
の
で
あ
れ
新
し
き
も
の
で
あ
れ
、
外
国
と
の
貿
易
や
商
業
に
つ

い
て
は
、
何
ら
効
力
を
持
た
な
い
し
、
そ
も
そ
も
争
点
に
す
ら
な
っ
て
い
な
い
」
。

「
外
国
と
の
貿
易
や
商
業
、
戦
争
と
和
平
、
通
用
す
る
外
貨
の
受
け
入
れ
や
許
可
…

と
い
っ
た
事
柄
は
す
べ
て
、
国
王
の
絶
対
的
権
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
。

フ
レ
ミ
ン
グ
は
、
国
王
権
力
を
二
重
の
意
味
に
お
い
て
捉
え
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
も
含

め
て
す
べ
て
の
慣
習
は
国
内
の
事
柄
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
対
外
的
な
事
柄

は
す
べ
て
国
王
の
絶
対
的
権
力
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
の
観
点
か
ら
、

国
王
の
輸
入
品
に
対
す
る
自
由
な
課
税
は
合
法
で
あ
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る 

１
０
３ 

。 

同
じ
く
別
の
裁
判
官
ク
ラ
ー
ク
（C

larke

）
も
、
国
王
権
力
を
め
ぐ
る
同
様
な
図

式
の
う
え
に
、
歳
入
の
た
め
の
関
税
と
い
う
「
国
王
大
権
の
こ
の
よ
う
な
高
度
な
論
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点
に
つ
い
て
、
臣
民
が
論
争
す
る
こ
と
は
奇
妙
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
」
が
ゆ
え
に
、

「
王
権
に
属
す
る
そ
の
よ
う
な
大
権
は
…
論
争
で
き
る
も
の
で
も
、
ま
た
論
争
す
べ

き
も
の
で
も
な
い
」
と
し
、
本
件
の
よ
う
な
国
王
大
権
を
め
ぐ
る
是
非
は
、
「
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
準
則
に
従
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
し
、
国
王
側
の
主
張
を
認

め
た
の
で
あ
っ
た 

１
０
４ 
。 

判
決
文
に
示
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
見
解
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
国
内
の
事
柄
、
な

か
ん
ず
く
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
関
す
る
法
と
し
て
捉
え
、
そ
の
他
の
対
外
的
な
統

治
に
つ
い
て
は
国
王
大
権
に
委
ね
る
と
い
う
原
則
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に

こ
の
原
則
は
、
ス
ミ
ス
の
考
察
し
た
際
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
す
で
に
テ
ュ
ー
ダ
ー

期
以
降
に
見
ら
れ
た
伝
統
的
な
見
解
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
直
ち
に
絶
対
主
義
の

表
現
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
元
来
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
臣
民
の
私

法
の
領
域
に
お
い
て
発
展
し
た
法
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
公
法
上
の
規
定
は
希
薄
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
争
や
講
和
、
外
交
と
い
っ
た
非
常
時
の
国
王
大
権
を
、

法
と
議
会
の
制
約
を
超
え
た
「
絶
対
的
権
力
」
と
見
な
す
こ
と
自
体
は
と
も
か
く
、

こ
れ
を
論
拠
に
広
範
囲
に
わ
た
る
未
確
立
の
賦
課
金
の
徴
収
等
を
合
法
化
す
る
と
い

う
事
態
は
、
庶
民
院
お
よ
び
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
か
ら
見
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

伝
統
的
な
統
治
形
態
を
転
覆
す
る
危
険
な
暴
挙
と
映
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
臣
民
の
プ

ロ
パ
テ
ィ
に
深
く
関
わ
る
賦
課
金
の
課
税
は
当
然
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
制
約
を
受
け

る
も
の
と
見
な
さ
れ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
原
則
に
従
う
な
ら
ば
、
商
人
の
利
益
に
関

わ
る
賦
課
金
は
当
然
に
「
議
会
の
同
意
」
を
必
要
と
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
実
際
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
国
王
大
権
の
範
域
を
原
理
的
に
概
念
化

し
承
認
し
た
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
の
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
賦
課
金
は
、
補
助
金
や
租
税

と
な
ら
ん
で
、
議
会
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
国
王
大
権

の
事
項
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ベ
イ
ト
事
件
判
決
は
国
王
大
権

に
属
す
る
範
域
の
点
で
問
題
を
孕
ん
で
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
に
と
っ
て
は
、
国
王
の
絶
対
的
権
力
を
擁
護
す
る
こ
の
判
決
の
論
拠
が
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
を
臣
民
の
私
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
権
利
関
係
に
限
定
し
、
そ
の
他
の
公
的
な
統
治

行
為
を
国
王
大
権
に
委
ね
る
と
い
う
、
そ
れ
自
体
は
す
で
に
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
に
見
ら

れ
た
伝
統
的
な
観
念
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
を
企
て
る
際
の
論

拠
、
す
な
わ
ち
国
王
大
権
の
行
使
に
対
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
議
会
に
よ
る
二
重
の

制
約
を
課
そ
う
と
す
る
際
の
論
拠
も
ま
た
、
臣
民
の
私
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
基
礎
に
立

論
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
絶
対
的

プ
ロ
パ
テ
ィ
」
の
観
念
に
基
づ
い
て
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
支
配
」
と
「
議
会
の
同

意
」
を
、
非
常
時
の
国
王
大
権
も
含
め
た
統
治
全
体
に
貫
徹
さ
せ
て
い
く
構
想
と
し

て
表
現
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
（
本
章
第
五
節
参
照
）
。 

 

他
方
、
こ
の
ベ
イ
ト
事
件
判
決
の
事
例
は
、
裁
判
官
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
態
度

を
考
え
る
う
え
で
示
唆
的
で
あ
る
。
国
王
が
任
免
権
を
持
ち
、
国
王
の
強
い
影
響
下

に
置
か
れ
た
裁
判
官
の
身
分
に
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
概
し
て
国
王
支
持
の
傾

向
を
示
し
て
い
た
。
実
際
、
一
七
世
紀
前
半
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
で
の

最
も
重
要
な
三
つ
の
判
決
、
す
な
わ
ち
「
ベ
イ
ト
事
件
」
、「
ダ
ー
ネ
ル
事
件
（D

arnel’s 

C
ase

）
」(

一
六
二
七
年)

、
「
ハ
ム
デ
ン
事
件
（H

am
pden’s C

ase

）
」(

一
六
三

七
年) 

に
お
い
て
、
判
事
の
多
数
意
見
は
い
ず
れ
も
国
王
の
主
張
を
支
持
す
る
も
の
で
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あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
官
、
そ
し
て

宮
廷
の
高
位
役
職
者
の
あ
い
だ
で
は
、
と
く
に
国
王
支
持
の
傾
向
が
強
か
っ
た
と
い

え
る 

１
０
５ 
。
ま
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
法
務
長
官
（A

ttorney-G
eneral

）
を
務
め
、

ロ
ー
マ
法
的
学
識
を
備
え
て
い
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
ジ
ョ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス

（Sir John D
avies

）
も
、
非
常
時
の
国
王
の
「
絶
対
的
で
無
制
限
の
権
力
」
を
擁

護
し
て
い
る
。
彼
は
い
う
。 

 

最
初
に
実
定
法
が
定
立
さ
れ
た
時
、
国
王
大
権
は
国
王
自
身
に
よ
っ
て
国
王
自

身
の
た
め
に
留
め
置
か
れ
た
。
そ
う
し
て
国
王
は
、
二
重
の
権
力
を
行
使
す
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
王
大
権
の
み
を
行
使
す
る
際
の
絶
対
的
権
力
（an 

absolute pow
er, or M

erum
 Im

perium

）
と
、
通
常
時
の
管
轄
権
力
（an 

ordinary pow
er of Jurisdiction

）
と
で
あ
る
。
絶
対
的
権
力
は
実
定
法
に

拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
通
常
時
の
管
轄
権
力
は
法
と
協
働
す
る
も
の
で

あ
る 

１
０
６ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
専
門
知
識
は
、
「
古
来
の
国
制
」
論
を
擁
護
し
、
王

権
と
対
立
す
る
必
然
的
な
傾
向
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
全
く
反

対
に
国
王
の
絶
対
的
大
権
を
支
持
す
る
方
向
へ
向
か
っ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
も
存

在
し
た
こ
と
は
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う 

１
０
７ 

。
国
王
の
政
策
に
積
極
的
な
反

論
を
企
て
た
の
は
、
と
く
に
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
位
置
に
あ
る
者
で
あ
っ

た
。 

と
も
あ
れ
、
ベ
イ
ト
事
件
の
判
決
で
フ
レ
ミ
ン
グ
ら
が
示
し
た
国
王
の
絶
対
的
権

力
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
他
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
な
か
に
も
採
用
す
る
者
が
存

在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
論
拠
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス

が
「
絶
対
的
権
力
」
を
〈Im

perium

〉
の
言
葉
で
理
解
し
て
い
た
よ
う
に
、
国
王
大

権
の
全
能
化
の
論
拠
を
含
ん
だ
当
時
の
ロ
ー
マ
法
学
者
の
採
っ
て
い
た
一
般
的
な
見

解
と
同
じ
論
理
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
六
一
〇
年
議
会
で
庶
民
院

か
ら
糾
弾
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
学
者
ジ
ョ
ン
・
カ
ウ
エ
ル
は
、
そ
の
著
作
『
解
釈
者
』

の
な
か
で
こ
う
記
し
て
い
る
。
国
制
の
様
式
は
民
族
ご
と
の
慣
習
に
よ
っ
て
多
様
で

あ
る
と
し
て
も
、
「
国
王
大
権
の
射
程
に
含
ま
れ
る
」
よ
う
な
「
高
次
の
性
格
の
王

権
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王
に
属
し
て
い
な
い
権
限
は
、
「
世

界
で
最
も
絶
対
的
な
君
主
」
に
も
属
し
て
い
な
い
。
立
法
や
課
税
を
含
め
て
国
王
の

大
権
は
「
神
聖
で
殊
勝
な
政
策
」
で
あ
り
、
「
絶
対
的
」
で
あ
る
と 

１
０
８ 

。
国
王
大

権
は
、
国
王
の
「
特
殊
な
権
力
」
な
い
し
「
特
権
」
で
あ
り
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

通
常
の
手
続
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
」
の
だ
と
主
張
す
る 

１
０
９ 

。 

こ
の
カ
ウ
エ
ル
の
定
義
は
、
通
常
権
力
と
絶
対
的
権
力
の
二
重
の
権
力
を
説
き
、

絶
対
的
権
力
に
関
す
る
論
争
の
非
許
容
性
を
主
張
し
た
先
の
フ
レ
ミ
ン
グ
ら
の
見
解

と
同
じ
系
譜
に
属
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
国
王
の
絶

対
的
権
力
の
主
張
が
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
は
、
国
王
の
現
実
の
諸
政
策
、
と

り
わ
け
課
税
を
め
ぐ
る
政
策
に
お
い
て
、
議
会
の
同
意
を
不
要
化
し
た
専
断
的
な
統

治
に
道
を
開
く
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

第
五
章
で
改
め
て
詳
し
く
考
察
す
る
よ
う
に
、
カ
ウ
エ
ル
に
お
い
て
典
型
的
に
見
ら
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れ
た
よ
う
な
ロ
ー
マ
法
的
言
説
は
、
中
世
末
以
降
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
特
徴
的
な
国

王
権
力
と
議
会
権
力
の
両
義
的
な
二
重
性
を
説
い
た
伝
統
的
言
説
に
は
収
ま
り
き
ら

な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
政
治
的
か
つ
王
権
的
統
治 

（reginem
 politicum

 

et regale

）
」
と
い
う
、
政
治
権
力
と
国
王
権
力
と
の
混
合
形
態
に
お
い
て
至
高
の

統
治
権
力
を
説
い
た
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
言
説 

１
１
０ 

と
も
、
ま
た
国
王

権
力
の
至
上
性
と
議
会
権
力
の
至
上
性
を
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
の
形
式
で
止
揚

し
、
議
会
の
限
定
を
通
じ
て
逆
に
王
権
の
高
挙
を
図
っ
た
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
の
言
説 

１
１
１ 

と
も
明
ら
か
に
一
線
を
画
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
議
会
が
開
か
れ
て
い
る
時
ほ

ど
、
余
が
国
王
と
し
て
の
地
位
に
お
い
て
高
み
に
昇
る
時
は
な
い
」
１
１
２ 

と
い
う
ヘ

ン
リ
ー
八
世
の
言
葉
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
の
王
権
の
統
治

方
式
と
も
少
な
く
と
も
理
念
的
に
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

む
し
ろ
、
法
に
遵
う
通
常
権
力
と
、
議
会
の
同
意
や
法
の
遵
守
を
不
要
と
す
る
絶

対
的
権
力
と
で
構
成
さ
れ
る
先
の
フ
レ
ミ
ン
グ
や
カ
ウ
エ
ル
ら
の
論
拠
は
、
前
節
で

わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
統
治
理
念
と
合
致
す
る
も
の
だ
と
い
っ

て
よ
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
国
王
の
絶
対
的
権
力
に
ま
つ
わ
る
主
張
は
、

中
世
ロ
ー
マ
法
学
に
含
ま
れ
る
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
主
義
的
皇
帝
権
力
の
理
念
を
淵
源
と

し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
す
で
に
ス
ミ
ス
の
国
王
大
権
の
言
説
を
考
察
し
た
際
に
指
摘

し
た
よ
う
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
格
を
帯
び
、
フ
ラ
ン
ス
王
権
を
擁
護
す
る
傾
向
の

あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
主
義
法
学
の
系
譜
に
属
す
る
ロ
ー
マ
法
学
者
に
よ
っ
て
と

く
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
至
高
か
つ
不
可
分
の
絶
対
的
な
「
主
権
」
と

い
う
概
念
も
そ
の
延
長
線
上
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

法
に
従
う
通
常
権
力
と
法
に
よ
る
無
統
制
の
絶
対
的
権
力
を
説
く
こ
の
種
の
議
論
は
、

論
者
に
よ
る
展
開
の
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
論
理
的
射
程
と
し
て
は
「
絶
対
君
主
制
」

を
支
え
る
論
拠
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
カ
ウ
エ
ル
の
場
合
に
は
、

国
王
は
「
王
国
全
体
の
同
意
に
よ
っ
て
法
を
作
る
」
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
国
王
に
よ

る
「
慈
悲
的
政
策
」
あ
る
い
は
「
政
治
的
慈
悲
」
で
あ
っ
て
、
議
会
お
よ
び
王
国
の

実
定
法
に
国
王
を
拘
束
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
「
絶
対
君
主
制
の
性
質
と
基
本
構
造

（constitution

）
」
に
矛
盾
す
る
と
論
じ
、
典
型
的
な
絶
対
主
義
の
主
張
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
く 

１
１
３ 

。 

そ
れ
ゆ
え
、
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
非
常
時
の
国
王
の
絶
対
的
大

権
に
対
し
て
、
そ
の
ロ
ー
マ
法
的
性
格
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を

国
家
の
基
本
法
と
し
て
捉
え
直
し
な
が
ら
反
駁
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
実
際
、

一
六
一
〇
年
の
議
会
で
は
、
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
、
カ
ウ
エ
ル
の

『
解
釈
者
』
の
言
説
が
糾
弾
さ
れ
る
と
と
も
に
、
賦
課
金
に
関
す
る
国
王
の
権
力
が

審
議
の
争
点
と
さ
れ
、
ベ
イ
ト
事
件
判
決
の
論
理
に
対
し
て
反
論
が
加
え
ら
れ
て
い

っ
た
。
こ
こ
で
展
開
さ
れ
た
討
議
は
、
一
七
世
紀
に
起
こ
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国

制
観
念
の
進
展
に
お
い
て
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。 

た
と
え
ば
、
一
六
一
〇
年
議
会
に
お
い
て
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
は
、

国
王
が
自
身
の
「
絶
対
的
な
権
力
と
意
思
」
に
基
づ
い
て
、
議
会
の
同
意
な
し
に
「
布

告
（ordinance

）
」
を
通
じ
て
合
法
的
に
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
、
も
っ
て
「
臣
民

の
財
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
変
更
す
る
」
こ
と
が
可
能
だ
と
す
る
見
解
に
対
し
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
法
と
統
治
形
態
の
伝
統
に
照
ら
す
形
を
取
り
な
が
ら
反
論
を
加
え
る
。
第
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一
に
そ
れ
は
、「
こ
の
王
国
の
政
体
本
来
の
枠
組
み
と
基
本
構
造
（C

onstitution

）
、

す
な
わ
ち
統
治
の
公
法
（jus publicum

 regni

）
に
反
し
て
お
り
、
王
国
の
基
本
法

を
覆
し
、
国
家
と
統
治
の
新
た
な
形
式
を
導
く
も
の
で
あ
る
」
。
第
二
に
、
そ
れ
は

「
王
国
内
の
国
土
の
法
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
パ
テ
ィ
と
私
的
権
利
の
法
と
し
て
の
私
法

（jus privatum

）
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
第
三
に
、
国
王
の
恣
意
的
課
税
を

制
限
し
た
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
定
法
に
反
す
る
。
第
四
に
、
そ
れ
は
、
「
国
王
の

大
権
と
臣
民
の
自
由
の
双
方
を
制
限
す
る
最
も
穏
当
な
支
配
」
を
お
こ
な
っ
て
き
た

「
わ
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
慣
行
（practice
）
と
行
動
（action

）
」
に
反
す
る
も

の
で
あ
る 

１
１
４ 

。
こ
の
よ
う
に
、
先
述
の
ベ
イ
ト
事
件
の
判
決
や
ロ
ー
マ
法
学
者
カ

ウ
エ
ル
の
見
解
に
見
ら
れ
た
国
王
の
非
常
時
の
絶
対
的
大
権
の
擁
護
に
対
し
て
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
そ
れ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
統
治
に
反
す
る
も
の
だ

と
反
駁
し
て
い
く
。 

こ
の
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
の
見
解
に
お
い
て
非
常
に
興
味
深
い
の
は
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
重
要
な
変
化
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
は
元
来
、
主
と
し
て
臣
民
の
私
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
権
利
に
関
わ
る
事
柄
を
対
象
と

し
、
も
っ
ぱ
ら
私
法
の
領
域
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
と
は
、
元
来
、
先
の
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
の
分
類
で
言
え
ば
、
第
二
の
「
王
国
内

の
国
土
の
法
」
す
な
わ
ち
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
と
私
的
権
利
の
法
と
し
て
の
私
法
」
に
相

当
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
に
基
づ
く

中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
概
念
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
影
響
力
を
持
っ
た
要
因
の

一
端
は
、
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
公
法
上
の
原
理
の
希
薄
さ
の
点
に
あ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い 

１
１
５ 

。
し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
は
、
彼
が
い
う
第
一
の
意

味
内
容
、
す
な
わ
ち
「
王
国
の
政
体
本
来
の
枠
組
み
と
基
本
構
造
（C

onstitution

）
」

を
規
定
し
た
「
統
治
の
公
法
」
と
し
て
の
側
面
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
な
か
に
読
み
込

み
、
む
し
ろ
そ
れ
を
前
景
に
押
し
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
Ｃ
・
Ｈ
・
マ
ク
ワ

ル
ウ
ェ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
の
言
説
が
、
統
治
の
基
本
構
造
の

全
体
を
指
す
基
本
法
の
意
味
で
大
文
字
の
〈C

onstitution

〉
と
い
う
用
語
が
用
い
ら

れ
た
最
も
明
確
な
最
初
の
例
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る 

１
１
６ 

。
他
方
、
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
れ
よ
り
も
先
行
す
る
、
一
六
一
〇
年
議
会
で
国
制
論
争
・
政
治
論
争
の
端
緒
と
な

っ
た
先
述
の
ロ
ー
マ
法
学
者
カ
ウ
エ
ル
の
『
解
釈
者
』
の
な
か
に
、
「
絶
対
君
主
制
」

の
「
基
本
構
造
」
に
言
及
す
る
形
で
〈constitution

〉
の
概
念
が
重
視
さ
れ
て
い
た

の
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
来
、
〈constitution

〉
と
い
う
術
語
は
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
で
は
「
成
文
法
」
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た 

１
１
７ 

。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
統
治
の
基
本
構
造
と
い
う
意
味
で
の
公
法
上
の
〈constitution

〉
概
念

は
、
も
と
も
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
範
域
に
収
ま
り
き
ら
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
論
の
文
脈
で
最
初
に
〈constitution

〉
を
統
治
の
基
本
構
造

を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
ロ
ー
マ
法
学
者
の
カ
ウ
エ
ル
で
あ

る
。
一
六
一
〇
年
議
会
の
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
言
説
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

を
統
治
の
基
本
構
造
を
定
め
た
公
法
上
の
基
本
法
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
く
重
大
な

転
回
点
を
な
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
絶
対
君
主
制
の
基
本
構
造
を
説
い
た
ロ
ー
マ

法
的
な
公
法
上
の
〈constitution

〉
概
念
の
展
開
を
媒
介
と
し
て
、
そ
れ
に
反
論
す

る
形
で
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
よ
う
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
国
家
の
基
本
法
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と
し
て
の
〈C

onstitution

〉
の
意
味
で
議
論
し
て
い
く
最
初
の
重
要
な
局
面
は
、
こ

の
よ
う
に
一
六
一
〇
年
前
後
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
言
説
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。 い

ず
れ
に
せ
よ
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
「
古
来
の
国
制
」
論
と
し
て
展
開
さ

れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
の
原
型
は
、
一
六
〇
六
年
の
ベ
イ
ト
事
件
に
お
け
る
国
王

側
の
勝
訴
と
、
一
六
〇
七
年
の
ロ
ー
マ
法
学
者
カ
ウ
エ
ル
の
『
解
釈
者
』
の
刊
行
、

そ
し
て
国
王
の
課
税
権
の
問
題
が
論
争
さ
れ
た
一
六
一
〇
年
議
会
の
審
議
と
い
っ
た
、

一
六
〇
六
年
か
ら
一
〇
年
に
か
け
た
一
連
の
時
期
に
構
想
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
集
約
的
な
表
現
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
六
一
〇
年

の
六
月
二
三
日
か
ら
七
月
二
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た
庶
民
院
の
審
議
の
過
程
で
コ
モ

ン
・
ロ
ー
た
ち
が
展
開
し
た
見
解
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い 
１
１
８ 

。
そ
れ
は
、
二
月

九
日
に
会
期
が
始
ま
り
、
同
二
三
日
か
ら
三
月
二
五
日
に
か
け
て
カ
ウ
エ
ル
の
『
解

釈
者
』
を
め
ぐ
る
事
件
の
審
議
を
経
て
、
そ
の
後
、
国
王
の
課
税
権
の
あ
り
方
を
討

議
し
て
い
た
最
中
で
あ
っ
た
。
以
下
の
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
一
連
の
過
程
で
示
さ
れ

た
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
国
制
論
を
た
ど
り
、
そ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
性
格
を

指
摘
す
る
こ
と
に
よ
り
、
有
事
の
際
に
公
共
善
の
必
要
に
基
づ
い
て
行
使
さ
れ
る
国

王
の
絶
対
的
大
権
を
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
摂
理
」
の
な
か
で
限
界
づ
け
よ
う
と
し
て

い
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
構
想
を
探
っ
て
い
き
た
い
。 

   

（
二
）
「
主
権
的
権
力
」
と
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
摂
理
」 

 

庶
民
院
は
、
一
六
一
〇
年
の
六
月
二
三
日
か
ら
七
月
三
日
に
か
け
た
一
連
の
審
議

の
な
か
で
、
国
王
の
課
税
の
大
権
を
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
お
よ
び
議
会
と
の
関
係
に
お

い
て
制
限
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
に
は
、
国
制
と
統
治
を
め
ぐ
る

高
度
に
原
理
的
な
言
説
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
ま
で
の
伝
統

的
な
言
説
を
超
え
て
、
一
七
世
紀
に
近
世
型
の
新
た
な
国
制
論
、
憲
政
論
が
本
格
的

に
展
開
さ
れ
た
最
初
の
事
例
と
い
っ
て
よ
い
。
と
り
わ
け
ト
マ
ス
・
ヘ
ド
リ
ィ
に
よ

る
長
大
な
演
説
は
、
本
稿
で
繰
り
返
し
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

新
た
な
捉
え
方
を
包
括
的
に
提
示
し
た
点
で
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
「
古
来
の

国
制
」
論
の
展
開
に
お
い
て
画
期
的
な
意
味
を
持
つ
。
彼
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
時

の
叡
智
」
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
た
「
時
の
作
品
」
と
位
置
づ
け
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

卓
越
性
と
確
実
性
を
「
超
記
憶
的
時
代
」
か
ら
の
「
時
の
叡
智
に
よ
る
検
証
」
を
媒

介
と
し
た
「
理
性
の
精
髄
」
と
い
う
契
機
に
求
め
る
こ
と
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
古

来
性
」
と
「
理
性
」
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
把
握
す
る
近
世
型
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー

理
論
を
定
式
化
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
、
国
王
の
大
権
と
臣
民
の

自
由
が
と
も
に
依
拠
す
べ
き
確
実
で
権
威
あ
る
裁
定
者
と
し
て
位
置
づ
け
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
支
配
の
立
憲
君
主
制
の
議
論
を
展
開
し
た 

１
１
９ 

。
こ
の
ほ
か
に
も
、
ジ
ェ

ー
ム
ズ
・
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
、
ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド

リ
ッ
ジ
、
へ
ネ
イ
ジ
・
フ
ィ
ン
チ
、
ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ュ
ラ
ー
と
い
っ
た
当
時
の
代
表

的
な
庶
民
院
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
い
ず
れ
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
き

な
が
ら
、
議
会
の
同
意
を
得
な
い
国
王
大
権
に
よ
る
課
税
の
行
使
を
違
法
な
も
の
と
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見
な
す
論
拠
を
展
開
し
て
い
っ
た
。 

た
と
え
ば
、
前
述
の
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
は
、
あ
ら
ゆ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
統
治

に
一
定
の
「
主
権
者
の
権
利
（rights of sovereignty, jura m

ajestatis

）
」
な

る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は
認
め
る
。
そ
れ
は
、
通
常
、
「
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
」
に

基
づ
い
て
「
国
家
の
主
権
的
権
力
に
属
す
る
」
も
の
と
さ
れ
る
。
「
主
権
的
権
力
」

こ
そ
は
「
至
高
の
権
力
（potestas suprem

a

）
」
で
あ
っ
て
、
「
他
の
諸
権
力
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
ら
以
外
に
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
え
な
い
」

究
極
の
権
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、
課
税
権
が
こ
の
主
権
的
権
力
に
属
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
、
と
。
し
か
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
重
要

で
あ
っ
た
の
は
、
「
主
権
的
権
力
が
こ
の
王
国
の
ど
こ
に
存
す
る
の
か
」
と
い
う
問

題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
主
権
的
権
力
が
国
王
に
あ
る
と
い
う
点
に
も
、
彼
は

同
意
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
国
王
に
は
「
二
重
の
権
力
」
が
あ
る
の
だ
と
、
ホ
ワ
イ

ト
ロ
ッ
ク
は
い
う
。
一
つ
は
、
「
議
会
に
お
け
る
国
王
の
権
力
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
国
家
全
体
の
同
意
に
よ
っ
て
補
佐
さ
れ
た
」
権
力
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
「
議

会
外
の
国
王
の
権
力
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
唯
一
か
つ
単
一
」
の
「
国
王
の
意
思

の
み
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
」
権
力
で
あ
る
。
そ
し
て
「
議
会
に
お
け
る
国
王
の
権
力
」

は
、
「
議
会
外
の
国
王
の
権
力
」
に
優
位
し
、
そ
れ
を
指
揮
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
。
前
者
の
権
力
こ
そ
が
、
主
権
的
権
力
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
至
高
の
権
力

（suprem
a potsetas

）
」
に
値
す
る
。
他
方
、
後
者
の
権
力
は
「
従
属
的
な
権
力

（subordinata potestas

）
」
に
す
ぎ
な
い
、
と 

１
２
０ 

。 

「
議
会
外
の
国
王
の
権
力
」
を
「
議
会
に
お
け
る
国
王
の
権
力
」
に
従
属
さ
せ
る

こ
の
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
の
議
論
は
、
き
わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
帰
結
を
含
ん
で
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
国
王
が
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
の
み
行
使
す
る
諸
々

の
国
王
大
権
は
、
「
議
会
外
の
国
王
の
権
力
」
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
も
う
一
つ
の

国
王
権
力
、
す
な
わ
ち
「
議
会
に
お
け
る
国
王
の
権
力
」
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
論
拠
は
、
表
面
上
は
あ
く
ま
で
国
王
権
力
を
二
重
化
し
、

国
王
権
力
に
即
し
て
議
論
を
展
開
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
実
際
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
議
会
に
よ
る
国
王
大
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
議
会
に

お
け
る
国
王
の
権
力
」
と
は
、
具
体
的
に
は
「
貴
族
院
と
庶
民
院
の
同
意
を
と
も
な

っ
て
」
１
２
１ 

い
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
す
べ
て
の

国
王
大
権
は
、
議
会
の
審
議
の
対
象
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
一
六
一
〇
年
議
会
で

は
、
議
会
の
討
議
の
自
由
を
め
ぐ
っ
て
「
権
利
の
請
願
」
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

こ
に
お
い
て
、
議
会
の
「
討
論
の
自
由
」
は
「
古
来
の
疑
い
得
な
い
一
般
的
な
権
利
」

と
し
て
捉
え
ら
れ
、
臣
民
の
地
位
や
権
利
に
関
す
る
事
柄
を
「
制
限
な
し
に
」
自
由

に
討
議
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
議
会
の
自
由
の
本
質
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る 

１
２
２ 

。

し
た
が
っ
て
、
「
議
会
に
お
け
る
国
王
の
権
力
」
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
、
議

会
の
審
議
の
場
で
、
国
王
の
政
策
の
是
非
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
照
ら
し
て
討
議
し
、

判
断
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
議

会
に
お
け
る
国
王
の
権
力
」
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
す
べ
き
単
独
の
国
王
が
持
つ
大

権
に
は
、
立
法
お
よ
び
課
税
、
貨
幣
の
鋳
造
、
行
政
官
職
の
任
命
、
さ
ら
に
は
戦
争

の
遂
行
さ
え
も
が
含
ま
れ
る 

１
２
３ 

。 

こ
こ
で
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
が
展
開
し
た
議
論
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
な
国
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制
観
の
枠
組
み
を
踏
襲
し
、
そ
の
延
長
線
上
に
立
つ
も
の
と
は
言
え
、
実
際
に
は
テ

ュ
ー
ダ
ー
期
の
観
念
か
ら
離
れ
て
、
は
る
か
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
帰
結
を
導
き
出
し
て

い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
第
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ト

マ
ス
・
ス
ミ
ス
が
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
の
理
念
に
お
い
て
議
会
に
絶
対
的
権
力

を
置
こ
う
と
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
法
や
議
会
手
続
に
拘
束
さ
れ
な
い
統
治
の
大
権

の
存
在
を
極
め
て
限
定
的
な
が
ら
も
原
理
的
に
承
認
し
て
い
た
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、

宣
戦
講
和
や
官
吏
任
命
な
ど
の
事
項
は
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
で
は
な
く
、
「
大

権
」
と
し
て
単
独
の
国
王
に
の
み
属
す
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
高
度
な
決
断
を

要
す
る
統
治
の
作
用
に
つ
い
て
議
会
は
与
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
そ
れ
は
統
治
権
力
を
、
議
会
の
権
能
と
国
王
の
大
権
に
二
元
化
し
、
両
者
の

均
衡
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
を
成
り
立
た
せ
よ
う
と
す
る
観
念
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
王
権
の
限
定
と
高
挙
と
い
う
二
重
の
作
用
が
働
い
て
い
た
と
い
っ
て
よ
く
、

そ
れ
ゆ
え
ス
ミ
ス
の
国
制
論
は
王
権
と
議
会
と
の
対
立
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お

い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
テ
ュ
ー

ダ
ー
期
の
理
念
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
絶
対
君
主
制
の
言
説
と
そ
の
現
実
的
懸
念

を
媒
介
と
し
て
、
王
権
と
議
会
と
の
政
治
的
対
立
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る

庶
民
院
側
の
対
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
は
じ
め
、
王
権
の
制
限
と
議
会
権

力
の
強
化
へ
と
い
っ
そ
う
重
心
を
移
し
た
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
観
念
へ
と
変
貌
し
て
い

く
の
で
あ
る
。
い
ま
や
、
宣
戦
講
和
、
官
吏
任
命
、
貨
幣
鋳
造
な
ど
一
般
的
に
は
単

独
の
国
王
に
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
大
権
も
、
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
の
構
想
の
な
か
で

は
、
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
の
優
越
的
な
主
権
的
権
力
の
下
に
従
属
化
さ
れ
、
す

べ
て
の
大
権
が
例
外
な
し
に
、
実
質
的
に
は
議
会
の
審
議
と
同
意
を
通
じ
た
制
約
の

な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

こ
の
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
の
言
説
の
な
か
に
は
、
一
六
世
紀
後
半
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
い
て
流
行
し
た
国
家
の
「
主
権
」
概
念
と
、
そ
の
「
主
権
的
権
力
」
を
君
主
に

帰
属
さ
せ
る
言
説
の
影
響
が
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
ら
れ
よ
う
。
当
時
の
庶
民
院
の

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
国
王
権
力
な
い
し
国
王
大
権
を
論
じ
る
際
に
、
伝
統

的
な
「
王
権
（M

ajesty, C
row

n

）
」
の
言
葉
に
加
え
て
、
さ
か
ん
に
「
主
権

（sovereignty

）
」
も
し
く
は
「
主
権
的
権
力
（sovereign pow

er

）
」
の
術
語
を

多
用
し
始
め
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
「
絶
対
的
」
な
主
権
者
権
力
の

観
念
を
、
単
独
の
国
王
の
人
格
に
で
は
な
く
、
「
議
会
に
お
け
る
国
王
の
権
力
」
に

お
い
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
以
降
の
主
権
概
念
を
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
流
の
統
治
様
式
の
な
か
で
読
み
換
え
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
一
六
一
〇

年
議
会
以
降
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
言
説
の
な
か
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
ー
マ
法
学
者
が
提
示
し
た
主
権
概
念
の
言
説
に
対

処
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
随
所
に
確
認
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
後
述
す
る
「
権
利
の

請
願
」
に
お
け
る
論
争
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。 

こ
う
し
て
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
支
配
」
に
支
え
ら
れ
た
立
憲
君
主
制
は
、
そ

の
実
際
的
な
統
治
の
運
用
に
お
い
て
、
議
会
権
力
の
絶
対
化
と
し
て
の
側
面
を
と
も

な
い
な
が
ら
表
現
さ
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
議
会
と
は
「
代

表
者
の
統
治
（regnum

 representantium

）
」
を
意
味
し
、
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

の
実
践
」
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
「
専
門
的
技
能
（profession

）
」
よ
り
も
優
れ
、
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さ
ら
に
は
国
王
が
大
権
と
し
て
持
つ
統
治
の
「
秘
義
（m

ystery

）
」
よ
り
も
卓
越
し

た
存
在
だ
と
さ
れ
る 

１
２
４ 

。
こ
う
し
て
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
が
主
張
す
る
国
王
の
「
秘

義
」
と
し
て
の
「
絶
対
的
大
権
」
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
摂
理
に
基
づ
く
と
と
も
に
、

議
会
の
権
能
に
も
服
す
る
も
の
と
し
て
限
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ヘ

ン
リ
ー
・
フ
ィ
ン
チ
は
こ
う
言
明
す
る
。
「
議
会
と
は
、
貴
族
（nobility

）
と
庶
民

（com
m

ons

）
が
集
ま
る
、
国
王
の
法
廷
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お

い
て
絶
対
的
な
権
力
（absolute pow

er
）
を
持
っ
て
い
る
」
。
す
な
わ
ち
、
議
会

は
、
「
法
を
制
定
す
る
こ
と
、
法
に
従
っ
て
諸
問
題
を
裁
く
こ
と
、
そ
し
て
…
王
座

裁
判
所
（the king’s bench

）
の
過
失
を
覆
す
こ
と
」
な
ど
に
お
い
て
絶
対
的
な
権

力
を
持
つ
の
で
あ
る
と 

１
２
５ 

。 

 

他
方
、
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
は
、
と
く
に
「
戦
時
」
に
お
け
る
国
王
の
絶
対
的
大
権
に

つ
い
て
反
論
を
加
え
て
い
る
。
「
突
然
の
予
期
せ
ぬ
戦
争
時
」
の
場
合
に
、
国
王
は

議
会
の
同
意
を
得
ず
に
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
解
を
、
彼
は
「
非
常
に

危
険
な
」
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
に
と
っ
て
重
要

で
あ
っ
た
の
は
、
「
国
王
と
人
民
の
あ
い
だ
で
、
戦
時
に
つ
い
て
、
だ
れ
が
判
断
を

下
す
の
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
仮
に
国
王
自
身
が
戦
時
に

お
け
る
唯
一
の
判
断
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
法
に
よ
っ
て

拘
束
さ
れ
得
な
い
…
国
王
自
身
が
意
の
ま
ま
に
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
」
。
お
よ
そ
人
間
の
判
断
と
い
う
も
の
は
過
ち
を
犯
し
が
ち
な
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
戦
時
に
お
け
る
判
断
者
は
、
国
王
で
も
臣
民
で
も
な
い
。
「
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
摂
理
（the providence of the C

om
m

on Law

）
」
こ
そ
が
、
国

王
と
人
民
の
間
に
あ
っ
て
、
「
突
然
の
戦
争
時
に
お
け
る
国
王
の
課
税
」
と
い
う
問

題
の
判
定
者
と
な
る
の
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
卓
越
し
た
賢
明
な
る
摂
理
」
こ
そ
が
、
国
王
と
人
民
と
の
間
の
確
実

な
る
裁
定
者
と
さ
れ
、
非
常
時
の
必
要
に
基
づ
く
国
王
大
権
の
行
使
も
ま
た
、
こ
の

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
摂
理
に
服
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る 

１
２
６ 

。
こ
こ
に
は
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
を
卓
越
し
た
確
実
な
基
本
法
と
捉
え
、
国
王
と
臣
民
と
の
間
の
裁
定
者

と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

そ
し
て
、
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
摂
理
」
に
よ
る
な
ら
ば
、
戦

時
の
課
税
は
、
「
攻
撃
」
戦
争
と
「
防
衛
」
戦
争
に
分
け
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
攻
撃
戦
争
は
「
予
期
せ
ぬ
突
然
の
戦
争
」
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
「
国
王
自
身
の
行
為
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
国
王
の
意
思
に
基
づ
く

決
定
で
あ
る
以
上
、
国
王
は
「
熟
慮
（deliberation

）
」
の
上
で 

１
２
７ 

意
思
決
定

を
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
結
果
そ
れ
が
「
正
当
か
つ
必
要
な
戦
争
」
で
あ
る
と
考
え

る
な
ら
ば
、
議
会
の
同
意
を
通
じ
て
「
臣
民
の
補
佐
」
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
攻
撃
戦
争
は
「
突
然
の
予
期
せ
ぬ
戦
争
」
に
は
該
当
し
な
い
。
「
外

敵
の
侵
入
に
よ
る
防
衛
戦
争
」
の
み
が
「
突
然
の
予
期
せ
ぬ
戦
争
」
に
該
当
す
る
の

で
あ
る
、
と
。
し
か
し
、
こ
の
防
衛
戦
争
の
場
合
で
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
摂
理
に

従
う
な
ら
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
国
王
に
通
常
の
歳
入
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
ま
ず
は
こ
れ
で
賄
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
も
し
更
な
る
戦
費
調
達
の
必
要
か
ら

課
税
を
行
う
場
合
に
は
、
や
は
り
「
議
会
に
お
け
る
共
通
の
同
意
」
を
必
要
と
し
、
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「
国
王
自
身
の
意
向
」
だ
け
で
は
決
定
で
き
な
い
と
、
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
は
い
う
。
な

ぜ
な
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
従
う
な
ら
ば
、
「
臣
民
の
自
由
か
つ
自
発
的
な
同
意
」

な
し
に
は
、
臣
民
か
ら
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る 

１
２
８ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
は
、
「
戦
時
」
と
い
う
非
常
時
も
含
め
て
、
国
王

大
権
の
行
使
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
か
せ
、
一
定
の
法
的
制
約
を
講
じ
よ
う
と
試

み
る
が
、
こ
う
し
た
企
図
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
な
か
に
広
く
確
認
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
六
一
〇
年
議
会
に
お
け
る
上
記
の
一
連
の
討
議

の
な
か
で
、
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
は
、
過
去
の
先
例
を
詳
細
に
引
証
し
つ
つ
、
「
宣
戦
布

告
あ
る
い
は
和
平
締
結
」
が
国
王
の
「
王
位
（crow

n

）
」
に
属
す
る
大
権
で
あ
る
こ

と
を
認
め
た
う
え
で
、
し
か
し
そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
「
議
会
に
よ
っ
て
も
取

り
扱
わ
れ
、
決
定
さ
れ
て
き
た
」
事
柄
で
あ
る
と
指
摘
し
、
「
議
会
に
お
け
る
請
願

と
同
意
の
下
に
あ
る
国
王
の
権
力
」
こ
そ
が
「
絶
対
的
」
で
あ
る
と
主
張
す
る 

１
２
９ 

。

ま
た
、
ヘ
ネ
イ
ジ
・
フ
ィ
ン
チ
も
、
た
し
か
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
は
、
国
王
に
対

し
て
「
自
ら
の
意
思
と
意
向
に
基
づ
い
て
あ
ら
ゆ
る
国
と
の
戦
争
と
講
和
を
決
定
す

る
高
次
の
絶
対
的
な
権
力
」
を
承
認
し
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
重
要
な
の
は
、

和
戦
の
決
定
と
い
う
「
こ
の
最
も
高
度
な
点
に
お
い
て
、
法
は
、
た
だ
じ
っ
と
静
観

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
国
内
で
の
戦
争
と
外
地
で
の
戦
争
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

る
か
を
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
「
国
内
戦
争

で
あ
れ
、
対
外
戦
争
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
侵
略
戦
争
で
あ
れ
、
防
衛
戦
争
で
あ
れ
」
、

戦
争
の
な
か
で
生
じ
る
数
多
く
の
「
不
慮
の
出
来
事
と
付
随
物
」
に
つ
い
て
も
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
こ
そ
が
そ
れ
ら
を
「
論
争
し
、
検
証
し
、
判
断
す
る
」
の
で
あ
る
と 

１
３
０ 

。 

 

ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
や
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
、
へ
ネ
イ
ジ
・
フ
ィ
ン
チ
、
さ
ら
に
は
先
述
の

ヘ
ド
リ
ィ
ら
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
六
一
〇
年
議
会
の
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
た
ち
の
な
か
に
顕
著
に
確
認
さ
れ
る
の
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
確
実
性
を
強
調
し
、

そ
れ
を
国
王
と
臣
民
と
の
間
の
権
威
あ
る
裁
定
者
な
い
し
判
断
者
と
し
て
位
置
づ
け

よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
歴
史
研
究
の
影
響

下
で
、
法
に
お
け
る
「
理
性
」
の
契
機
を
専
ら
追
求
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
的

改
変
を
積
極
的
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
歴
史
的
に
相
対
化
さ
せ
、

現
行
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
改
革
を
積
極
的
に
推
進
し
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
後
期
の

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
法
学
的

、
、
、
な
姿
勢
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
一
六
一
〇
年
議
会
以

降
に
表
現
さ
れ
た
（
潜
在
的
に
は
一
六
〇
六
年
の
ベ
イ
ト
事
件
判
決
以
降
と
思
わ
れ

る
）
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
言
説
は
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
に
よ
る
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
保
障
と
国
王
権
力
の
制
限
を
最
優
先
課
題
と
し
た

政
治
的

、
、
、
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
の
政
治
的
要
請
か
ら
生
ま
れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
問
題
関

心
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
」
と
「
議
会
の
絶
対
性
」
と
い
う
形
で
表
現
さ

れ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
、
同
時
代
の
ほ
と
ん
ど
の
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち

に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。 

次
に
挙
げ
る
ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ュ
ラ
ー
の
一
六
一
〇
年
議
会
で
の
言
説
も
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
を
有
事
の
場
合
も
含
め
て
国
王
と
臣
民
と
の
間
の
確
実
で
権
威
あ
る
裁
定

者
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
営
為
を
議
会
の
権
能
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
国

王
権
力
の
限
界
を
図
る
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
態
度
を
非
常
に
明
瞭
に
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示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
フ
ュ
ラ
ー
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
、

臣
民
の
み
な
ら
ず
国
王
を
も
導
く
「
王
国
の
最
も
高
次
の
伝
統
遺
産
」
と
し
て
捉
え

る
。
フ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
は
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
社
会
を
形
成
す
る
傾
向

を
備
え
た
」
存
在
で
あ
る
。
こ
の
人
間
社
会
は
、
そ
の
な
か
に
存
す
る
「
不
協
和
」

に
よ
っ
て
、
「
君
主
」
な
い
し
「
統
治
者
」
の
存
在
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

る
。
し
か
し
、
こ
の
君
主
な
い
し
統
治
者
が
不
正
な
統
治
に
陥
る
危
険
性
を
回
避
す

る
た
め
に
、
社
会
に
は
必
然
的
に
「
君
主
と
人
民
の
双
方
を
導
く
法
」
が
必
要
と
な

る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
「
国
土
の
法
」
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
こ
れ
に
あ

た
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
「
正
義
と
衡
平
か
ら
な
る
公
正
な
支
配
（right rule of 

justice and equity

）
」
に
よ
っ
て
、
君
主
お
よ
び
臣
民
の
「
善
」
の
た
め
に
、
「
あ

ら
ゆ
る
事
柄
を
導
き
、
方
向
づ
け
る
」
も
の
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
「
法
の
権
力
」
が
、
「
国
王
の
権
力
」
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
あ
り
得
な
い
以
上
、
「
国
王
は
勅
許
に
よ
っ
て
、
国
土
の
法
を
変
更
し
た
り
、
改

変
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
す
な
わ
ち
、
フ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
の
改

変
と
は
、
単
独
の
国
王
が
も
つ
大
権
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、

国
王
と
貴
族
院
と
庶
民
院
が
集
う
「
議
会
」
の
権
威
に
お
い
て
の
み
可
能
と
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た 

１
３
１ 

。 

さ
ら
に
、
フ
ュ
ラ
ー
は
、
国
王
が
「
戴
冠
の
際
の
宣
誓
に
よ
っ
て
」
王
国
の
法
に

遵
っ
て
統
治
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
強
調
す
る
。
た
し
か
に
、

「
国
王
の
大
権
」
は
「
非
常
に
高
度
な
性
格
を
持
つ
事
柄
」
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

た
と
え
「
国
王
の
行
為
が
大
権
の
外
観
を
と
っ
て
行
使
さ
れ
た
と
し
て
も
」
、
そ
れ

が
「
臣
民
の
財
、
土
地
、
自
由
」
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
や
は
り
「
王
国

の
法
と
慣
習
に
従
っ
て
臣
民
を
統
治
す
る
」
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ュ
ラ

ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
「
戦
時
」
の
よ
う
な
非
常
時
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま

る
と
い
う
。
国
王
は
、
戦
時
に
お
い
て
財
源
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
時
、
臣
民
の
「
補

助
金
（subsidy

）
」
に
よ
っ
て
こ
れ
を
調
達
す
る
。
し
か
し
「
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
時

代
に
お
い
て
」
、
こ
の
補
助
金
の
拠
出
は
、
「
臣
民
の
同
意
に
よ
っ
て
」
、
す
な
わ

ち
「
議
会
に
よ
っ
て
」
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
国
王
の
絶
対
的
権
力
に
よ

っ
て
」
行
使
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ヘ
ン
リ
ー
四
世
治
世
下
で
確
認
さ
れ
た
よ
う

に
、
国
王
と
い
え
ど
も
「
臣
民
の
財
に
対
し
て
は
、
彼
の
同
意
な
し
に
課
税
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
が
ゆ
え
に
、
た
と
え
戦
時
の
国
王
大
権
と
い
え
ど
も
、
「
国
王
は
、

臣
民
の
財
に
対
し
て
、
議
会
に
よ
ら
ず
に
、
彼
自
身
の
権
力
に
よ
っ
て
課
税
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
る 

１
３
２ 

。
「
臣
民
が
彼
自
身
の
手
に
自
ら
の
プ
ロ
パ
テ
ィ

を
維
持
」
し
、
「
国
王
大
権
」
と
い
え
ど
も
「
臣
民
が
持
つ
相
続
財
産
」
を
侵
害
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
原
則
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
規
定
す

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
、
「
理
性
」
に
適
い
、
「
万
民
法
（the law

s of 

nations

）
」
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
と 

１
３
３ 

。
あ
く
ま
で
課
税
は
「
議
会
に
お

け
る
国
王
と
人
民
と
の
相
互
の
同
意
」
に
基
づ
く
こ
と
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
要
諦
と
さ
れ
て
い
る 

１
３
４ 

。 
六
月
二
三
日
か
ら
七
月
三
日
に
か
け
て
の
庶
民
院
の
審
議
過
程
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
た
ち
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
以
上
の
よ
う
な
国
制
論
は
、
一
六
一
〇
年
議
会
に

お
け
る
庶
民
院
の
ほ
ぼ
総
意
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
実
際
、
こ
の
直
後
の
七
月
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一
七
日
に
は
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
議
会
の
同
意
に
よ

る
以
外
に
、
国
王
は
臣
民
の
財
に
対
し
て
合
法
的
な
課
税
を
行
う
こ
と
は
で
き
な

い
」
こ
と
を
言
明
し
た
法
案
が
、
「
何
ら
の
反
対
意
見
も
な
し
に
」
庶
民
院
を
通
過

し
た
の
で
あ
っ
た 
１
３
５ 
。 

わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
、
一
六
一
〇
年
議
会
で
本
格
的
に
構
想
さ

れ
た
「
古
来
の
国
制
」
論
は
、
そ
の
後
一
七
世
紀
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
立
憲
主
義

と
議
会
主
義
の
理
念
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
に
は
、
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
論
、
憲
政
論
の
基
本
的
な
構
想
が
す
で
に

十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、

一
六
一
〇
年
議
会
で
展
開
さ
れ
た
論
拠
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
そ
の
後
の
議

会
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
り
な
が
ら
継
承
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
そ

の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
議
論
の
一
つ
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
治
世
下
の
一
六
二
八
年

の
議
会
で
展
開
さ
れ
た
戦
時
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
軍
法
の
関
係
を
め
ぐ
る
議

論
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
学
者
が
、
「
軍
法
（m

artial law

）
の
施
行
は
主
権
者

（sovereign

）
あ
る
い
は
国
家
（state

）
が
そ
れ
を
必
要
と
考
え
た
」
と
き
に
発
動

さ
れ
る
も
の
だ
と
主
張
し
た
こ
と
に
対
し
、
ク
ッ
ク
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
、
あ

く
ま
で
も
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
軍
法
を
拘
束
す
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

反
論
し
、
軍
法
の
発
動
が
国
王
の
意
思
に
専
権
的
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
つ
よ
く
主
張
し
た 

１
３
６ 

。
こ
の
一
連
の
討
議
の
な
か
に
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
期
か
ら
ず
っ
と
通
底
し

て
き
た
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
王
権
側
に
与
す
る
者

と
の
あ
い
だ
の
対
立
軸
が
最
も
端
的
に
あ
る
い
は
鋭
角
的
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
そ
こ
に
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
非
常
時
を
名
目
と
し
た
国
王
の
絶

対
的
大
権
の
行
使
と
い
う
展
開
を
い
か
に
恐
れ
て
い
た
か
、
ま
た
彼
ら
が
こ
の
戦
時

の
絶
対
的
大
権
ま
で
も
含
め
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
支
配
を
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
に
い
か

に
傾
注
し
て
い
た
か
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
で
は
戦
時
に
お
け
る
軍

法
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
六
二
八
年
議
会
で
の
討
議
を
少
し
た
ど

っ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。 

一
六
二
八
年
議
会
で
最
も
大
き
な
争
点
の
一
つ
と
な
っ
た
の
は
、「
軍
法
（m

artial 

law

）
」
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
法
学
者
で
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
マ
ー

ト
ン
（Sir H

enry M
arten

）
に
よ
れ
ば
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
便
宜
良
く
（w

ith 

conveniency

）
執
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
軍
法
は
行
使
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
。

し
か
し
「
戦
時
に
お
い
て
は
必
要
、
、
に
従
っ
て
軍
法
が
」
行
使
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
﹇
傍
点
筆
者
﹈
。
そ
し
て
こ
の
発
言
に
与
す
る
よ
う
に
、
他
の
ロ
ー
マ
法
学
者
の

議
員
が
、
戦
時
に
お
い
て
は
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
私
法
で
は
な
く
、
軍
法
が
認

め
ら
れ
る
」
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た 

１
３
７ 

。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
ロ
ー
マ
法
の

見
地
か
ら
い
え
ば
、
「
平
時
と
戦
時
は
異
な
る
範
域
」
で
あ
り
、
戦
時
に
お
い
て
は

「
王
国
内
の
軍
法
こ
そ
が
必
要
な
法
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
失
効
す

る
」
と
。
そ
し
て
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
戦
時
の
軍
法
と
は
「
ロ
ー
マ
法
に
よ
る
や
り
方
」

に
基
づ
く
と
主
張
さ
れ
る 

１
３
８ 

。
こ
う
し
た
ロ
ー
マ
法
的
見
地
に
立
っ
た
発
言
に
対

し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
議
員
は
い
っ
せ
い
に
反
発
し
た
。
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王

国
は
ロ
ー
マ
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
べ
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き
」
で
あ
り
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
軍
法
に
つ
い
て
も
考
慮
し
て
お
り
、
軍
法
を
規

制
し
拘
束
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
。
そ
の
根
拠
と
し
て
彼
ら
が
挙
げ
る
の
が
、
「
軍

察
長
官
（C

onstable

）
も
警
備
長
官
（M

arshal

）
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
従
っ
て
」

行
動
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
説
明
で
あ
っ
た 

１
３
９ 

。 

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
ロ
ー
マ
法
学
者
が
「
軍
察
長
官
と
警
備
長
官
の
法
は
国、

王
の
法

、
、
、
で
あ
る
」
﹇
傍
点
筆
者
﹈
と
認
識
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
は
、
こ
れ
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
由
来
し
、
そ
れ
ゆ
え
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て

制
約
さ
れ
る
も
の
と
把
握
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
軍
の
最
高
責
任
者
で

軍
事
に
関
す
る
国
王
の
最
高
顧
問
で
あ
る
「
軍
察
長
官
（Lord H

igh C
onstable

）
」

や
、
彼
と
と
も
に
行
動
す
る
軍
隊
の
主
要
な
官
吏
で
あ
る
「
警
備
長
官
（E

arl 

M
arshal

）
」
は
、
ノ
ル
マ
ン
王
朝
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
導
入
さ
れ
た
官
職

で
あ
っ
た 

１
４
０ 

。
し
か
も
、
こ
う
し
た
事
実
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
の
コ

モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
も
お
そ
ら
く
は
す
で
に
認
識
し
て
い
た
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世

後
期
に
カ
ム
デ
ン
の
「
考
古
家
協
会
」
に
参
加
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
語
源

学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
制
度
を
研
究
し
た
、
ヘ
イ
ク

ウ
ィ
ル
や
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
、
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
、
セ
ル
デ
ン
ら
一
群
の
コ
モ
ン
・
ロ

ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
軍
制
度
に
関
す
る
歴
史
研
究
の
な
か
で
、
そ
れ

ら
が
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る 

１
４
１ 

。
明
ら
か
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
戦
時
に
お
け
る
国
王
の
絶
対
的
大
権
を
コ
モ

ン
・
ロ
ー
と
議
会
を
通
じ
て
制
限
す
る
方
策
を
案
出
す
る
た
め
に
、
か
つ
て
の
ル
ネ

サ
ン
ス
人
文
主
義
に
根
ざ
し
た
歴
史
認
識
を
意
図
的
に
曲
げ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
本
稿
で
は
、
エ
リ
サ
ベ
ス
治
世
後
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
に
か
け
て
コ

モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
知
的
態
度
が
当
時
の
政
治
的
要
請
か
ら
大
き
く
転
換
を
遂
げ
た

と
い
う
事
実
を
く
り
返
し
指
摘
し
、
そ
れ
が
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
言

説
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
鍵
と
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
が
、
一
六
二
八
年

議
会
で
軍
法
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
彼
ら
が
示
し
た
見
解
は
こ
う
し

た
事
実
を
裏
づ
け
る
一
つ
の
傍
証
と
な
り
え
る
も
の
で
あ
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
こ
う
し
た
意
図
的
に
曲

解
し
た
歴
史
認
識
に
基
づ
き
な
が
ら
、
非
常
時
の
絶
対
的
大
権
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と

議
会
を
通
じ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
道
を
開
こ
う
と
試
み
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
ノ

イ
も
こ
う
し
た
認
識
に
立
っ
て
、
次
の
よ
う
に
軍
法
を
限
定
的
に
定
義
す
る
。
す
な

わ
ち
、
「
軍
法
と
は
戦
時
お
い
て
軍
隊
の
兵
士
に
対
し

、
、
、
、
、
、
、
、
て、
執
行
さ
れ
る
」
法
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
服
す
る
と
こ
ろ
の
「
軍
察
長
官
や
警
備
長
官
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

不
在
の
際
に

、
、
、
、
、
、
治
安
委
員
会
（com

m
ission

）
に
よ
っ
て
」
行
使
さ
れ
う
る
法
で
あ

る
と
﹇
傍
点
筆
者
﹈
。
そ
し
て
「
戦
時
お
い
て
も
」
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
法
廷

は
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
ノ
イ
は
主
張
す
る
。
ま
た
ク
ッ
ク
も
、
「
コ

モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
な
し
え
な
い
こ
と
で
、
軍
法
に
よ
っ
て
な
し
え
る
こ
と
は
何

も
な
い
」
と
主
張
す
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
「
軍
法
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
ロ
ー
マ
法

と
い
う
「
外
国
の
法
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
に
関
わ
り
を
持
た
な
い
」
と 

１
４
２ 

。 

他
方
、
ロ
ー
マ
法
学
ヘ
ン
リ
ー
・
マ
ー
ト
ン
の
論
拠
に
対
し
て
、
ク
ッ
ク
と
セ
ル
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デ
ン
が
展
開
し
た
以
下
に
紹
介
す
る
反
論
は
、
非
常
時
に
お
け
る
「
公
共
善
」
か
ら

の
「
必
要
性
」
と
い
う
観
念
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
、
国
王
や
ロ
ー
マ
法
学
者
た
ち
と

庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
が
繰
り
広
げ
て
い
た
議
論
の
攻
防
点
を
見
事
に
表
現

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ク
ッ
ク
は
こ
う
議
論
す
る
。
「
軍
法
は
、
﹇
コ
モ
ン
・
ロ

ー
が
実
効
性
を
発
揮
し
得
な
い
﹈
便
宜
の
時
に
（in convenient tim

e

）
用
い
ら
れ

る
と
言
わ
れ
た
が
、
で
は
い
っ
た
い
誰
が
そ
れ
を
判
断
す
る
の
か
」
と
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
「
戦
時
の
便
宜
（convenience

）
と
い
う
観
念
は
、
す
べ
て
の
事
柄
を
絶

対
的
権
力
の
も
と
へ
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
、
そ
の
危
険
性
を
指
摘

す
る
。
ク
ッ
ク
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
「
便
宜
（convenience

）
」
の
問

題
が
、
ほ
か
で
も
な
い
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」
こ
と
で
あ
っ
た 

１
４
３ 

。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
議
会
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
い
て
「
ど
の
よ
う
な
時

に
軍
法
が
施
行
さ
れ
る
の
か
を
規
定
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
「
国

王
の
権
力
は
議
会
制
定
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
う
る
」
の
で
あ
る
と 
１
４
４ 
。
セ
ル
デ

ン
も
ま
た
、
ク
ッ
ク
と
同
様
に
、
戦
時
に
お
け
る
軍
法
の
施
行
を
正
当
化
す
る
「
必

要
（necessity

）
」
、
「
裁
量
（discretion

）
」
、
「
便
宜
（convenience
）
」

と
い
っ
た
、
ロ
ー
マ
法
学
者
が
し
ば
し
ば
用
い
る
観
念
に
対
し
て
、
こ
う
反
論
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
法
律
家
と
し
て
で
は
な
く

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
政
治
家
と
し
て

、
、
、
、
、
、
の
」
ロ
ー
マ
法

学
者
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
見
解
の
差
異
は
、
「
ロ
ー
マ
法
に
よ
れ
ば
、
兵
士
は

軍
法
に
よ
っ
て
の
み
支
配
さ
れ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
」
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
「
兵

士
は
、
便
宜
（conveniency

）
と
い
う
点
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
軍
法
に
従
う
」
と

考
え
て
い
る
点
に
あ
る 

１
４
５ 

。
セ
ル
デ
ン
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
学
者
は
、
す
べ
て

の
事
柄
を
「
便
宜
（convenience

）
と
必
要
（necessity

）
」
に
基
づ
い
て
考
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
「
あ
た
か
も
法
で
あ
る
か
の
よ
う
に
」
論
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
ロ
ー
マ
法
学
者
が
言
う
よ
う
に
便
宜
や
必
要
が
「
法
を
つ
く
る
こ
と
は
な

い
」
の
で
あ
っ
て
、
法
を
つ
く
る
の
は
あ
く
ま
で
「
慣
習
」
か
「
議
会
制
定
法
」
で

あ
る
と 

１
４
６ 

。
セ
ル
デ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
ロ
ー
マ
帝
国
に
由
来
す
る
軍
法
」

を
め
ぐ
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
問
題
に
し
て
い
た
の
は
、
法
律
家
な
い
し
法
学

者
と
し
て
の
「
軍
法
の
一
般
的
性
格
」
に
関
す
る
定
義
で
は
な
く
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
に
お
い
て
軍
法
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
か
」
と
い
う
政
治
家
と
し
て
の
熟
慮

的
な
判
断
で
あ
っ
た 

１
４
７ 

。
セ
ル
デ
ン
は
い
う
。
た
し
か
に
「
軍
法
は
そ
の
元
の
も

の
は
ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
来
て
お
り
、
軍
法
の
争
点
は
ロ
ー
マ
法
に
由
来
し
て
い
る
」
。

し
か
し
問
題
と
す
べ
き
は
、
「
軍
法
一
般
」
が
も
つ
「
射
程
の
全
体
」
を
踏
ま
え
た

上
で
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
い
て
い
か
に
軍
法
が
運
用
さ
れ
る
の
か
」
、
そ
の
運
用

方
法
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
「
だ
れ
の
前
で
」
あ
る
い
は
「
ど
の
よ
う
な
法
廷
に
お

い
て
」
執
行
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
時
と
場
所
と
対
象
人
に
つ
い
て
、
議
会
と
い
う
場

で
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
っ
た 

１
４
８ 

。 

以
上
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
、
国
王
の
非
常
大

権
と
は
、
彼
の
専
断
で
行
使
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
法
が
必
要
と
認
め
た
時
に
限

定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
の
支
配
と
制
定
法

の
作
成
を
通
じ
た
「
議
会
」
の
審
議
に
服
す
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
公
共
善
」
の
た
め
の
「
必
要
」
と
い
う
観
念
に
基
づ
き
、
国
王
の
超
法
規
的
な
大
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権
の
行
使
を
認
め
る
、
元
来
ロ
ー
マ
法
に
由
来
し
た
絶
対
的
権
力
の
観
念
も
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
見
解
で
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
摂
理
」
と
「
議
会
の
同
意
」
に

よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
。 

 

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
主
た
る
狙
い
は
、
国
王
大
権
に
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
と

「
議
会
」
に
よ
る
二
重
の
制
約
を
課
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い

が
、
そ
の
重
要
な
転
機
あ
る
い
は
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
本
稿
で
こ
れ
ま
で
確
認
し

て
き
た
よ
う
に
、
一
六
一
〇
年
議
会
に
お
け
る
庶
民
院
の
審
議
で
あ
っ
た
。
先
述
し

た
よ
う
に
、
主
権
な
い
し
主
権
的
権
力
を
「
議
会
に
お
け
る
国
王
の
権
力
」
に
求
め

る
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
の
構
想
は
、
議
会
を
通
じ
た
国
王
大
権
の
制
約
を
企
図
し
た
も

の
で
あ
る
し
、
平
時
と
戦
時
の
双
方
に
お
い
て
国
王
の
統
治
権
力
を
「
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
摂
理
」
の
下
に
置
こ
う
と
す
る
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
の
構
想
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を

通
じ
た
国
王
大
権
の
制
約
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
国
王
の
絶
対
的
権
力
を
限
界
づ
け
る
試
み
は
、

国
王
の
権
力
が
「
時
の
叡
智
」
に
よ
る
「
検
証
さ
れ
た
理
性
」
を
持
つ
コ
モ
ン
・
ロ

ー
に
由
来
す
る
と
定
義
し
た
う
え
で
、
そ
し
て
そ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
な
ら
ば
、
国
王
の
絶
対
的
権
力
と
は
、
「
議
会
の
同
意
」
と
い
う
補
佐
を

得
た
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
の
み
が
持
つ
と
こ
ろ
の
「
絶
対
的
権
力
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
だ
と
定
義
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
」
と
「
議
会
の
絶
対
性
」
と
い
う
二
つ
の
論

拠
を
両
立
さ
せ
つ
つ
、
も
っ
て
国
王
の
「
絶
対
的
権
力
」
に
対
す
る
制
限
を
講
じ
よ

う
と
し
た
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
国
王
の
絶
対
的
権
力
の

主
張
を
、
通
時
的
に
は
「
時
と
経
験
の
叡
智
」
に
基
づ
く
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性

に
よ
っ
て
、
そ
し
て
共
時
的
に
は
王
国
全
体
の
叡
智
を
結
集
し
た
「
議
会
の
理
性
と

叡
智
」
に
よ
っ
て
、
二
重
に
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。 

 

他
方
で
、
こ
の
よ
う
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
国
制
の
文
脈
の
な
か
で
、
国
王

の
絶
対
的
権
力
を
、
戦
時
も
含
め
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
法
の
支
配
と
議
会
に
よ

る
審
議
お
よ
び
同
意
に
よ
っ
て
二
重
に
制
限
し
よ
う
と
す
る
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
、
当
時
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
普
及
し
た
主
権
概
念
、

す
な
わ
ち
国
家
に
固
有
の
至
上
か
つ
不
可
分
の
絶
対
的
な
権
力
を
「
主
権
」
と
し
て

定
義
し
、
そ
れ
を
君
主
に
委
ね
よ
う
と
す
る
観
念
に
い
か
に
対
処
す
る
か
と
い
う
問

題
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
避
け
て
通
る
こ
と

の
で
き
な
い
重
大
な
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
主
権
と
い
う
概
念
は
、
さ
き
ほ
ど
述
べ

た
よ
う
な
ロ
ー
マ
法
学
者
の
戦
時
に
お
け
る
絶
対
的
な
国
王
大
権
の
言
説
の
延
長
線

上
に
位
置
し
、
し
か
も
そ
れ
は
よ
り
原
理
的
に
定
式
化
さ
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
。
そ

も
そ
も
主
権
概
念
の
成
立
は
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
ネ
オ
・
バ

ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ
ー
マ
法
学
が
提
示
し
た
あ
ら
ゆ
る
国
家
に
妥
当
す
る
法
の
一
般

原
理
の
重
要
な
帰
結
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
君
主
権
力
を
絶
対
化
す
る
政
治

的
資
源
と
も
な
り
得
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ
ー
マ
法
学

の
影
響
を
受
け
て
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
の
新
た
な
主

権
概
念
へ
の
対
応
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
早
く
か
ら
重
大
な
課
題
と
な
っ
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て
い
た
。
す
で
に
一
六
一
〇
年
議
会
で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
の
「
議
会
に
お
け
る

国
王
」
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
国
制
観
の
な
か
で
主
権
概
念
を
読
み
替
え

よ
う
と
す
る
構
想
が
存
在
し
た
し
、
さ
ら
に
一
六
二
八
年
議
会
に
お
い
て
は
『
権
利

請
願
』
を
起
草
す
る
際
に
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
権
概
念
に
対
す
る
コ
モ
ン
・
ロ

ー
ヤ
ー
の
強
固
な
反
発
姿
勢
が
示
さ
れ
た
。
「
古
来
の
国
制
」
論
を
展
開
し
た
前
期

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
、
国
王
大
権
を
理
論
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
絶
対
化
し
か
ね
な
い
フ
ラ
ン
ス
の
主
権
概
念
は
、
イ

ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
枠
内
か
ら
排
除
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
で
は
国
王
権
力
に
つ
い
て
考
察
し

た
本
節
の
最
後
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
一
六
二
八
年
議
会
に
お
け
る
主
権
論
争
を

追
っ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。 

 

一
六
二
八
年
議
会
で
は
、
庶
民
院
は
ク
ッ
ク
を
中
心
と
し
て
、
臣
民
の
身
体
や
財

産
の
自
由
の
保
障
を
求
め
る
『
権
利
請
願
』
を
起
草
し
、
貴
族
院
に
も
同
調
を
求
め

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
院
協
議
会
の
場
に
お
い
て
貴
族
院
は
、
『
権
利
請
願
』
が

「
人
民
の
保
護
、
安
全
、
幸
福
の
た
め
に
国
王
陛
下
（M

ajesty

）
に
託
さ
れ
て
い
る

主
権
者
権
力
（Sovereign pow

er

）
」
を
侵
害
し
な
い
よ
う
留
意
し
て
い
る
旨
を
明

記
し
た
付
帯
事
項
を
、
庶
民
院
の
原
案
に
付
け
加
え
る
よ
う
要
求
し
た
１
４
９

。
も
っ
と

も
、
「
主
権
者
権
力
（Sovereign pow

er

）
」
と
い
う
新
規
な
言
葉
を
用
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
貴
族
院
が
大
陸
に
お
け
る
主
権
概
念
を
承
認
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
た

わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
貴
族
院
の
釈
明
に
よ
れ
ば
、「
主
権
者
権
力
（Sovereign 

pow
er

）
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
「
何
ら
新
し
い
こ
と
を
付
与
す
る
意
図
は
な
い
」

し
、
現
に
「
最
高
位
者
（Sovereign

）
」
で
あ
る
国
王
が
持
つ
そ
の
地
位
に
応
じ
て

持
つ
べ
き
「
権
力
（Pow

er

）
」
を
指
し
て
〈Sovereign Pow

er

〉
と
呼
ん
で
い
る

の
で
あ
る
と
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
従
来
か
ら
国
王
が
当
然
に
持
つ
と
こ
ろ
の
「
国

王
大
権
（Prerogative

）
」
を
、
「
よ
り
緩
や
か
な
」
表
現
に
置
き
換
え
た
も
の
で

あ
り
、
決
し
て
「
主
権
一
般
（Sovereign Pow

er in general

）
」
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
と 

１
５
０ 

。
こ
こ
で
の
貴
族
院
の
意
図
は
、
国
王
の
大
権
と
臣
民

の
自
由
を
と
も
に
維
持
す
る
伝
統
的
な
均
衡
理
念
の
確
認
に
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
の
と

こ
ろ
、
そ
れ
を
あ
え
て
大
陸
の
人
文
主
義
の
教
養
に
通
じ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
好
感
を

も
つ
言
葉
に
置
き
換
え
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
王
と
の
決
定
的
な
対
決
を
避

け
な
が
ら
、
権
利
請
願
の
受
諾
を
容
易
に
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
意
図
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
庶
民
院
で
は
、
こ
う
し
た
貴
族
院
の
提
案
に
対
し
て
断
固
拒
否

す
る
意
見
が
相
次
い
だ
。
そ
こ
に
は
、
た
と
え
含
意
す
る
と
こ
ろ
が
国
王
大
権
の
言

い
換
え
で
あ
り
、
伝
統
的
な
均
衡
理
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
し
て
も
、
「
主
権
者

権
力
（Sovereign Pow

er

）
」
と
い
う
術
語
を
用
い
る
こ
と
そ
の
も
の
に
対
す
る
強

い
懸
念
と
反
発
が
見
て
取
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ル
フ
ォ
ー
ド
は
こ
う
言
及
す
る
。

「
そ
も
そ
も
主
権
者
権
力
（Sovereign Pow

er

）
と
は
何
で
あ
る
か
、
を
書
か
れ
た

も
の
の
な
か
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。
ボ
ダ
ン
は
、
主
権
は
何
ら
の
制
約
に
も
服
さ

な
い
と
言
っ
て
い
る
し
、
わ
れ
わ
れ
は
主
権
者
権
力
に
よ
っ
て
法
的
権
力
（Legal 

Pow
er

）
と
同
時
に
、
国
王
権
力
（R

egal Pow
er

）
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
あ
く
ま
で
法
が
与
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
国
王
に
与
え
、
そ
れ
以
上
の
も
の
は
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与
え
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
。
ア
ル
フ
ォ
ー
ド
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
国
王
が
持
つ

権
力
と
は
国
王
大
権
も
含
め
て
す
べ
て
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
法

に
基
づ
か
な
い
王
権
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
ピ
ム
は
こ
う
語
る
。

「
私
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
は
主
権
が
何
で
あ
る
か

を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
わ
れ
わ
れ
の
請
願
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
法
に
適
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
権
者
権
力
な
る
も
の
は
、

法
に
属
す
る
権
力
（the Pow

er of the Law

）
と
は
異
な
っ
た
別
様
の
権
力
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
国
王
の
人
格
（Person

）
にSovereign

と
い
う
言
葉
を
つ

け
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
国
王
の
権
力
に
つ
け
る
こ
と
は
知
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
わ
れ
わ
れ
は
国
王
に
主
権
者
権
力
な
る
も
の
を
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま

た
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
権
力
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
。

ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
も
こ
う
反
論
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
﹇
主
権
者
権
力
に
つ
い
て
触
れ

た
﹈
こ
れ
ら
の
言
葉
を
認
め
て
は
安
全
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
ら
の
文
言
は
わ
れ

わ
れ
の
請
願
の
全
体
に
わ
た
っ
て
適
用
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
留
保
条
項

の
性
質
を
持
ち
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
た
ち
が
あ
た

か
も
国
王
の
大
権
を
侵
害
し
た
か
の
よ
う
な
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
」
１
５
１ 

。 

 

以
上
の
よ
う
な
発
言
の
な
か
に
は
、
「
主
権
」
と
い
う
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統

的
国
制
の
観
念
と
は
馴
染
み
の
な
い
異
質
な
概
念
に
対
す
る
警
戒
と
、
か
え
っ
て
そ

れ
が
国
王
大
権
を
理
論
的
に
正
当
化
し
、
従
来
以
上
の
絶
対
的
権
力
を
国
王
に
与
え

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
。
ノ
イ
は
、
過
去
の

い
か
な
る
制
定
法
や
請
願
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
「
わ
れ
わ
れ
に
馴

染
み
の
な
い
言
葉
」
を
用
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
疑
わ
し
い
言
葉
は
有
害
な
解
釈
を

生
じ
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
指
摘
す
る
１
５
２

。
こ
う
し
た
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
の
懸
念
を
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
よ
り
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

も
し
仮
に
主
権
の
留
保
条
項
が
付
加
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
「
強
制
公
債
そ
の
他
同
種

の
金
銭
徴
収
は
、
こ
の
国
土
の
法
﹇
コ
モ
ン
・
ロ
ー
﹈
と
制
定
法
に
よ
っ
て
、
議
会

の
立
法
を
通
じ
た
共
通
の
同
意
に
よ
ら
な
け
れ
ば
課
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と

い
う
権
利
請
願
の
条
項
は
、
「
強
制
公
債
お
よ
び
同
種
の
負
担
は
、
主
権
者
権
力
に

、
、
、
、
、
、

よ
る
の
で
な
け
れ
ば

、
、
、
、
、
、
、
、
、
議
会
の
同
意
な
し
に
は
命
じ
ら
れ
た
り
、
集
め
ら
れ
た
り
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
﹇
傍
点
は
筆
者
、
本
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
表
示
﹈
と
解
釈
さ

れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
ま
た
同
様
に
、
「
こ
の
王
国
の
自
由
な
臣
民
は
理
由
を
示

さ
れ
る
こ
と
な
く
投
獄
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
の
条
項
も
、
主
権
者
権
力
を
認

め
る
留
保
条
項
に
よ
っ
て
、
「
こ
の
王
国
の
自
由
な
臣
民
は
法
に
よ
っ
て
、
主
権
者

、
、
、

権
力
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
理
由
も
示
さ
れ
ず
逮
捕
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と

解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
、
こ
の
主
権
者
権
力
に
関
す

る
留
保
条
項
が
「
国
王
の
主
権
者
権
力
を
王
国
の
法
﹇
コ
モ
ン
・
ロ
ー
﹈
と
制
定
法

に
優
位
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
結
論
づ
け
る 

１
５
３ 
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
ピ
ム
、
ウ
ェ
ン
ト
ワ
ー
ス
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
ら
の
一
連
の
発
言
と

呼
応
し
て
、
ク
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
こ
う
し
た
主
権
者
権
力
な
る
言
葉
に
よ

る
留
保
事
項
は
「
非
常
に
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
率
直
に
言
っ
て
、
こ
の
主
権
条
項
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は
請
願
の
全
項
目
を
侵
害
し
、
わ
れ
わ
れ
の
請
願
全
体
を
廃
棄
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

…
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
請
願
を
調
べ
て
み
れ
ば
よ
い
。
国
王
の
主
権
者
権
力
に
関
す
る

留
保
条
項
の
あ
る
請
願
な
ど
は
決
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
。
私
は
国
王
大
権
が
法
の

一
部
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
主
権
は
議
会
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
で
は
な
い
。

私
の
意
見
で
は
、
主
権
は
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
や
す
べ
て
の
制
定
法
を
弱
体
化
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
や
制
定
法
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
主
権
者
権
力
に
関
す
る
留
保
条
項
を
伴
っ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
な
の
で

あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
主
権
条
項
を
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
法

と
い
う
基
礎
を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
な
れ
ば
建
物
は
崩

壊
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
何
を
放
棄
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に

注
意
せ
よ
。
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
こ
そ
は
わ
れ
わ
れ
の
同
胞
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
か
な

る
主
権
者
（Sovereign

）
も
持
た
な
い
。
こ
の
主
権
者
な
る
も
の
は
、
マ
グ
ナ
・
カ

ル
タ
や
、
そ
れ
を
確
証
し
た
制
定
法
に
は
な
か
っ
た
と
私
は
思
う
。
も
し
わ
れ
わ
れ

が
こ
れ
を
認
め
れ
ば
、
暗
黙
の
裡
に
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
法
を
超
越
す
る
主
権
者
権

力
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
法
に
基
づ
く
権
力
（Pow

er in Law
）
が
、

実
力
に
と
も
な
う
権
力
（Pow

er w
ith force

）
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

…
主
権
者
権
力
を
制
限
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
法
に
従
っ
て
特

権
を
保
持
し
よ
う
。
法
を
超
え
た
権
力
は
、
国
王
と
人
民
が
こ
れ
以
上
論
議
す
る
の

に
適
し
た
も
の
で
は
な
い
」
１
５
４ 

。 

マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
を
古
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
確
証
し
た
法
と
捉
え
、
い
わ
ゆ
る

マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
神
話
に
立
っ
て
「
古
来
の
国
制
」
論
を
展
開
し
た
ク
ッ
ク
に
と
っ

て
、
国
王
権
力
の
問
題
は
あ
く
ま
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
の
古
来
の
伝
統
の
な
か
で

議
論
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
っ
た
。
ク
ッ
ク
が
懸
念
し
た
の
は
、
「
古
来
の
国
制
」

論
に
従
え
ば
、
国
王
権
力
は
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
た
古
来
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
に
も
と
づ
く
法
的
な
権
力
で
あ
る
の
に
対
し
、
大
陸
の
主
権
概
念
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
は
法
を
超
越
し
た
デ
・
フ
ァ
ク
ト
の
権
力
と
し
て
絶
対
化
さ
れ
て
し
ま
う

危
険
性
が
あ
る
と
い
う
点
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
に
と
っ
て
主
権
な
い
し
主
権
者
権
力
と
い
う
術
語
に
よ
っ
て
帰
結
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
国
王
権
力
と
は
、
「
超
越
的
か
つ
無
制
限
な
」
権
力
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
セ
ル
デ
ン
の
発
言
か
ら
言
葉
を
借
り
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
主
権
条
項
の
問

題
は
、
彼
ら
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
、
「
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
う

る
も
の
と
想
定
さ
れ
た
正
当
な
権
力
」
と
「
超
越
的
か
つ
無
制
限
な
も
の
と
想
定
さ

れ
る
主
権
者
権
力
」
と
い
う
「
多
大
な
相
違
」
を
国
制
上
に
生
み
出
す
き
わ
め
て
危

険
な
事
柄
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た 

１
５
５ 

。 

一
六
一
〇
年
議
会
に
お
け
る
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
の
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
の
理

念
は
、
大
陸
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
ら
人
文
主
義
者
の
展
開
し
た
主
権
概
念
を
、
ス
ミ

ス
以
来
の
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
読
み
替
え
な
が
ら
、

主
権
を
持
つ
主
体
を
国
王
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
議
会
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
す

る
試
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
本
章
第
四
節
の
議
会
特
権
に
関
す
る
考
察
で
詳
述
す
る

よ
う
に
、
議
会
が
宣
戦
講
和
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
国
王
大
権
の
範
域
を
自
ら
能
動
的

に
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
一
六
二
一
年
議
会
の
『
抗
議
文
』
の
「
討
論
の

自
由
」
に
関
す
る
事
項 
１
５
６ 

と
も
関
連
し
あ
い
な
が
ら
、
一
七
世
紀
後
半
の
議
会
主

、
、
、
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権
の
確
立
を
先
駆

、
、
、
、
、
、
、
す
る
言
説
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
六
二
八

年
議
会
で
の
『
権
利
請
願
』
に
ま
つ
わ
る
主
権
概
念
の
論
争
は
、
至
高
か
つ
不
可
分

の
主
権
を
単
一
の
君
主
に
担
わ
せ
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
に
属
す
る
絶
対
的
権
力
の
範
域

を
概
念
的
に
定
義
し
た
大
陸
の
主
権
理
論
を
拒
否
す
る
形
で
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
な

が
ら
、
国
王
大
権
も
含
め
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王
権
力
を
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
お
よ

び
こ
れ
を
確
証
し
た
と
さ
れ
る
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の
絶
対
性
の
言
説
に
よ
っ
て
基
礎

づ
け
、
イ
ギ
リ
ス
独
特
の
立
憲
主
義
的
な
「
法
の
支
配
」
を
宣
言

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
し
て
い
く
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
見
ら
れ
た
こ
れ
ら
二
つ
の

原
理
は
、
一
六
八
八
年
の
「
名
誉
革
命
体
制
」
の
な
か
で
、
相
関
し
合
う
一
つ
の
統

治
観
念
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

  

以
上
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
こ
そ

が
、
統
治
の
基
本
構
造
を
定
立
し
た
高
次
法
と
し
て
、
統
治
に
お
け
る
究
極
の
裁
定

者
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
国
王
と
臣
民
の
双
方
を
導
く
統
治
の
指
導
原
理

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
国
王
、
臣
民
、
裁
判
官
と
い
っ
た
人
的
権
威

が
法
の
基
礎
と
な
る
の
で
は
な
く
、
「
時
の
検
証
」
に
由
来
す
る
歴
史
的
通
用
性
と

合
理
性
こ
そ
が
法
の
権
威
と
確
実
性
を
賦
与
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
核
心
に
あ
る
の
は
、
「
絶
対
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
の
主
張
を
含
め
た
諸
々
の
「
臣

民
の
自
由
」
の
保
障
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
そ
の
臣
民
の
自
由
を
護

る
、
確
実
で
権
威
あ
る
至
高
の
存
在
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ク

ッ
ク
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
こ
の
王
国
の
臣
民
が
持
つ
と
こ
ろ

の
、
も
っ
と
も
古
来
の
、
そ
し
て
も
っ
と
も
最
上
の
相
続
財
産
」
１
５
７ 

だ
と
表
現
し

た
し
、
同
様
に
ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ュ
ラ
ー
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
国
王
と
臣
民
が
そ

れ
に
よ
っ
て
と
も
に
導
か
れ
る
王
国
の
高
等
な
相
続
財
産
」１
５
８

で
あ
る
と
主
張
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
王
大
権
が
、
か
り
に
戦
時
の
よ
う
な
非
常
事
態
に
お
け

る
公
共
善
か
ら
の
必
要
性
を
理
由
と
し
て
で
あ
れ
、
立
法
と
課
税
へ
の
議
会
の
同
意

と
い
う
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
二
大
原
則
を
無
効
に
す
る
と
い
う
行
為
は
、
先
の
ホ
ワ

イ
ト
ロ
ッ
ク
の
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
、
多
く
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
様
式
の
転
覆
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
か
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
法
に
よ
る
国
王
大
権
の
制
限
は
、
す
で
に
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
も

窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
通
じ
た
「
臣
民
の
自
由
」
の
保
障
、
な
か
ん

ず
く
あ
ら
ゆ
る
自
由
の
基
礎
と
し
て
の
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
の
絶
対
性
を
眼
目
と
し
て

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
本
章
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
を
最
終
的
に
司
る
の
が
「
議
会
」
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

が
保
障
す
る
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
絶
対
性
を
含
む
臣
民
の
自
由
を
、
国
王
大
権
か
ら
擁
護

す
る
の
も
ま
た
「
議
会
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト

期
、
少
な
く
と
も
一
六
四
○
年
代
の
内
乱
期
に
お
け
る
議
会
権
力
の
専
制
化
を
経
験

す
る
ま
で
は
、
絶
対
主
義
へ
と
傾
斜
す
る
王
権
と
の
対
抗
関
係
か
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
に
基
づ
い
て
「
臣
民
の
自
由
あ
る
い
は
特
権
」
を
擁
護
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
い
て
「
議
会
の
特
権
」
を
主
張
す
る
こ
と
と
表
裏
一
体
の
構

成
を
な
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
次
節
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
の
言
説
の
な
か
か
ら
、
臣
民
の
自
由
な
か
ん
ず
く
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
観
念
と
、
そ
れ
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を
護
る
た
め
の
議
会
の
権
能
お
よ
び
特
権
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
を
進
め
て
い
く

こ
と
に
す
る
。 

   

第
四
節 

臣
民
の
自
由
と
議
会
の
特
権 

   

（
一
）
「
絶
対
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー 

  

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
「
古
来
の
国
制
」
論
の
な
か
で
「
臣
民
の
自
由
」
を
め

ぐ
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
政
治
言
説
の
基
底
に
は
、
「
絶

対
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
（absolute property

）
」
の
観
念
が
存
在
し
た
。
か
れ
ら
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
と
は
、
臣
民
の
自
由
を
支
え
る
基
盤
と
し

て
の
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
こ
う
い
う
。
「
原

理
的
に
言
え
ば
、
国
王
の
主
権
（sovereignty

）
は
、
名
誉
（honor

）
と
統
治

（governm
ent

）
の
問
題
に
お
い
て
存
在
し
て
お
り
、
臣
民
の
自
由
（liberty

）
は
、

利
益
（profit

）
と
プ
ロ
パ
テ
ィ
（property

）
の
問
題
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
の

で
あ
る
」
１
５
９ 

。
そ
も
そ
も
こ
の
当
時
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
観
念
は
、
物
に
対
す
る
直

接
的
支
配
と
し
て
の
財
産
権
と
い
う
法
的
な
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
の
存
在
様

式
と
深
く
関
わ
る
規
範
的
問
題
を
内
在
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

当
時
の
人
び
と
の
意
識
で
は
、
土
地
と
そ
の
恵
み
の
使
用
は
、
神
の
被
造
物
た
る

人
間
が
神
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
神
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
神
は
創
造
に
あ
た
っ
て
人
類
に
対
し
て
地
上
と
そ
の
恵

み
を
与
え
給
う
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
土
地
お
よ
び
そ
の
産
物
を
使
用
す
る

人
間
の
権
利
は
、
神
の
意
思
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
権
利
の
使

用
は
同
時
に
、
人
類
の
繁
栄
を
促
進
す
る
と
い
う
神
の
意
思
に
反
し
て
行
使
す
る
こ

と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
「
権
利
」
と
同
時
に
人
類
の
繁
栄
に
貢

献
す
る
と
い
う
「
義
務
」
と
し
て
の
制
限
を
も
負
う
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た 

１
６
０ 

。

し
か
し
な
が
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
、
神
が
こ
の
地
上
を
人
類
に
与
え

た
と
い
う
神
学
上
の
想
定
は
、
決
し
て
各
人
の
具
体
的
な
所
有
形
態
に
つ
い
て
ま
で

示
唆
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
最
も
一
般
的

な
観
念
に
よ
れ
ば
、
地
上
は
、
創
造
の
当
初
、
人
類
に
共
有
の
も
の
と
し
て
与
え
ら

れ
、
そ
の
後
、
自
然
法
の
諸
原
理
か
ら
の
演
繹
と
政
治
社
会
の
一
般
的
慣
習
に
よ
っ

て
成
立
し
た
「
国
法
（the Law

 of N
ations

）
」
に
基
づ
く
「
時
効
取
得

（prescription

）
」
に
よ
っ
て
、
「
私
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
（private property

）
」

が
確
立
し
た
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、
「
自
然
法

（the Law
 of N

ature

）
」
に
お
い
て
は
元
々
あ
ら
ゆ
る
物
が
共
有
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
、
「
国
法
（the Law

 of N
ations

）
」
が
成
立
す
る
に
い
た
っ
て
「
プ
ロ
パ

テ
ィ
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
と
い
う 

１
６
１ 

。
ま
た
ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
「
自
然

法
に
よ
っ
て
土
地
と
財
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
持
つ
も
の
は
だ
れ
も
い
な
い
」
の
で
あ
っ
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て
、
具
体
的
に
ど
の
土
地
と
財
が
各
人
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
構
成
す
る
の
か
と
い
う
問

題
は
、
「
み
ず
か
ら
が
生
ま
れ
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
王
国
の
国
法
（m

unicipal 

law

）
に
よ
っ
て
」
規
定
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
さ
れ
た 

１
６
２ 

。
し
た
が
っ
て
、

フ
ュ
ラ
ー
が
言
明
す
る
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
に
よ

っ
て
、
み
ず
か
ら
の
財
に
対
す
る
十
分
か
つ
完
全
な
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
」

の
だ
と
想
定
さ
れ
て
い
た 

１
６
３ 
。 

こ
の
よ
う
に
、
土
地
と
そ
の
恵
み
に
対
す
る
人
類
の
使
用
の
権
利
は
、
神
の
被
造

物
と
し
て
の
人
間
が
神
の
仕
事
を
遂
行
す
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
必
須
の

条
件
と
し
て
神
か
ら
人
類
に
賦
与
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て
、
神
の
意
思
に
も
と
づ
く

権
利
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
同
時
に
「
万
民
法
」
と
し
て
の
自
然
法
の
規
定
で

も
あ
っ
た
。
他
方
、
土
地
お
よ
び
財
に
対
す
る
各
人
の
具
体
的
な
所
有
関
係
は
、
「
国

法
」
に
も
と
づ
く
「
時
効
取
得
」
を
根
拠
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
、
こ
こ
に
私
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
成
立
の
根
拠
を
見
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
「
私
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
の
問
題
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
の
観
念
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
自
由
な
存
在
で
あ
る
た
め
の
基
盤
的
な
構
成

要
件
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
「
自
由
」
と
は
本
来
的
に
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
依

存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
欠
く
こ
と
は
「
奴
隷
」
の
状
態
に
堕
ち
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ド
リ
ィ
は
い
う
。
「
土
地
と
財
に
対
す
る
…
プ
ロ
パ

テ
ィ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
国
王
の
自
由
な
臣
民
（free subjects

）
と
奴
隷

（bondm
en

）
と
の
間
に
は
大
い
な
る
相
違
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
」
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
「
国
王
は
、
…
彼
の
奴
隷
た
ち
（villani

）
か
ら
は
土
地
や
財
を
意
の
ま
ま
に

収
奪
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
国
王
は
、
彼
の
自
由
な

臣
民
た
ち
か
ら
そ
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
。
「
自
由
民
（freem

an

）

の
土
地
あ
る
い
は
財
は
、
本
人
の
同
意
な
し
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
」 

１
６
４ 

。
こ
の
よ
う
に
臣
民
が
自
由
で
あ
る
こ
と
の
基
盤
的
な
構
成
要
素
は
、

プ
ロ
パ
テ
ィ
の
保
持
と
い
う
要
件
に
あ
り
、
そ
れ
は
、
た
と
え
国
王
が
「
国
王
大
権
」

の
行
使
と
い
う
名
目
に
お
い
て
で
あ
れ
、
当
事
者
の
「
同
意
」
な
し
に
取
り
上
げ
る

こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
譲
渡
は
、
あ
く
ま
で
も
本
人

の
「
同
意
」
を
前
提
条
件
と
し
、
同
意
を
欠
い
た
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
取
り
上
げ
は
、
言

っ
て
み
れ
ば
「
強
盗
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ド
リ
ィ
は
い
う
。

「
あ
る
臣
民
が
、
法
的
性
格
な
し
に
力
ず
く
で
他
人
か
ら
財
産
（goods

）
を
取
り
上

げ
た
と
し
た
ら
」
、
そ
れ
は
「
強
盗
」
と
見
な
さ
れ
る
。
同
様
に
、
「
法
な
し
に
臣

民
の
財
産
を
取
り
上
げ
る
国
王
大
権
」
は
、
「
法
外
な
大
権
」
で
あ
っ
て
、
「
正
義

の
支
持
」
は
得
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
「
正
義
の
侵
害
」
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と 

１
６
５ 

。
国
王
大
権
と
い
え
ど
も
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
収
奪
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
国
王

の
統
治
が
目
的
と
す
る
正
義
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
臣
民
か
ら
国
王

へ
の
財
政
的
供
出
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
が
一
六
一
四
年
議
会
で
い
み
じ
く
も
定
義

し
た
よ
う
に
、
国
王
の
正
義
の
履
行
と
引
き
換
え
に
果
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
は
い
う
。
「
国
王
の
義
務
は
、
正
義
と
保
護
に
、
臣
民
の
義
務
は
、
服
従
と
財
政

援
助
に
あ
る
」 
１
６
６ 

。
臣
民
の
国
王
に
対
す
る
服
従
と
「
補
助
金
」
等
に
よ
る
財
政

援
助
は
、
あ
く
ま
で
国
王
が
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
保
護
す
る
限
り
に
お
い
て
、
す
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な
わ
ち
正
義
を
実
現
す
る
限
り
に
お
い
て
果
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
種
の
双

務
的
関
係
に
あ
る
。
こ
こ
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
言
う
「
正
義
」
と
は
、
す
で
に

ブ
ラ
ク
ト
ン
の
考
察
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
「
各
人
に
自
己
に
帰
属
す
る
と

こ
ろ
の
権
利
を
与
え
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る 

１
６
７ 

。 

こ
う
し
て
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
観
念
は
、
「
正
義
」
の
観
念
に
基
づ
い
て
、
国
王
の
絶

対
的
権
力
を
限
界
づ
け
る
論
拠
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
く
と
と
も
に
、
さ
ら
に
そ
の

な
か
か
ら
「
古
来
の
国
制
」
論
が
構
想
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ド

リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
「
保
持
す
る
権
力
（pow

er

）
」
を
持
つ
こ
と
こ
そ

が
、
人
間
に
と
っ
て
「
自
由
」
で
あ
る
こ
と
の
条
件
で
あ
る
。
「
国
王
の
絶
対
的
権

力
」
が
統
治
の
上
で
公
共
善
の
必
要
に
応
じ
て
「
臣
民
の
土
地
と
財
」
を
自
ら
の
意

思
の
み
に
従
っ
て
調
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
臣
民
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
を

保
持
す
る
自
己
の
権
力
を
喪
失
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
臣
民
に
と
っ
て
「
奴
隷
状

態
（the condition of a villein

）
」
に
堕
ち
る
こ
と
を
意
味
し
、
「
自
由
の
不
在
」

を
帰
結
す
る
も
の
で
あ
る
と 

１
６
８ 

。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
王
国
全
体
に
と
っ
て
も
、
国

王
に
と
っ
て
も
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
民
の
持
つ
「
勇
気

（courage

）
」
と
は
、
彼
ら
が
「
自
由
（freedom

 and liberty

）
」
を
持
つ
存
在

で
あ
る
が
ゆ
え
に
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
由
こ
そ
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
勇

敢
に
し
て
軍
勢
豊
富
な
軍
事
的
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
「
真
の
原
動
力
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
小
さ
な
王
国
」
の
持
つ
「
強
さ
」
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
平

民
の
自
由
と
富
」
に
依
拠
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
古
来
の
政
体
」

は
、
自
由
な
平
民
の
「
富
と
勇
気
」
を
維
持
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
き
た
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
「
古
来
の
称
賛
す
べ
き
幸
福
な
国
家
」
の
真
髄
が
あ
る
と 

１
６
９ 

。
そ

れ
ゆ
え
、
「
古
来
の
政
体
」
の
基
本
構
造
を
定
め
た
古
来
の
法
、
す
な
わ
ち
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
も
、
当
然
、
「
自
由
な
臣
民
」
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
保
障

と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
る
。
ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
法
と
は
「
王
国
と
い
う
ボ
デ
ィ
・

ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
生
命
」
で
あ
り
、
そ
し
て
臣
民
の
「
富
と
財
（w

ealth and 

riches

）
」
こ
そ
が
、
法
と
い
う
生
命
が
宿
る
「
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
血
液
」

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
は
「
土
地
と
財
の
保
存
」
に
最
大
の
注
意
を
払
う
の
で

あ
る
と 

１
７
０ 

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
人
類
、
、
に
と
っ
て
の
土
地
と
財
を
享
受
す
る
権
利
を
、
神
の
創
造

に
基
づ
く
自
然
法
の
規
定
に
求
め
つ
つ
、
各
人
、
、
の
具
体
的
な
私
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
根

拠
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
法
た
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
礎
を
持
つ

も
の
と
想
定
し
、
そ
こ
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
「
自
由
」
の
成
立
を
見
る
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
の
こ
う
し
た
観
念
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
支
配
の
立
憲
君
主
制
」
を
説
い

た
「
古
来
の
国
制
」
論
に
お
い
て
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
重
要
な
政
治
的
帰
結
を
導

く
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。 

 

ま
ず
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
政
治
的
含
意
は
、
「
自
然
法
」
を
根
拠
に
公
共
善

の
必
要
に
従
っ
て
「
絶
対
的
大
権
」
を
行
使
す
る
と
い
う
、
当
時
の
絶
対
主
義
の
言

説
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
絶
対
主
義
の
政
治
言
説
に

よ
れ
ば
、
戦
時
等
の
非
常
時
に
「
共
通
善
」
と
「
必
要
性
」
を
理
由
と
し
て
、
国
王

が
議
会
の
同
意
を
経
ず
に
自
由
に
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
人
民
の
安
全
と

富
裕
を
保
障
す
る
義
務
を
国
王
が
「
自
然
法
」
か
ら
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
、
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そ
の
正
当
性
の
根
拠
は
直
接
、
自
然
法
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
他
方
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
が
規
定
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
人
類
、
、
が
土
地
お
よ

び
そ
の
恵
み
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
の
上
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
各、

人、
が
享
有
す
る
と
こ
ろ
の
具
体
的
な
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
対
す
る
正
当
な
権
利
は
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
か
ら
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
、
自
由
な
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
私
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
問
題
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
定
礎
さ
れ
た
権

利
で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
「
絶
対
的
」
な
権
利
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ュ
ラ
ー
は
、
一
六
一
○
年
に
庶
民
院
で
、
臣
民
は
「
法

の
支
配
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
財
産
に
お
け
る
絶
対
的
な
プ
ロ
パ
テ

ィ
（absolute property

）
」
を
持
つ
の
だ
と
宣
言
し
た 

１
７
１ 

。
さ
ら
に
一
六
二

八
年
議
会
で
は
、
ダ
ド
リ
ィ
・
デ
ィ
グ
ズ
（Sir D
udley D

igges

）
が
、
ブ
ラ
ク
ト

ン
お
よ
び
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
を
引
証
し
な
が
ら
、
「
臣
民
が
自
己
の
財
と
所
有
に

お
い
て
真
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
も
つ
と
い
う
点
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
疑
い
得
な
い
根
本
的
な
要
点
で
あ
る
」
と
主
張
し 

１
７
２ 

、
ま
た
ロ
バ
ー

ト
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
（Sir R
obert Phelips

）
は
、
「
財
産
（goods

）
に
対
す
る

プ
ロ
パ
テ
ィ
（propriety

）
に
つ
い
て
は
決
し
て
論
争
の
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
疑
い
得
な
い
原
理
で
あ
る
」
と
言
明
し
て
い
る 

１
７
３ 

。
こ

の
よ
う
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
は
、
み
ず
か
ら
の
土
地
と
財
に
対
す
る
プ
ロ
パ
テ
ィ
の

根
拠
を
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
の
な
か
に
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
プ
ロ
パ
テ

ィ
の
権
利
は
、
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
臣
民
が
「
奴
隷
」
と
は
異
な
る
自
由
な
身

分
で
あ
る
た
め
の
要
件
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
臣
民
の
他
の
諸
々
の
自
由
の

存
立
基
盤
と
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
保
障
の
下
に
「
絶
対
的
」
な
も
の
と
見
な
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
く

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
自
由
な
臣
民
の

「
絶
対
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
と
い
う
観
念
は
、
自
然
法
に
依
拠
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
主
張
さ
れ
た
国
王

の
「
絶
対
的
権
力
」
な
い
し
「
絶
対
的
大
権
」
に
対
す
る
対
抗
概
念
と
し
て
展
開
さ

れ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
含
め
た
臣
民
の
自
由
が
王
国
の
古
来
の
法
た
る
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
な
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
定
礎
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
、
当
時
、
最
も
頻
繁
に
主
張
さ
れ
た
論
点
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た
が
、
た
と
え
ば
次
の
ヘ
ド
リ
ィ
の
言
葉
の
な
か
に
も
、
そ
れ
が
鮮
や
か
に

現
れ
て
い
よ
う
。 

 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
の
古
来
の
自
由
（freedom

）
と
権
利
（liberty

）
は
、

『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
自
由
の
大
憲
章
（the great C

harter of the liberties 

of E
ngland

）
』
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
、
確
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、

わ
れ
わ
れ
の
法
書
（law

 books

）
に
お
い
て
も
印
刷
さ
れ
、
刊
行
さ
れ
た
報

告
書
（reports

）
と
判
決
に
よ
っ
て
も
さ
ら
に
明
白
か
つ
個
別
の
形
で
開
示
さ

れ
、
確
証
さ
れ
て
い
る
。 

と
い
う
の
は
、
私
は
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
を
新
た
な

勅
許
（grant

）
あ
る
い
は
制
定
法
（statute

）
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
そ

れ
は
、
王
国
の
古
来
の
法
と
権
利
（liberties

）
を
回
復
、
あ
る
い
は
確
証
し

た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る 

１
７
４ 

。 
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マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
を
古
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
確
証
し
た
制
定
法
と
み
な
し
、
臣
民

の
プ
ロ
パ
テ
ィ
や
自
由
を
こ
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
基
づ
い
て
主
張
す
る
ヘ
ド
リ
ィ

の
見
解
は
、
重
要
な
政
治
的
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
、

裁
判
官
に
よ
る
古
来
の
法
の
宣
言
に
で
は
な
く
、
制
定
法
を
つ
く
る
議
会
の
権
能
に

引
き
つ
け
て
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
う
し
た
政
治
的
な
意
識
は
、
ク
ッ
ク

の
次
の
言
明
の
な
か
に
よ
り
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
一
六
二
八
年
議
会
に
お
い
て
ク

ッ
ク
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
す
べ
て
の
自
由
人
が
自
己
の
財
産
（goods and 

estate

）
に
お
け
る
プ
ロ
パ
テ
ィ
（propriety
）
を
持
つ
」
の
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ

ー
」
と
こ
れ
を
確
証
し
た
「
議
会
の
制
定
法
」
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
租

税
（tax

）
や
特
別
賦
課
税
（tallage

）
、
公
債
（loan
）
」
な
ど
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ

ィ
に
関
わ
る
事
柄
は
、
議
会
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
「
議
会
の
制

定
法
な
し
に
、
国
王
や
大
臣
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
の
だ
と 

１
７
５ 

。 

こ
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
、
臣
民
の
自
由
の
性
格
を
「
古
来
の
法
」
に

基
づ
く
「
古
来
の
権
利
」
と
し
て
捉
え
る
の
に
対
し
、
絶
対
主
義
の
立
場
か
ら
言
え

ば
、
臣
民
の
古
来
の
自
由
も
そ
の
根
拠
の
由
来
は
、
あ
く
ま
で
も
「
国
王
の
意
思
」

以
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
こ
う
い
う
。
臣
民
の
自
由
を
「
古

来
の
疑
い
得
な
い
権
利
と
相
続
財
産
（ancient and undoubted right and 

inheritance

）
と
呼
ぶ
、
そ
の
方
式
を
わ
れ
わ
れ
は
許
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
臣
民
の
特
権
と

は
、
朕
た
ち
の
祖
先
お
よ
び
朕
の
恩
寵
と
許
可
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
」１
７
６ 

。

し
か
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
は
、
臣
民
の
自
由
が
、
国
王
の
意
思
で
は

な
く
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性
の
な
か
で
確
証
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
の
は
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
す
で
に
前
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
国
王
大
権
そ
れ
自
体
も
コ
モ
ン
・
ロ

ー
に
そ
の
権
威
の
由
来
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

意
味
で
、
臣
民
の
自
由
と
国
王
の
大
権
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
生
ま
れ
た
双
子
の

ご
と
き
存
在
と
さ
れ
た
。
ヘ
ド
リ
ィ
は
い
う
。
臣
民
の
「
自
由
（liberty

）
と
国
王

の
主
権
（sovereignty

）
と
が
互
い
に
両
立
し
な
い
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
」
。

そ
れ
ら
は
む
し
ろ
「
双
子
の
よ
う
な
」
も
の
な
の
で
あ
り
、
「
一
方
が
存
在
し
な
け

れ
ば
他
方
も
存
続
し
得
な
い
よ
う
な
形
で
一
致
し
合
体
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
「
王

国
の
古
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
こ
そ
が
、
「
国
王
に
対
し
て
は
、
多
く
の
大
権
を
認

め
」
、
そ
し
て
「
臣
民
に
対
し
て
は
」
自
由
と
権
利
を
認
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
コ

モ
ン
・
ロ
ー
が
こ
う
し
た
双
子
の
ご
と
き
臣
民
の
自
由
と
国
王
の
大
権
を
国
制
上
、

生
み
出
し
た
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
国
と
い
う
政
治
共
同
体
の
幸
福
と
繁
栄
を

目
的
と
し
て
で
あ
っ
た
。
「
あ
ら
ゆ
る
王
国
の
至
福
と
幸
運
は
、
…
臣
民
の
適
切
か

つ
適
法
な
自
由
（freedom

）
と
権
利
（liberty

）
に
か
か
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
国

王
の
主
権
（sovereignty

）
に
も
か
か
っ
て
い
る
」
。
ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
王
国

の
繁
栄
は
、
ひ
と
え
に
臣
民
の
自
由
と
国
王
の
大
権
の
「
正
当
な
る
構
成
と
調
和
」

に
こ
そ
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
国
制
に
お
け
る
両
者
の
絶
妙
な
る

調
和
的
構
成
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
卓
越
し
た
形
で
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い

る
」
の
で
あ
っ
た 

１
７
７ 

。
こ
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
国
制
上
の
要

は
、
「
時
の
検
証
」
を
受
け
た
至
高
の
法
た
る
古
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
確

立
さ
れ
た
、
臣
民
の
自
由
と
国
王
の
大
権
と
の
調
和
的
構
成
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。 
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こ
う
し
て
、
絶
対
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
観
念
を
軸
と
し
た
臣
民
の
自
由
は
、
国
王
大

権
と
と
も
に
、
そ
の
根
拠
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
な
か
に
定
礎
さ
れ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

支
配
の
統
治
構
造
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
と
と
も
に
、
自
由
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

人
の
持
つ
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
こ
そ
が
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
支
配
の
立
憲
君
主
制
」
の
主

た
る
契
機
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

   

（
二
）
「
絶
対
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
と
「
議
会
の
同
意
」 

  

他
方
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
が
直
接
的
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
法
で
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ

ー
に
そ
の
根
拠
を
持
つ
と
い
う
先
の
前
提
か
ら
帰
結
す
る
第
二
の
政
治
的
含
意
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
二
大
原
則
と
さ
れ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
体
の
最
重
要
の
統
治
原
理

と
さ
れ
た
、
「
同
意
な
く
し
て
立
法
、
、
も
課
税
、
、
も
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
原
則
を
め
ぐ

る
問
題
で
あ
る
。
立
法
（
お
よ
び
法
の
改
変
）
と
課
税
は
ど
ち
ら
も
と
も
に
、
本
来
、

臣
民
の
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
の
問
題
に
深
く
関
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。 

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
自
由
な
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

古
来
の
法
で
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
そ
の
根
拠
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
法
の

作
成
お
よ
び
改
変
と
い
う
立
法
行
為
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
改
変
を
通
じ
た
プ
ロ
パ

テ
ィ
の
変
更
へ
と
結
び
つ
く
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
プ
ロ
パ
テ
ィ

の
正
当
な
変
更
の
た
め
に
は
、
権
利
者
本
人
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
変
更
を
伴
い
得
る
立
法
行
為
に
も
や
は
り
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
保

持
す
る
権
利
者
本
人
の
同
意
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
立
法
」
が
臣
民
の
プ

ロ
パ
テ
ィ
の
改
変
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
、
「
課
税
」
も
ま

た
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
課
税
と
は
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
か

ら
の
徴
収
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
「
譲
渡
」
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
課
税
が
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
譲
渡
す
な
わ
ち
変
更
を
意
味
す
る
以
上
、

そ
の
正
当
な
行
使
の
た
め
に
は
、
や
は
り
同
じ
く
権
利
者
本
人
の
同
意
、
す
な
わ
ち

臣
民
の
同
意
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
同
意
な
く
し
て
立
法
も
課
税
も
な

し
」
と
す
る
「
古
来
の
国
制
」
論
の
最
重
要
の
統
治
原
理
は
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
問
題

を
軸
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
六
一
〇
年
議
会
の
政
治
論
争
に
お
い
て
最

も
緊
要
な
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

ヘ
ド
リ
ィ
は
、
「
国
王
は
、
議
会
の
同
意
な
し
に
は
、
全
体
的
（in toto

）
に
も
、

限
定
的
（in tante

）
に
も
、
ま
っ
た
く
課
税
、
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
原
則

を
説
明
す
る
上
で
、
二
つ
の
論
拠
を
展
開
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
「
必
然
的
帰
結

（necessary consequents

）
」
な
い
し
「
衡
平
（equity

）
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
「
理
性
の
一
般
的
準
則
（general rule of reason

）
」
と
い
う
論
拠
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、
「
国
王
は
議
会
の
同
意
な
し
に
は
、
法
の
作
成
お
よ
び
改
変
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
」
と
す
る
、
誰
人
も
否
定
し
得
な
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
法
格
律

（m
axim

 of law

）
」
と
い
う
論
拠
で
あ
る
。 

ま
ず
、
議
会
の
同
意
が
な
い
国
王
の
課
税
を
無
効
と
す
る
「
理
性
の
一
般
的
準
則
」

を
導
き
出
す
上
で
、
ヘ
ド
リ
ィ
が
提
示
す
る
個
別
の
事
例
は
、
「
妻
の
権
利
」
と
「
教
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会
の
権
利
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
妻
は
夫
の
死
後
、
生
活
維
持
の
た
め
に
、
夫
の

土
地
を
相
当
程
度
、
相
続
す
る
権
利
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
夫
は
、
妻
の
相
続
分

の
土
地
を
、
妻
の
同
意
な
し
に
は
「
譲
渡
（alienation

）
」
も
、
「
担
保
（charge

）
」

も
正
当
に
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
方
、
教
会
な
い
し
修
道
院
の
聖
職
者
は
、

教
会
が
保
有
す
る
土
地
を
勝
手
に
「
譲
渡
」
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
「
担
保
」
に
入

れ
る
こ
と
を
制
限
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
妻
の
相
続
分
の
土
地
を
妻
の
同
意

な
し
に
夫
が
勝
手
に
行
っ
た
譲
渡
な
い
し
担
保
が
「
無
効
」
で
あ
る
の
と
同
様
な
理

由
か
ら
、
教
会
の
正
当
な
手
続
き
を
経
な
い
聖
職
者
に
よ
る
教
会
の
土
地
の
譲
渡
な

い
し
担
保
も
「
無
効
」
で
あ
る
。
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
権
利
者
本
人
の
同
意
な
し
に
「
譲

渡
」
お
よ
び
「
担
保
」
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
原
理
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ

ー
上
の
類
似
し
た
す
べ
て
の
事
例
」
に
当
て
は
ま
る
と
同
時
に
、
「
ロ
ー
マ
法
に
お

い
て
も
維
持
さ
れ
て
」
お
り
、
「
あ
ら
ゆ
る
法
に
お
い
て
維
持
さ
れ
て
」
い
る
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
「
慣
習
か
ら
で
は
な
く
、
理
性
か
ら
効
力
を
得
て

い
る
準
則
」
で
あ
り
、
「
理
性
の
一
般
的
準
則
」
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
。

以
上
の
よ
う
な
ヘ
ド
リ
ィ
の
説
明
は
、
た
と
え
ば
理
性
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
導
き

出
さ
れ
る
法
の
一
般
原
理
に
関
す
る
言
及
や
、
そ
れ
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
や
ロ
ー
マ
法

を
含
む
あ
ら
ゆ
る
法
体
系
に
妥
当
す
る
と
の
見
解
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
明

ら
か
に
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ
ー
マ
法
学
の
思
考
様
式
と
重
な
り
合
う
も
の

で
あ
る
。
立
法
と
課
税
に
お
け
る
議
会
の
同
意
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
に
根

ざ
し
た
統
治
形
態
の
二
大
原
則
を
立
証
す
る
際
に
も
、
ヘ
ド
リ
ィ
の
人
文
主
義
お
よ

び
ロ
ー
マ
法
的
な
学
識
と
教
養
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う 

１
７
８ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
権
利
者
の
同
意
な
し
に
譲
渡
も
し
く
は
担
保
を
行

う
こ
と
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
原
則
を
「
理
性
の
一
般
的
準
則
」
と
見
な
す
。
そ
れ

は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
法
に
通
用
し
て
い
る
「
理
性
の
法
」
（
理
性

的
被
造
物
た
る
人
間
に
よ
る
永
久
法
の
分
有
と
し
て
の
自
然
法
）
と
置
き
換
え
可
能

な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
「
万
民
法
」
の
規
定
に
相
当
す
る
と
も
い
え
る
。

こ
の
「
理
性
の
一
般
的
準
則
」
に
従
え
ば
、
国
王
の
課
税
は
、
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ

の
「
譲
渡
」
を
意
味
す
る
が
ゆ
え
に
、
権
利
者
本
人
の
同
意
な
し
に
は
行
い
得
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
「
す
べ
て
の
人
間
の
同
意
を
含
意
す
る
議
会
制
定
法
」
１
７
９

、
す
な
わ
ち

議
会
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
国
王
の
課
税
は
、
無
効
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。 

 

続
い
て
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
同
じ
く
議
会
の
同
意
が
な
い
国
王
の
課
税
を
無
効
と
見
な

す
根
拠
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
に
お
い
て
伝
統
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
、

誰
人
も
否
定
し
得
な
い
明
白
な
「
法
格
律
（m

axim
 of law

）
」
１
８
０ 

と
い
う
観
点

か
ら
説
明
を
加
え
る
。
ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
「
国
王
は
議
会
の
同
意
な
し
に
は
法

を
作
成
す
る
こ
と
も
、
変
更
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
う
点
は
、
「
す
べ
て
の

学
識
あ
る
国
王
の
顧
問
官
」
に
よ
っ
て
も
伝
統
的
に
同
意
さ
れ
て
き
た
、
「
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
準
則
あ
る
い
は
原
理
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ

は
、
「
反
乱
」
を
招
く
こ
と
な
し
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
最
重
要
の
「
統
治
原
理
」
で
あ
る
、
と
。
議
会
の
同
意
な
し

に
国
王
が
法
を
作
成
す
る
こ
と
も
改
変
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
、
こ
の
コ
モ
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ン
・
ロ
ー
上
の
統
治
原
理
の
主
た
る
目
的
は
、
ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
「
土
地
と
財

に
お
け
る
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
の
保
障
と
い
う
点
に
あ
る
。
人
び
と
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
享

受
は
、
「
自
然
法
」
で
は
な
く
、
「
国
法
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
原
則
こ
そ
が
、
人
民
に
「
土
地
と
財
の
プ
ロ
パ
テ

ィ
」
に
お
け
る
「
法
定
相
続
（inheritance

）
」
の
権
利
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

国
王
が
自
ら
の
意
思
の
み
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
賦
与
し
た
こ
の
「
法
の
果
実
と
利

益
」
を
臣
民
か
ら
剥
奪
す
る
こ
と
は
、
臣
民
か
ら
「
法
そ
の
も
の
」
を
剥
奪
す
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
改
変
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
。 

こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ド
リ
ィ
に
と
っ
て
、
法
の
作
成
お
よ
び
改
変
に
臣
民
の
同
意
を

必
要
と
す
る
と
い
う
統
治
原
理
は
、
国
王
の
恣
意
に
よ
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
改

変
を
通
じ
た
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
変
更
が
な
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
と
い
う
意
味
に
お

い
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
改
変
を
伴
い
う
る
「
法
の

作
成
お
よ
び
改
変
」
に
は
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
保
持
す
る
正
当
な
権
利
者
本
人
の
同
意
、

す
な
わ
ち
議
会
に
お
け
る
国
王
と
臣
民
と
の
間
の
「
相
互
の
同
意
」
が
必
要
と
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ド
リ
ィ
に
と
っ
て
、
議
会
の
同
意
な
く
し
て
国
王
は
法

を
作
成
す
る
こ
と
も
改
変
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統

に
周
知
の
統
治
原
理
か
ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
「
国

王
は
、
本
人
の
同
意
な
し
に
、
自
由
な
臣
民
（free subjects

）
の
土
地
と
財
の
プ
ロ

パ
テ
ィ
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

統
治
原
理
に
含
意
さ
れ
た
こ
の
原
則
に
従
う
な
ら
ば
、
「
課
税
」
と
い
う
行
為
が
臣

民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
譲
渡
を
と
も
な
う
以
上
、
そ
こ
に
は
当
然
に
臣
民
の
同
意
、
す

な
わ
ち
議
会
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る 

１
８
１ 

。 

 

こ
う
し
て
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
先
述
の
権
利
者
本
人
の
同
意
な
し
に
譲
渡
も
し
く
は
担

保
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
「
理
性
の
一
般
的
準
則
」
と
、
国
王
は
議

会
の
同
意
な
し
に
法
を
つ
く
る
こ
と
も
、
改
変
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
に
周
知
の
「
統
治
原
理
」
（
あ
る
い
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
明
白
な

「
法
格
律
」
）
と
い
う
二
つ
の
論
拠
に
基
づ
き
な
が
ら
、
議
会
の
同
意
を
経
な
い
国

王
の
恣
意
的
な
課
税
を
無
効
と
す
る
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
主
と
し

て
「
自
由
な
臣
民
」
の
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
と
い
う
問
題
を
軸
に
展
開
さ
れ
た
、
国
王

の
「
絶
対
的
権
力
」
な
い
し
「
絶
対
的
大
権
」
に
対
す
る
制
限
的
措
置
で
あ
っ
た
と

解
さ
れ
よ
う
。 

以
上
の
よ
う
に
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
論
拠
と
し
て
立
法
と
課
税
に
お
け
る
議
会
の
同

意
を
説
明
す
る
思
考
は
、
同
時
代
の
他
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
も
共
有
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
は
一
六
一
四
年
議
会
に
お
い
て
、
「
フ
ォ

ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王
は
﹇
議
会
の
同
意
が
な

け
れ
ば
﹈
法
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
課
税
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

そ
し
て
こ
の
見
解
は
、
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
の
著
作
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
家
論
』
と
も

一
致
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
し 

１
８
２ 

、
ま
た
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
サ
ン
デ
ィ
ー
ズ
（Sir 

E
dw

in Sandys

）
も
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
と
ス
ミ
ス
に
依
拠
し
な
が
ら
、
国
王
に

よ
る
賦
課
金
な
ど
の
課
税
は
「
わ
れ
わ
れ
全
員
の
利
益
の
基
礎
」
を
掘
り
崩
し
か
ね

な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
を
奴
隷
と
化
し
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
享
受

を
妨
げ
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
議
会
の
同
意
な
し
に
法
を
つ
く
る
」
こ
と
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も
、
同
じ
よ
う
に
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
関
わ
る
と
い
う
同
じ
理
由
に
基
づ
い
て
無
効
で
あ

る
、
と
主
張
し
て
い
る 

１
８
３ 

。 

こ
の
よ
う
に
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
論
拠
に
立
法
と
課
税
に
お
け
る
議
会
の
同
意
は
、
フ

ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
と
ス
ミ
ス
に
依
拠
し
な
が
ら
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
最
も
関
心
を
持
っ
て
議
論
し
た
論
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
彼
ら

は
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
や
ト
マ
ス
の
言
説
を
手
掛
か
り
と
し
な
が
ら
も
、
新
た
な
展

開
を
試
み
て
い
た
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
六
一
〇
年
議
会
で
の

ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
の
説
明
が
興
味
深
い
。
彼
は
、
立
法
と
課
税
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

に
お
け
る
「
二
つ
の
主
要
な
基
本
的
要
点
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
彼
の
見
解
に

よ
れ
ば
、
議
会
の
同
意
を
得
ず
に
国
王
大
権
の
み
に
基
づ
い
て
賦
課
金
を
徴
収
す
る

こ
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
を
改
変
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず

「
臣
民
の
財
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
改
変
す
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
「
法
の
改
変
」
は
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
改
変
」
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
こ
の
意
味

で
立
法
権
と
課
税
権
は
、
「
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
を
基
盤
に
し
て
一
体
を
な
す
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
当

時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
「
古
来
の
国
制
」
論
を
展
開
す
る
際
に
し
ば
し
ば

行
っ
た
よ
う
に
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
言
説
に
依
拠
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
「
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
立
法
と
課
税
の
二
つ
の
権
力
が
一
つ
の
手
の
な

か
で
付
随
し
合
う
も
の
と
し
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
方
は
も
う
一
方
が
な
け
れ
ば
存

在
し
な
い
」
と
み
な
し
た
。
そ
し
て
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
立
法
と
課
税
を
決
定

す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
シ
ス
テ
ム
を
、
「
王
権
的
統
治
と
政
治
的
統
治
の
混
合

（principatus m
ixtus et politicus

）
」
と
い
う
形
式
に
お
い
て
把
握
し
た
の
だ
、

と
。
こ
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
い
う
王
権
的
統
治
と
政
治
的
統
治
の
混
合
は
、
ホ

ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
王
国
全
体
の
同
意
に
よ
っ
て
補

佐
さ
れ
、
強
化
さ
れ
た
「
議
会
に
お
け
る
国
王
の
主
権
的
権
力
」
を
意
味
す
る
も
の

と
さ
れ
、
立
法
と
課
税
と
い
う
相
関
し
合
う
二
つ
の
主
要
か
つ
根
本
的
な
権
力
は
、

「
議
会
に
お
け
る
国
王
の
み
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
捉
え
直

さ
れ
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
政
治
的
か
つ
王
権
的
統
治
」

と
い
う
統
治
の
理
念
を
、
「
絶
対
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
の
観
点
に
立
ち
な
が
ら
、
「
議

会
に
お
け
る
国
王
の
主
権
者
権
力
」
の
理
念
へ
と
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
る
。 

ま
た
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
「
王
権
」
を
意
味
す
る
術

語
と
し
て
用
い
て
い
た
〈regare

〉
と
い
う
表
現
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
は

〈principatus

〉
と
い
う
術
語
を
当
て
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
前

期
帝
政
時
代
の
皇
帝
理
念
、
す
な
わ
ち
元
首
政
治
を
意
味
す
る
「
プ
リ
ン
キ
パ
ー
ト

ス
」
と
い
う
用
語
を
当
て
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
こ
こ
で
の
批
判
的
意
図
が
明
確

に
ロ
ー
マ
法
的
な
王
権
の
理
念
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
彼
が

「
政
治
的
」
と
い
う
言
葉
で
意
味
し
た
の
は
、
「
議
会
に
お
け
る
同
意
」
を
通
じ
た

王
権
の
制
限
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
法
的
な
国
王
の
絶
対
的
大
権
の
概
念
を
、

「
議
会
に
お
け
る
国
王
の
権
力
」
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
方
式
で
制
限
を
加

え
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
証
左
と
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
は
こ

う
言
明
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
に
基
づ
く
他
の
国
々
で
は
、
国
王
は
「
法
を
作
る
絶

対
的
な
権
力
を
持
つ
」
が
ゆ
え
に
、
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
譲
渡
す
る
法
を
施
行
す
る
こ
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と
」
に
よ
っ
て
、
課
税
に
つ
い
て
も
ま
た
絶
対
的
権
力
を
持
つ
と 

１
８
４ 

。
こ
の
よ
う

に
、
ロ
ー
マ
法
に
基
づ
く
統
治
で
は
、
原
理
的
に
は
単
身
の
国
王
が
唯
一
立
法
権
を

持
ち
、
同
時
に
そ
れ
は
課
税
に
お
け
る
絶
対
的
権
力
を
可
能
と
す
る
の
に
対
し
、
臣

民
の
「
絶
対
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
を
説
い
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
統
治
で
は
、
立
法
と
課
税
を
お
こ
な
う
主
権
的
権
力
は
「
議
会
に
お
け
る
国
王
の

権
力
」
に
求
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
こ
そ
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

が
ロ
ー
マ
法
に
よ
り
も
「
確
実
」
な
法
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
で
あ
る
と
も
さ
れ
て
い

る
。
絶
対
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
基
づ
く
立
法
と
課
税
に
お
け
る
議
会
の
同
意
と
い
う
点

に
お
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法
の
優
劣
を
論
じ
る
同
様
な
趣
旨
の
議
論
は
、

ヘ
ド
リ
ィ
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
「
国
王
も
し
く
は
皇
帝
の
み
に
よ
っ
て
法
を
作

成
し
た
り
、
改
変
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
な
ロ
ー
マ
法
な
ど
の
人
定
法
は
、
国
王

と
議
会
な
し
に
は
た
と
え
部
分
的
に
で
も
法
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
コ
モ

ン
・
ロ
ー
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
確
実
性
の
点
で
劣
る
」
と 

１
８
５ 

。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヘ
ド
リ
ィ
や
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
お
い

て
は
、
「
法
の
作
成
」
な
い
し
「
法
の
改
変
」
は
、
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
変
更
」
と
同

一
線
上
に
お
い
て
思
考
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
自
由
な
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
関
わ

る
事
柄
は
、
本
人
の
同
意
、
あ
る
い
は
王
国
全
体
の
同
意
を
意
味
す
る
「
議
会
の
同

意
」
な
し
に
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
課

税
」
が
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
譲
渡
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
や
は
り
「
議

会
の
同
意
」
と
い
う
形
式
を
通
じ
た
本
人
の
同
意
が
必
要
と
な
る
。
こ
う
し
て
結
論

的
に
言
え
ば
、
法
の
作
成
お
よ
び
改
変
も
、
さ
ら
に
は
人
民
に
対
す
る
い
か
な
る
種

類
の
新
た
な
「
課
税
（im

position, tax, charge

）
」
も
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
改
変
に

関
わ
る
が
ゆ
え
に
、
「
議
会
に
お
い
て
の
み
」
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
「
議
会
の
同

意
」
な
く
国
王
の
恣
意
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い 

１
８
６ 

と
い
う
、
「
古
来
の

国
制
」
論
の
中
核
を
な
す
統
治
原
理
が
定
式
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
こ
の
統
治
原
理
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王
に
は
「
例
外
な
く
一
般
的
に
」

１
８
７ 

妥
当
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
「
絶
対
君

主
制
」
の
言
説
が
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
戦
時
な
ど
非
常
時
の

国
王
の
「
絶
対
的
権
力
」
も
し
く
は
「
絶
対
的
大
権
」
と
い
う
形
式
で
展
開
さ
れ
て

い
た
こ
と
へ
の
対
抗
措
置
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
「
国
王
の
絶
対
的
権
力
お
よ

び
絶
対
的
大
権
に
対
し
て
、
臣
民
の
生
命
お
よ
び
身
体
と
と
も
に
、
土
地
と
財
を
保

護
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、「
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
（the great C

harter of the 

liberties of E
ngland

）
に
お
い
て
明
白
に
確
証
さ
れ
て
い
る
」
１
８
８ 

、
と
の
ヘ
ド

リ
ィ
の
言
葉
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
古
来
の
国
制
」
論
に
お
い
て
展
開
さ

れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
政
治
言
説
は
、
私
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
保
障
を
目
的
と
し

て
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
支
配
」
を
非
常
時
の
絶
対
的
大
権
に
ま
で
貫
徹
さ
せ
る
こ

と
を
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ク
ッ
ク
は
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
王
国
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
人
が
持
ち
得
る
最
も
確

実
な
聖
域
（sanctuary

）
で
あ
り
、
最
も
弱
き
人
を
も
保
護
す
る
最
強
の
要
塞

（fortresse
）
で
あ
る
」
。
そ
れ
は
、
「
臣
民
が
持
つ
最
上
の
生
得
権
（birthright

）

で
あ
り
、
…
そ
れ
に
よ
っ
て
臣
民
の
財
や
土
地
、
妻
と
子
、
自
ら
の
身
体
、
生
命
、

名
誉
、
世
評
が
、
侵
害
行
為
や
違
法
行
為
か
ら
保
護
さ
れ
る
」
の
で
あ
る 

１
８
９ 

。
そ
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し
て
、「
国
王
の
大
権
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
彼
に
賦
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

王
国
の
法
の
一
部
で
あ
る
」
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
国
王
大
権
と
い
え
ど
も
コ
モ

ン
・
ロ
ー
が
保
障
す
る
臣
民
の
生
得
権
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ク
ッ
ク
は
、

「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
国
王
が
臣
民
の
相
続
財
産
を
収
奪
し
た
り
、
侵
害
し
た
り
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
国
王
大
権
を
配
置
し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
「
格
律
」
で
あ
る
と
宣
言
す
る 

１
９
０ 

。
こ
の
よ
う
に
、
臣
民
の
自
由

も
国
王
の
大
権
も
と
も
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
と
し
、

お
よ
そ
臣
民
の
私
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
関
わ
り
の
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
国
王
大
権

と
い
え
ど
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
支
配
に
服
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
こ
そ
が
、
こ
の

時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
構
想
の
主
た
る
狙
い
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

同
様
な
論
理
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
重
要
な
争
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た

独
占
問
題
に
も
適
用
さ
れ
て
い
く
。
一
般
的
に
は
、
こ
の
独
占
問
題
を
マ
グ
ナ
・
カ

ル
タ
と
結
び
つ
け
て
最
初
に
議
論
し
、
貿
易
の
自
由
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
格
律
で

あ
る
と
見
な
し
た
の
が
、
ク
ッ
ク
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
そ
の

も
の
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
古
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
確
証
と
み
な
す
い
わ

ゆ
る
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
神
話
の
展
開
は
、
ク
ッ
ク
の
所
産
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
が

ち
で
あ
る 

１
９
１ 

。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
を
古
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を

確
証
し
た
法
と
見
な
す
立
場
は
、
す
で
に
一
六
一
〇
年
議
会
で
ヘ
ド
リ
ィ
が
「
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
臣
民
の
古
来
の
自
由
（freedom

）
と
権
利
（liberty

）
は
、
『
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
自
由
の
大
憲
章
（the great C

harter of the liberties of E
ngland

）
』

に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
、
確
証
さ
れ
て
い
る
。
…
私
は
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
を
新
た
な

勅
許
（grant

）
あ
る
い
は
制
定
法
（statute

）
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
そ
れ
は
、

王
国
の
古
来
の
法
と
権
利
（liberties

）
を
回
復
、
あ
る
い
は
確
証
し
た
も
の
で
あ
る

と
捉
え
て
い
る
」 

１
９
２ 

と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
ク
ッ
ク
の
発
明
と
し

て
の
み
語
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
同
様
に
、
ク
ッ
ク
が
独
占
問
題
を
マ
グ
ナ
・
カ
ル

タ
の
条
項
に
基
づ
き
な
が
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
反
す
る
と
議
論
し
た
一
六
二
一
年

議
会
よ
り
も
以
前
に
、
す
で
に
一
六
一
四
年
議
会
に
お
い
て
、
独
占
は
マ
グ
ナ
・
カ

ル
タ
に
反
し
、
自
由
貿
易
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
自
由
の
一
つ
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
た
事
例
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
由
貿
易

は
あ
ら
ゆ
る
人
の
相
続
財
産
（inheritance

）
で
あ
り
、
生
得
権
（birthright

）

で
あ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
王
の
勅
許
に
よ
っ
て
特
定
の
商
人
に
「
法
適
用
特
別
免

除
（non obstante, notw

ithstanding

）
」
を
図
る
独
占
は
、
「
王
国
の
法
に
反

す
る
」
行
為
で
あ
り
、
「
商
人
の
貿
易
の
自
由
を
一
般
的
に
定
め
た
マ
グ
ナ
・
カ
ル

タ
の
法
」
に
抵
触
す
る
と 

１
９
３ 

。
自
由
貿
易
を
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
よ
っ
て
確
証
さ

れ
た
古
来
の
権
利
な
い
し
相
続
財
産
と
捉
え
、
も
っ
て
そ
れ
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の

格
律
な
の
だ
と
み
な
す
見
解
は
、
こ
の
時
代
に
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
、
前
述
し
た
一
六
一
〇
年
議
会
の
議
論
、
す
な

わ
ち
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
古
来
の
権
利
な
い
し
相
続
財
産
を
、
臣
民
の
絶
対
的
プ
ロ

パ
テ
ィ
を
基
底
と
し
て
考
察
す
る
思
考
様
式
の
延
長
線
上
で
論
理
的
に
導
か
れ
う
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
言
説
の
展
開
を
、
よ
り
精
緻
に
体
系
化
し
た
の

が
、
ク
ッ
ク
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

ク
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
独
占
」
と
は
「
勅
許
を
通
じ
て
国
王
に
よ
っ
て
」
、
「
個
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人
、
団
体
、
政
治
体
」
に
与
え
ら
れ
る
、
「
あ
る
物
を
独
占
的
に
売
買
、
製
造
、
工

作
、
利
用
す
る
権
利
の
設
定
（institution

）
な
い
し
許
可
（allow

ance

）
」
で
あ

る
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
王
に
よ
っ
て
一
部
の
者
に
独
占
権
が
設
定
な
い

し
許
可
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
以
外
の
人
も
し
く
は
団
体
は
、
「
以
前
に
有
し
て

い
た
自
由
（freedom

, or liberty

）
を
制
約
さ
れ
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
合
法
的
な
営

業
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
」
。
こ
う
し
た
理
由
に
立
っ
て
、
ク
ッ

ク
は
、「
あ
ら
ゆ
る
独
占
の
許
可
は
、
王
国
の
古
来
の
基
本
的
な
法
（the ancient and 

fundam
ental law

s

）
に
反
す
る
」
と
結
論
づ
け
る
。
も
と
よ
り
独
占
問
題
は
、
エ

リ
ザ
ベ
ス
治
世
後
期
に
争
点
と
な
り
始
め
た
新
し
い
問
題
で
あ
っ
て
、
古
来
の
法
の

な
か
に
直
接
規
定
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ク
ッ
ク
は
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
観

念
か
ら
の
推
論
を
通
じ
て
、
こ
の
独
占
問
題
を
無
効
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

人
び
と
の
営
業
の
自
由
を
妨
げ
る
独
占
は
、
彼
ら
の
生
命
・
身
体
・
財
産
な
ど
の
プ

ロ
パ
テ
ィ
を
損
な
う
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
保
障
を
目
的

と
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
。
彼
は
い
う
。
「
人
の
営

業
は
、
生
命
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
営
業
は
人
の
生
命
と
み
な
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
人
の
営
業
を
奪
い
去
る
独
占
権
者
（m

onopolist

）
は
、
そ
の
生
命
を
奪

い
去
る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
ク
ッ
ク
は
、
国
王
権
力
か
ら
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の

絶
対
的
な
保
障
を
要
諦
と
し
て
再
考
さ
れ
た
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
解
に
沿
っ
て
、

国
王
の
勅
許
に
基
づ
く
独
占
を
無
効
と
し
た
の
で
あ
っ
た 

１
９
４ 

。 

さ
ら
に
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
を
古
来
の
法
を
確
証
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
基
礎 

１
９
５ 

と
み
な
す
ク
ッ
ク
は
、
独
占
問
題
を
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
対
す
る
明
確
な
違
反

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
彼
は
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
を
注
釈
し
な
が
ら
、
こ
う
説
明
し
て

い
る
。
「
自
由
（liberties

）
と
は
、
特
権
（franchises, and priviledges

）
を

意
味
す
る
」
。
あ
る
営
業
の
独
占
権
を
特
定
の
者
に
付
与
す
る
な
ら
ば
、
「
そ
の
付

与
（graunt

）
は
、
以
前
に
営
業
を
行
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
合
法
的
に
そ
の
営
業

を
利
用
し
た
で
あ
ろ
う
臣
民
の
自
由
（liberty and freedom

）
に
反
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
論
理
的
に
い
え
ば
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
反
す
る
」
も
の
だ
と
い
え

る 

１
９
６ 

。 

 

他
方
、
こ
う
し
た
独
占
問
題
は
、
よ
り
一
般
的
な
問
題
と
し
て
、
そ
れ
を
勅
許
に

よ
っ
て
正
当
化
す
る
「
法
適
用
特
別
免
除
（non obstante, notw

ithstanding

）
」

と
い
う
国
王
大
権
の
問
題
と
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
「
法
適
用
特

別
免
除
」
と
は
、
反
対
な
い
し
禁
止
の
趣
旨
を
規
定
し
た
法
が
存
在
す
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
（non obstante

）
、
特
定
の
者
に
一
定
の
行
為
を
な
す
こ
と
を
特
別
に
許

可
す
る
国
王
大
権
の
こ
と
で
あ
り
、
法
の
効
力
を
特
定
の
範
囲
で
留
保
さ
せ
て
し
ま

う
こ
と
を
可
能
と
す
る
国
王
の
権
能
で
あ
っ
た 

１
９
７ 

。
ク
ッ
ク
は
、
独
占
問
題
が
主

要
な
争
点
と
な
っ
た
一
六
二
一
年
議
会
に
お
い
て
、
国
王
大
権
に
基
づ
く
「
法
適
用

特
別
免
除
」
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
「
特
許
（patent

）
な
い
し
勅
許
（charter

）

に
お
い
て
は
国
王
の
権
利
に
関
係
し
た
事
柄
を
不
要
に
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
が
、

し
か
し
、
そ
れ
は
、
臣
民
の
自
由
や
プ
ロ
パ
テ
ィ
一
般
に
関
わ
り
を
持
つ
コ
モ
ン
・

ロ
ー
上
の
問
題
に
対
し
て
及
び
得
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
議
会
の
制
定

法
」
以
外
に
、「
臣
民
の
利
益
に
異
を
唱
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
な
に
も
な
い
」
、

主
張
し
て
い
る 

１
９
８ 
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
、
「
法
適
用
特
別
免
除
」
の
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国
王
大
権
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
イ
ン
ク
ラ
ン
ド
の
臣
民
が
享
受
し
て
い
る

と
こ
ろ
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
は
じ
め
と
す
る
自
由
を
侵
害
し
た
り
廃
止
し
た
り
す
る
こ

と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
臣
民
の

自
由
と
り
わ
け
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
権
利
は
、
国
制
上
、
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
た
と
え
、
緊
急
時
に
お
け
る
「
必
要
性
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
、
あ
く
ま
で

も
「
議
会
に
お
け
る
同
意
」
と
い
う
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
原
則
を
前
提
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
国
王
は
、
た
と
え
非
常
時
で
あ
っ
て
も
、
議
会
に
お
け
る
同
意
と
い
う

原
則
を
離
れ
て
、
立
法
や
課
税
に
あ
た
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
お
よ
び
議
会
制
定
法

の
規
定
を
無
効
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
大
権
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。 

次
に
挙
げ
る
ジ
ョ
ン
・
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
言
葉
は
、
こ
の
点
を
さ
ら
に
明
確
に
言

及
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
彼
の
言
説
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ

た
立
憲
君
主
制
」
と
い
う
当
時
の
「
古
来
の
国
制
」
論
あ
る
い
は
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ

ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
核
心
を
物
語
っ
て
い
る
。
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
国
王
に

は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
は
ま
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
宣
言
し
た
と
こ

ろ
の
制
定
法
に
つ
い
て
も
、
「
法
適
用
特
別
免
除
」
を
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
失

効
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
権
限
な
ど
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
人
の
「
自
由
（liberty and freedom

）
と
い
う
固
有
の
権
利
（right

）
と

利
益
を
、
彼
ら
の
生
得
権
（birthright

）
と
相
続
財
産
（inheritance

）
と
し
て

事
実
の
上
で
（ipso facto

）
確
証
し
た
」
諸
々
の
制
定
法
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

身
体
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
く
に
「
マ
グ
ナ
・

カ
ル
タ
と
呼
ば
れ
る
古
き
良
き
制
定
法
」
に
お
い
て
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
国

王
大
権
の
「
法
適
用
特
別
免
除
」
は
、
刑
法
に
関
わ
る
よ
う
な
制
定
法
に
は
及
び
得

て
も
、
「
自
由
に
関
わ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
宣
言
し
、
確

証
し
た
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
と
呼
ば
れ
る
古
き
良
き
制
定
法
」
や
そ
れ
を
さ
ら
に
確
認

し
た
制
定
法
に
は
及
び
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
独
占
勅
許
の
よ
う
に
臣
民

の
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
関
わ
る
問
題
は
、
立
法
や
課
税
と
同
様
に
、
議
会
に
よ
る
「
王
国

全
体
の
共
通
同
意
」
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る 

１
９
９ 

。 

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
言
説
が
明
確
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
「
古
来
の
国
制
」
論
の
核
心
に
位
置
す
る
の
は
、
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
」

を
は
じ
め
と
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
「
古
来
の
自
由
と
権
利
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

と
り
も
な
お
さ
ず
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
目
的
と
す
る
第
一
義
的
課
題
で
あ
っ
た
。
マ
グ

ナ
・
カ
ル
タ
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
制
定
法
は
、
こ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
実
定
化

し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
に
固
有
の
「
古
来
の
自
由
と
権
利
」
を
確
証
し
た
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
も
と
よ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
原

則
を
実
定
化
し
た
限
り
に
お
い
て
議
会
制
定
法
に
対
し
て
も
、
国
王
は
た
と
え
戦
時

等
の
公
共
善
の
必
要
を
理
由
と
し
て
で
あ
れ
、
そ
れ
を
失
効
さ
せ
る
よ
う
な
権
限
は

持
ち
得
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
彼
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ

て
、
非
常
時
の
国
王
大
権
も
含
め
て
、
あ
く
ま
で
も
「
王
国
全
体
の
共
通
同
意
」
と

し
て
の
「
議
会
の
同
意
」
こ
そ
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
統
治
の
大
原
則
と
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。 
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（
三
）
議
会
の
古
来
の
特
権
―
「
討
論
の
自
由
」
― 

 

以
上
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
定
礎
さ
れ
た
臣
民
の
自
由
の
問
題
は
、
プ
ロ

パ
テ
ィ
を
軸
と
し
な
が
ら
、
立
法
と
課
税
に
対
す
る
臣
民
の
同
意
と
い
う
コ
モ
ン
・

ロ
ー
上
の
原
則
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
臣
民
が
同
意
を
表
明
す
る
政
治

的
な
場
と
し
て
の
「
議
会
」
の
存
在
お
よ
び
そ
の
権
限
と
表
裏
一
体
の
構
成
を
採
り

な
が
ら
、
国
王
大
権
と
の
関
係
性
に
立
つ
こ
と
と
な
る
。 

 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
、
「
議
会
」
の
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
と
目
的
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
維
持
と
、
ま
た
そ
れ
が
保
障
す
る
臣
民
の
自
由
の
保
護
に
あ
っ
た
。

法
の
運
用
・
維
持
は
、
本
来
、
裁
判
官
た
ち
に
委
ね
ら
れ
た
職
務
で
あ
っ
た
が
、
す

で
に
示
し
た
よ
う
に
、
も
し
彼
ら
が
国
王
の
立
法
や
課
税
に
よ
る
臣
民
の
自
由
の
侵

害
に
対
し
て
、
適
切
に
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
臣
民
の
失

わ
れ
た
自
由
を
回
復
す
る
の
は
、
ま
さ
に
議
会
の
義
務
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
コ

モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
臣
民
の
自
由
を
護
る
至

高
の
存
在
と
さ
れ
た
議
会
に
は
、
当
然
、
そ
の
職
務
の
遂
行
を
可
能
と
す
る
た
め
の

一
定
の
「
特
権
」
が
存
在
す
る
も
の
と
主
張
さ
れ
た
。
「
討
論
の
自
由
」
と
「
逮
捕

拘
禁
か
ら
の
自
由
」
、
「
選
挙
の
自
由
」
が
そ
れ
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
議
会
の
特
権
は
、
早
く
も
ジ
ェ
ー
ム
ズ
即
位
後
最
初
の
議
会
で
す
で
に

明
確
な
形
を
と
っ
て
庶
民
院
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
。
一
六
〇
四
年
七
月
二
〇

日
の
『
弁
明
と
満
足
』
（A

pology and Satisfaction

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー

ム
ズ
は
即
位
当
初
、
議
会
か
ら
も
好
意
的
な
対
応
を
得
て
い
た
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
と
の
合
同
問
題
が
紛
糾
し
た
際
に
も
、
彼
は
最
終
的
に
は
議
会
の
意
向
を
尊
重
し

た
。
恒
常
的
な
財
政
難
に
あ
る
国
王
に
と
っ
て
、
議
会
の
同
意
に
基
づ
く
補
助
金
そ

の
他
の
課
税
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
財
源
で
あ
っ
た
し
、
逆
に
議
会
か
ら
す
れ
ば
、

議
会
の
同
意
な
き
賦
課
金
の
よ
う
に
、
議
会
の
枠
組
み
以
外
の
と
こ
ろ
で
国
王
が
ほ

か
に
財
源
を
見
出
す
こ
と
は
脅
威
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
に
お
け
る
議
会

の
存
在
そ
の
も
の
が
無
意
味
に
な
り
か
ね
な
い
危
険
性
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
王
室

財
政
の
財
源
調
達
を
め
ぐ
る
国
王
と
議
会
の
相
互
依
存
関
係
に
よ
っ
て
、
ジ
ェ
ー
ム

ズ
も
議
会
も
お
互
い
に
良
好
な
関
係
を
保
と
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し

合
同
問
題
や
聖
職
禄
剥
奪
問
題
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
議
会
と
の
あ
い
だ
に
対
立
が
頻
発

す
る
と
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
の
よ
う
に
思
う
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
で
き
な
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
議
会
、
と
り
わ
け
庶
民
院
に
対
し
て
苛
立
ち
を
募

ら
せ
、
次
第
に
庶
民
院
を
批
判
す
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
よ
る
庶

民
院
批
判
に
対
し
て
、
庶
民
院
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
に
無
理
解
な
国
王
に
危

機
感
を
あ
ら
わ
に
し
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
の
権
利
と
自
由
、
お
よ
び
庶
民
院
の

特
権
」
に
関
す
る
『
弁
明
と
満
足
』
を
起
草
し
た
。 

 
こ
の
『
弁
明
と
満
足
』
の
な
か
で
庶
民
院
は
、
「
こ
の
王
国
の
臣
民
の
古
来
の
権

利
」
と
し
て
「
議
会
の
庶
民
院
が
持
つ
特
権
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
庶
民
院
の
特
権
（liberties

）
」
は
、
主
に
以
下
の
三

つ
の
事
柄
に
あ
る
。
第
一
に
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
州
、
都
市
（cities

）
、
自
治
都
市

（boroughs

）
は
、
…
そ
の
代
表
と
し
て
信
託
す
る
人
物
の
自
由
な
選
出
権
を
持
つ
」
。
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第
二
に
「
選
出
さ
れ
た
人
物
は
、
会
期
中
と
休
会
中
と
を
問
わ
ず
、
拘
禁
・
逮
捕
・

投
獄
を
免
除
さ
れ
て
い
る
」
。
そ
し
て
第
三
に
、
議
員
は
「
議
会
に
お
い
て
、
阻
止

さ
れ
た
り
抑
制
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
良
心
を
自
由
に
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
。
以
上
の
よ
う
な
議
会
代
表
選
出
権
、
不
逮
捕
特
権
、
議
会
に
お
け
る

討
論
の
自
由
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
が
「
古
来
の
相
続
財
産
（ancient 

inheritance

）
」
と
し
て
持
つ
「
自
由
」
か
ら
派
生
し
た
「
分
枝
」
で
あ
り
、
選
挙

の
自
由
は
「
グ
ッ
ド
ウ
イ
ン
事
件
」
２
０
０ 

に
お
い
て
、
議
員
の
人
身
の
自
由
は
「
シ

ャ
ー
リ
ー
事
件
」
２
０
１ 

に
お
い
て
、
討
論
の
自
由
は
「
ブ
リ
ス
ト
ル
主
教
事
件
」
２
０
２ 

そ
の
他
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
明
確
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と 

２
０
３ 

。 

 

こ
れ
ら
の
議
会
特
権
の
う
ち
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
最
も
頻
繁
に
争
点
と
な

っ
た
の
は
、
議
会
に
お
け
る
「
討
論
の
自
由
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
前
期
ス
テ

ュ
ア
ー
ト
期
に
庶
民
院
と
王
権
と
の
あ
い
だ
で
争
点
と
な
っ
た
も
の
は
、
た
と
え
ば

賦
課
金
に
せ
よ
、
独
占
問
題
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
ま
た
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
国
教
忌
避
者

や
ス
ペ
イ
ン
と
の
外
交
お
よ
び
宣
戦
講
和
の
問
題
に
せ
よ
、
そ
の
多
く
が
国
王
大
権

の
範
域
に
属
す
る
と
さ
れ
た
事
項
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
国
王

大
権
が
「
統
治
に
関
す
る
事
柄
」
な
い
し
「
深
遠
な
国
家
問
題
」
を
管
轄
す
る
国
王

に
の
み
に
認
め
ら
れ
た
特
権
で
あ
る
と
し
、
臣
民
が
「
己
の
身
の
丈
と
能
力
を
は
る

か
に
超
え
た
問
題
を
公
的
に
議
論
し
、
討
論
す
る
」
こ
と
は
「
国
王
大
権
の
侵
犯
」

に
あ
た
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
議
会
と
り
わ
け
庶
民
院
に
対
し
、
国
王

大
権
を
臣
民
が
議
論
す
る
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
を
繰
り
返
し
戒
め
、
場
合
に
よ
っ

て
は
処
罰
さ
え
ほ
の
め
か
し
な
が
ら
禁
じ
た
の
で
あ
っ
た 

２
０
４ 

。
こ
う
し
た
ジ
ェ
ー

ム
ズ
の
態
度
を
前
に
し
て
、
議
会
が
国
制
論
上
、
最
も
緊
要
か
つ
根
本
的
な
課
題
と

し
て
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
国
王
大
権
に
対
抗
す
る
有
効
な
論
理
な

い
し
レ
ト
リ
ッ
ク
を
築
き
上
げ
る
と
い
う
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
本

稿
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
国
王
大
権
」
を
「
臣
民
の
自
由
」
と
と
も
に
コ
モ

ン
・
ロ
ー
に
基
礎
づ
け
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
図
る
と
い
う
作

業
に
お
い
て
構
想
さ
れ
た
。
と
同
時
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
を
議
会
の
絶
対

性
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
議
会
の
審
議
・
同
意
を
通
じ
た
制
約
を
強
化
す
る

形
で
も
企
図
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
想
は
、
前
述
の
ご
と
き
ジ
ェ
ー
ム
ズ

の
態
度
を
前
に
し
て
、
必
然
的
に
庶
民
院
で
の
公
的
活
動
を
進
め
る
上
で
の
一
定
の

議
会
特
権
、
す
な
わ
ち
議
会
に
お
け
る
「
討
論
の
自
由
」
と
そ
れ
を
実
効
化
す
る
「
逮

捕
・
拘
禁
か
ら
の
自
由
」
と
い
う
免
責
特
権
を
必
要
と
し
た
。 

議
会
の
同
意
を
得
な
い
国
王
大
権
に
基
づ
く
賦
課
金
が
争
点
と
な
っ
た
一
六
一
〇

年
の
議
会
で
は
、
議
会
の
古
来
の
特
権
を
主
張
す
る
「
権
利
の
請
願
」
が
出
さ
れ
て

い
る
。
カ
ウ
エ
ル
事
件
の
審
議
以
降
、
課
税
を
め
ぐ
る
国
王
大
権
の
権
能
に
つ
い
て

討
議
を
進
め
る
庶
民
院
に
対
し
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
、
五
月
一
一
日
、
賦
課
金

を
徴
収
す
る
国
王
の
権
力
と
大
権
に
つ
い
て
論
争
し
な
い
よ
う
命
じ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
送
付
し
た 

２
０
５ 

。
さ
ら
に
五
月
二
一
日
に
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
直
接
議
会
に
お
い

て
、
賦
課
金
を
徴
収
す
る
国
王
の
大
権
を
擁
護
す
る
演
説
を
行
っ
た 

２
０
６ 

。
こ
れ
に

対
し
て
庶
民
院
は
、
五
月
二
三
日
に
、
議
会
の
「
討
論
の
自
由
」
を
「
古
来
の
特
権
」

と
し
て
主
張
す
る
「
権
利
の
請
願
」
を
提
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
臣
民
お
よ
び
そ
の
権
利
や
地
位
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
事
柄
を
自
由
に
討
論
す
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る
」
こ
と
は
、
議
会
の
「
古
来
の
疑
い
得
な
い
一
般
的
な
権
利
」
で
あ
り
、
こ
の
「
討

論
の
自
由
」
が
ひ
と
た
び
制
限
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
と
も
に
「
議
会
の
自
由
の

本
質
」
が
失
わ
れ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
「
こ
れ
ま
で
の
過
去
の
す
べ
て
の
議

会
」
に
お
い
て
、
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
柄
を
、
「
制
限
な
し

に
」
自
由
に
討
議
し
て
き
た
歴
史
を
も
つ
。
こ
れ
が
禁
じ
ら
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、

臣
民
が
「
自
己
の
土
地
と
財
に
対
す
る
権
利
と
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
維
持
す
る
こ
と
」
は

不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
未
確
立
の
賦
課
金
が
新
た
に
課
せ
ら
れ

る
よ
う
な
場
合
に
は
、
議
会
の
古
来
の
疑
い
得
な
い
権
利
と
自
由
に
従
っ
て
、
「
わ

れ
わ
れ
が
想
定
す
る
審
議
の
手
続
き
」
に
沿
っ
て
「
十
分
な
検
証
」
を
行
う
こ
と
が

必
要
で
あ
る
、
と 

２
０
７ 

。 

 

続
く
一
六
一
四
年
議
会
で
も
、
一
六
一
〇
年
議
会
の
延
長
線
上
に
立
っ
て
、
議
会

の
諸
特
権
を
法
案
化
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
議
会
で
は
議
会
特
権

の
確
立
を
め
ざ
す
推
進
役
と
な
っ
た
の
が
、
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
サ
ン
デ
ィ
ー
ズ
で
あ
っ

た
。
彼
は
議
会
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
「
特
権
（liberties

）
」
を
こ
う
定
式
化
す
る
。

「
（
一
）
選
挙
の
自
由
―
権
力
や
恐
怖
に
よ
る
抑
圧
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
自
由
で

は
な
い
―
、
（
二
）
逮
捕
拘
禁
か
ら
の
自
由
、
（
三
）
討
論
の
自
由
」
。
こ
の
う
ち

サ
ン
デ
ィ
ー
ズ
は
、
選
挙
の
自
由
を
「
わ
れ
わ
れ
の
生
命
線
と
し
て
維
持
さ
れ
る
べ

き
」
事
柄
と
し
て
重
視
す
る
と
と
も
に
、
議
員
の
不
逮
捕
特
権
を
め
ぐ
っ
て
は
、
も

し
議
員
に
不
祥
事
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該
者
の
所
属
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
議
院
に
お
い

て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
、
議
院
内
訴
訟
の
原
則
が
主
張
さ
れ
る 

２
０
８ 

。
さ
ら
に
、

こ
の
一
六
一
四
年
議
会
で
は
、
討
論
の
自
由
と
関
連
し
て
、
「
議
題
設
定
の
自
由

（freedom
 to set agenda

）
」
が
議
会
の
特
権
の
一
つ
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
庶
民
院
は
、
召
集
さ
れ
た
と
き
、
「
自
身
を
規
定
す
る
と
思
わ
れ
る
事

柄
に
関
し
て
自
由
に
論
議
す
る
こ
と
」
が
で
き
る
。
も
し
庶
民
院
が
「
国
王
の
指
示

し
た
事
柄
だ
け
を
扱
う
よ
う
拘
束
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
自
由
は
存
在
し
な
い
」

２
０
９ 

。
こ
の
議
題
設
定
の
自
由
に
関
す
る
主
張
は
、
一
六
一
〇
年
議
会
に
お
い
て
国

王
が
補
助
金
の
供
出
に
つ
い
て
審
議
す
る
よ
う
命
令
し
た
の
に
対
し
、
庶
民
院
が
賦

課
金
な
ど
彼
ら
が
喫
緊
の
課
題
と
み
な
す
争
点
を
優
先
的
に
議
論
し
た
こ
と
に
端
を

発
し
、
さ
ら
に
一
六
一
〇
年
議
会
の
賦
課
金
法
案
を
含
め
て
庶
民
院
に
と
っ
て
重
要

な
諸
法
案
が
軒
並
み
廃
案
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
後
に
続
く
一
六
一
四
年

議
会
で
は
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
の
法
案
が
継
続
審
議
に
移
さ
れ
た
こ
と
と
関
連
し

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
継
続
の
案
件
も
含
め
、
庶
民
院
は
補
助
金
供
出
を
楯
に
、

「
教
会
と
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
苦
情
」
２
１
０ 

を
包
括
的
に
議
題

と
し
て
取
り
上
げ
、
法
案
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
上
記
の
よ
う
な
発
言
の
背
景

に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
議
題
設
定
の
自
由
は
、
後
述
す

る
よ
う
に
続
く
一
六
二
一
年
議
会
の
『
抗
議
文
』
に
お
い
て
、
議
会
は
そ
の
特
権
に

よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
王
大
権
に
関
わ
る
事
柄
を
自
ら
提
議
し
、
議
論
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
。
と
も
あ
れ
、
一
六
一

四
年
議
会
は
、
結
局
、
最
終
的
に
は
国
王
が
議
会
の
解
散
を
命
じ
、
賦
課
金
を
厳
し

く
非
難
し
た
ジ
ョ
ン
・
ホ
ス
キ
ン
ズ
ら
数
人
の
庶
民
院
議
院
が
逮
捕
・
投
獄
さ
れ
る

と
い
う
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た 

２
１
１ 

。 

 

以
上
の
よ
う
に
議
会
特
権
の
強
化
を
求
め
る
動
向
は
、
統
治
に
関
す
る
国
王
大
権
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を
不
可
侵
の
も
の
と
す
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
見
解
と
ま
す
ま
す
衝
突
の
度
合
い
を
強
め

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
一
六
二
一
年
議
会
に
お
い
て
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。

こ
の
議
会
で
も
庶
民
院
は
、
議
会
特
権
を
認
め
る
よ
う
求
め
る
『
請
願
』
を
国
王
に

提
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
庶
民
院
の
「
討
論
の
自
由
（freedom

 of 

speech

）
」
は
、
「
裁
判
管
轄
権
（jurisdiction

）
」
お
よ
び
「
譴
責
（censure

）
」

と
と
も
に
、
「
議
会
の
古
来
の
自
由
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
わ
れ

わ
れ
の
祖
先
か
ら
承
継
し
た
遺
産
」
で
あ
り
、「
古
来
の
疑
い
得
な
い
権
利
（right

）
」

で
あ
る
。
こ
の
権
利
が
保
障
さ
れ
な
い
な
ら
、
議
会
は
「
自
由
に
討
議
す
る
こ
と
も

で
き
な
け
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
を
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

し
、
陛
下
に
正
し
い
情
報
を
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と 

 

。 

２
１
２

し
か
し
な
が
ら
、
議
会
の
特
権
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
「
権
利
（right

）
」
と
称

し
、
国
王
大
権
に
関
係
す
る
事
柄
を
、
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
関
わ
る
と
の
根
拠
で

自
由
に
討
議
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
庶
民
院
お
よ
び
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
言
説
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
受
け
容
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
と
り
わ

け
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
皇
太
子
結
婚
や
外
交
と
い
う
国
王
の
統
治
問
題
に
庶
民
院
が
論

及
し
た
こ
と
に
対
し
て
怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
庶
民
院
の
こ
の
『
請
願
』
に
対
す

る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
回
答
に
よ
れ
ば
、
庶
民
院
が
い
う
「
議
会
に
お
け
る
古
来
の
特
権

と
自
由
」
と
は
、
本
来
、
国
王
の
「
寛
容
（toleration

）
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ

て
、
人
民
が
古
来
よ
り
承
継
し
た
「
相
続
財
産
（inheritance

）
」
と
し
て
の
権
利

で
は
な
い
。
彼
は
い
う
。
「
汝
ら
が
古
来
の
疑
い
得
な
い
権
利
（right

）
と
相
続
財

産
（inheritance

）
と
呼
ぶ
そ
の
方
式
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
「
汝
ら
の

特
権
（privileges

）
は
、
国
王
と
そ
の
祖
先
の
恩
寵
と
許
可
に
由
来
す
る
」
と
表
現

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と 

２
１
３ 

。
す
な
わ
ち
、
庶
民
院
の
見
解
に
従
え
ば
、
議
会
の
特

権
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
古
来
の
「
権
利
（right

）
」

で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
く
「
相
続
財
産
（inheritance

）
」
と
見
な
さ
れ

る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上

の
権
利
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
国
王
の
恩
寵
と
許
可
に
基
づ
い
て
賦
与
さ
れ
た
「
特

権
（privileges

）
」
の
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

そ
れ
は
、
「
統
治
の
問
題
や
国
家
の
秘
義
（m

ysteries

）
」
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、

「
法
廷
に
お
け
る
通
常
の
手
続
」
の
類
と
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
さ
れ
る
。
ジ

ェ
ー
ム
ズ
は
、
こ
う
し
た
誤
っ
た
理
解
が
生
じ
た
の
は
「
サ
ー
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク

ッ
ク
の
愚
か
な
所
業
」
の
せ
い
で
あ
る
と
指
摘
し
、
ク
ッ
ク
を
名
指
し
で
非
難
し
て

い
る 

２
１
４ 

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

国
王
大
権
の
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
と
っ
て
、
議
会
の
特
権
を

臣
民
の
自
由
と
と
も
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
な
い
し
相
続
財
産
と
し
て
認
め
て

し
ま
う
こ
と
は
、
彼
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
国
王
大
権
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
依
拠

す
る
も
の
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
議
会
が
法
に
基
づ
い
て

、
、
、
、
、
、
国
王
大
権
を

公
的
か
つ
正
当
に
論
議
す
る
と
い
う
帰
結
を
導
き
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
、
議
会
の
特
権
が
国
王
の
恩
寵
と
許
可
に
基
づ
く
と
す
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の

主
張
は
、
現
実
に
庶
民
院
が
国
王
大
権
に
属
す
る
事
柄
に
論
及
し
た
と
き
、
そ
れ
を

禁
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
言
う
と
こ
ろ
の
国
王
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
統
治
の

「
秘
義
」
の
領
域
を
堅
守
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
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逆
に
言
え
ば
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
と
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
く
臣
民
の
自
由
お

よ
び
議
会
の
特
権
は
、
国
王
大
権
に
抵
触
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
「
法
に
従
う
統

治
」
と
し
て
容
認
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
次
の
言
葉
が

こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
「
権
利
」
と
し
て
の
議
会
特
権
を
戒
め
た
後
、
「
し

か
し
な
が
ら
」
、
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
い
う
。 

 

余
は
、
汝
ら
が
自
己
の
職
務
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
限
り
、
余
の
祖
先
が
か
つ

て
そ
う
し
た
よ
う
に
、
余
が
自
身
の
国
王
大
権
（R

oyal Prerogative

）
を
守

る
の
と
同
様
に
、
汝
ら
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
自
由
（Liberties

）
と
特
権

（Priviledges

）
を
注
意
深
く
維
持
し
、
守
る
で
あ
ろ
う
こ
と
の
国
王
の
保
証

を
喜
ん
で
与
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
汝
ら
庶
民
院
も
、
国
王
に
属
す
る
大
権
を

侵
害
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。 

  

ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
こ
う
述
べ
た
後
、
最
後
に
「
さ
も
な
い
と
、
ど
ん
な
正
当
な
国
王

で
あ
っ
て
も
、
国
王
の
大
権
、
す
な
わ
ち
王
冠
の
華
を
切
り
取
る
こ
と
を
す
る
よ
う

な
庶
民
院
の
特
権
を
削
除
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
、
庶
民
院

に
警
告
す
る 

２
１
５ 

。
こ
の
よ
う
に
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
本
章
で
確
認
し
た
ジ
ェ
ー

ム
ズ
の
「
法
に
従
う
君
主
」
の
理
念
は
、
国
王
大
権
の
絶
対
性
、
す
な
わ
ち
国
王
大

権
に
関
す
る
論
争
の
非
許
容
性
が
議
会
も
含
め
て
維
持
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
妥
当

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
王
権
と

庶
民
院
と
の
政
治
論
争
の
性
格
を
正
し
く
評
価
す
る
う
え
で
極
め
て
重
要
で
あ
る 

２
１
６ 

。 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
以
上
の
よ
う
な
回
答
に
対
し
て
、
庶
民
院
は
『
抗
議
文
』

（Protestation

）
を
も
っ
て
応
え
、
反
論
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
議
会
が
持
つ

諸
々
の
自
由
（liberties

）
、
議
員
選
出
権
（franchises

）, 

特
権(privileges)

、

管
轄
権
（jurisdiction

）
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
の
古
来
の
疑
い
得
な
い
生
得
権

（birthright

）
で
あ
り
、
相
続
財
産
（inheritance

）
で
あ
る
」
と
言
明
さ
れ
、

「
国
王
や
国
家
に
関
わ
る
困
難
か
つ
緊
急
の
政
務
、
領
土
や
英
国
国
教
会
の
防
衛
、

法
の
補
正
や
作
成
、
そ
し
て
こ
の
王
国
内
に
お
い
て
日
常
的
に
起
こ
る
支
障
や
苦
情

の
処
理
な
ど
、
こ
れ
ら
は
議
会
に
お
け
る
助
言
と
討
論
の
適
切
な
主
題
で
あ
り
、
事

柄
で
あ
る
」
と
宣
言
す
る
。
そ
し
て
「
議
会
の
庶
民
院
に
お
け
る
す
べ
て
の
議
員
は
、

こ
れ
ら
の
事
柄
を
提
議
し
、
議
論
と
し
て
取
り
扱
い
、
論
証
し
て
、
結
論
へ
と
導
く

た
め
の
言
論
の
特
権
（liberty

）
と
自
由
（freedom

）
を
持
っ
て
い
る
し
、
ま
た
権、

利、
（right

）
と
し
て

、
、
、
持
つ
べ
き
、
、
（ought to

）
な
の
で
あ
る
」
〔
強
調
は
筆
者
〕
。

以
上
の
よ
う
な
『
抗
議
文
』
の
内
容
は
、
以
下
の
三
つ
の
点
に
お
い
て
従
来
の
先
例

を
超
え
た
画
期
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
従

来
の
苦
情
を
処
理
す
る
議
会
の
権
能
を
超
え
て
、
立
法
行
為
は
も
と
よ
り
、
領
土
や

教
会
体
制
な
ど
の
対
外
的
防
衛
と
い
っ
た
、
明
ら
か
に
国
王
大
権
に
関
わ
る
統
治
の

高
度
な
範
域
ま
で
が
、
議
会
の
「
討
論
の
自
由
」
の
対
象
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
第
二
に
、
こ
う
し
た
統
治
問
題
の
審
議
を
、
国
王
か
ら
の
諮

問
に
基
づ
い
て
助
言
す
る
と
い
う
従
来
の
議
会
の
方
式
を
超
え
て
、
庶
民
院
が
み
ず

か
ら
能
動
的
に
提
議
し
、
討
論
と
熟
慮
の
結
果
、
一
つ
の
結
論
を
導
き
出
す
と
い
う
、
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議
会
の
自
由
な
「
議
題
設
定
」
の
権
限
を
議
会
の
特
権
と
し
て
新
た
に
確
立
し
よ
う

と
す
る
主
張
が
現
れ
て
お
り
、
議
会
の
権
能
の
拡
大
に
つ
な
が
る
き
わ
め
て
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
こ
う
し
た
事
項
を
、
い
わ
ゆ
る
「
恩
寵

の
請
願
」
と
い
う
形
式
で
は
な
く
、
あ
え
て
正
当
な
「
権
利
と
し
て
」
、
持
つ
「
べ

き
で
あ
る
（ought to
）
」
と
当
為
の
次
元
に
お
い
て
重
ね
て
宣
言
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
、
国
王
に
権
利
の
承
認

、
、
、
、
、
と
そ
の
回
答
を
要
求

、
、
、
、
、

す
る
「
権
利
の
請
願
」
の
形
式
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
以

上
の
よ
う
に
、
議
会
が
宗
教
や
領
土
の
防
衛
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
国
王
大
権
に
属
す
る

事
項
を
能
動
的
に
審
議
す
る
と
い
う
特
権
を
、
「
権
利
の
請
願
」
と
い
う
方
式
で
要

求
し
た
『
抗
議
文
』
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
議
会
と
王
権
と
の
あ
い
だ
の
国

制
論
争
に
お
け
る
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
表
明
さ
れ
た
見
解

こ
そ
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
き
た
よ
う
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
庶
民
院
お

よ
び
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
展
開
し
た
「
古
来
の
国
制
」
論
の
目
指
し
て
き
た
核
心

部
分
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
『
抗
議
文
』
で
は
、
こ
う
し
た
議
会
の
言

論
の
自
由
を
実
効
的
に
補
償
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
「
庶
民
院
の
す
べ
て
の
議

員
は
、
議
会
な
い
し
議
会
の
業
務
に
関
わ
る
事
柄
を
討
論
し
た
り
、
説
得
し
た
り
、

宣
言
し
た
り
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
関
係
し
て
、
庶
民
院

自
身
の
譴
責
に
よ
る
他
は
、
あ
ら
ゆ
る
類
の
弾
劾
、
投
獄
、
妨
害
を
免
れ
る
自
由

（freedom

）
を
持
つ
」
と
主
張
し
、「
逮
捕
拘
禁
か
ら
の
自
由
」
を
宣
言
し
た 

２
１
７ 

。

以
上
の
よ
う
な
『
抗
議
文
』
に
お
け
る
庶
民
院
の
主
張
に
対
し
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、

枢
密
院
で
裁
判
官
立
ち
会
い
の
下
、
こ
の
抗
議
文
が
「
無
効
」
で
あ
る
と
宣
言
し
、

そ
れ
が
記
録
さ
れ
た
庶
民
院
日
誌
を
自
ら
の
手
で
破
り
捨
て
、
つ
い
に
議
会
を
解
散

す
る
に
至
っ
た
。
加
え
て
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
『
抗
議
文
』
作
成
の
中
心
と
な
っ
た
庶

民
院
議
員
た
ち
を
「
迷
妄
の
精
神
」
の
人
び
と
だ
と
非
難
し
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ

ク
、
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
（Sir R

obert Philips

）
、
ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン
、

ピ
ム
（Pym

）
ら
を
投
獄
に
、
ダ
ド
リ
ィ
・
デ
ィ
グ
ズ
（Sir D

udley D
iggs

）
、

ト
マ
ス
・
カ
ル
ー
（Sir Thom

as C
rew

）
ら
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
送
り
に
処
す
る
と

い
う
行
動
に
出
た
の
で
あ
っ
た 

２
１
８ 

。 

こ
の
よ
う
に
、
一
六
〇
四
年
に
議
会
で
提
起
さ
れ
、
一
六
一
〇
年
の
議
会
で
定
式

化
さ
れ
て
い
っ
た
議
会
特
権
は
、
一
六
二
一
年
議
会
に
お
い
て
、
さ
ら
に
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
主
張
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
議
会
に
お
け
る
庶
民
院
の
「
討
論

の
自
由
」
を
以
上
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
へ
と
読
み
替
え
て
い
く
作
業
は
、

す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
た
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
の
主
権
と
い
う
一
六
一
〇

年
議
会
の
言
説
と
と
も
に
、
一
七
世
紀
に
お
け
る
議
会
主
権
の
確
立
に
お
い
て
き
わ

め
て
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
で
に
一
六
一
〇
年
議
会
に
お
い

て
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
が
展
開
し
た
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
の
理
念
は
、
テ
ュ
ー
ダ

ー
期
の
ス
ミ
ス
の
そ
れ
を
大
き
く
超
え
て
、
宣
戦
講
和
、
官
吏
任
命
、
貨
幣
発
行
と

い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
国
王
大
権
に
対
す
る
議
会
の
審
議
と
同
意
を
通
じ
た
制
約
を
企
図

し
て
い
た
が
、
い
ま
や
そ
れ
は
、
議
会
特
権
の
一
つ
で
あ
る
「
討
論
の
自
由
」
と
い

う
形
式
に
お
い
て
、
よ
り
明
確
に
定
式
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

そ
し
て
、
『
抗
議
文
』
で
言
明
さ
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
、
す
な
わ
ち
議
会

が
す
べ
て
の
困
難
か
つ
緊
急
の
問
題
を
審
議
す
る
任
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
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ク
ッ
ク
の
著
作
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
提
要
』
の
な
か
で
も
改
め
て
定
式
化
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
「
議
会
が
扱
う
諸
問
題
（the m

atters of parliam
ent

）
」
に

含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
具
体
的
に
、
「
（
一
）
国
王
、
（
二
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国

の
状
態
、
（
三
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
防
衛
、
（
四
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
状

況
、
（
五
）
同
教
会
の
防
衛
」
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
事
柄
に
関
し
て
「
全
般
的

に
（in general

）
」
扱
う
権
限
を
持
つ
と
主
張
さ
れ
て
い
る 

２
１
９ 

。
議
会
が
審
議

し
う
る
と
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
事
柄
は
、
『
抗
議
文
』
の
場
合
と
同
様
、
防
衛
や
宗
教

な
ど
ど
れ
も
が
高
度
な
決
断
を
要
す
る
統
治
上
の
事
柄
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
の
国
家
の
重
要
問
題
を
包
含
し
う
る
包
括
的
な
内
容
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
六
一
〇
年
議
会
の
動
向
と
、
一
六
二
一
年
議
会
の
『
抗
議
文
』
、

さ
ら
に
ク
ッ
ク
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
提
要
』
と
い
う
脈
絡
で
見
る
限
り
、
国
王
大

権
事
項
へ
の
議
会
の
合
法
的
な
介
入
を
当
時
の
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が

企
図
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る 

２
２
０ 

。 

他
方
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
統
治
理
念
か
ら
言
え
ば
、
た
し
か
に
議
会
は
国
王
の
施
政

上
の
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
そ
の
是
非
を
質
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
権
限

は
あ
く
ま
で
国
王
の
求
め
に
応
じ
た
「
諮
問
」
あ
る
い
は
国
王
の
統
治
へ
の
「
助
言
」

を
越
え
る
も
の
で
は
な
く
、
国
王
の
権
力
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
論
争
す
る
こ
と
は
不

可
侵
の
事
柄
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
が
、
議
会
の
特

権
と
し
て
の
「
討
論
の
自
由
」
の
限
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
で
に
見
た

よ
う
に
、
議
会
が
持
つ
一
定
の
慣
習
的
特
権
に
対
す
る
国
王
の
承
認
は
、
そ
れ
が
あ

く
ま
で
も
「
国
王
の
意
思
」
に
、
す
な
わ
ち
「
国
王
の
恩
寵
と
許
可
」
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
国
王
よ
り
も
上
位
に
立
つ
と
こ
ろ
の
「
法
」
に
由
来
す
る
も
の
で

は
な
い
の
だ
と
い
う
前
提
に
立
つ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
は
、
「
議
会
の
特
権
」
と
は
、

「
臣
民
の
自
由
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
様
、
け
っ
し
て
国
王
の
恩
寵
か
ら
生
じ

た
も
の
な
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
王
国
の
古
来
の
法
た
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基

づ
い
て
得
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
「
臣
民
の
自
由
」
と
「
議
会
の

特
権
」
は
ど
ち
ら
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
同
じ
法
に
定
礎
さ
れ
た
、
そ
し
て
ま

た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
絶
対
君
主
制
か
ら
護
る
と
い
う
同
じ
目
的
の
た
め
に
存
在
し
て

い
る
権
利
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
、

ま
た
庶
民
院
の
議
員
に
と
っ
て
、
議
会
が
国
王
の
大
権
を
め
ぐ
っ
て
論
争
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
要
請
さ
れ
た
議
会
権
力
の
位
置
づ

け
か
ら
言
っ
て
、
到
底
許
容
し
得
な
い
事
柄
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
そ
の
た
め
に

要
す
る
議
会
の
特
権
と
し
て
、
「
討
論
の
自
由
」
と
、
そ
れ
を
理
由
と
し
た
「
逮
捕

拘
禁
か
ら
の
自
由
」
が
く
り
返
し
主
張
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
議
会
は
、
臣
民
の

プ
ロ
パ
テ
ィ
の
自
由
を
国
王
大
権
の
侵
害
か
ら
護
る
と
い
う
責
務
を
遂
行
す
る
た
め

に
は
、
国
王
の
大
権
の
是
非
を
論
争
す
る
権
利
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
討

論
の
自
由
、
逮
捕
拘
禁
か
ら
の
自
由
は
そ
の
た
め
の
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
件
で

あ
っ
た
。
護
る
べ
き
目
的
と
し
て
の
臣
民
の
自
由
が
「
絶
対
的
」
な
も
の
で
あ
る
以

上
、
そ
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
こ
れ
ら
の
議
会
の
特
権
も
、
や
は
り
臣
民

の
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
十
分
に
相
当
す
る
絶
対
的
な
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
一
六
二
八
年
議
会
で
の
次
の
ク
ッ
ク
の
言
葉
が
こ
の
こ
と
を
端
的
に
表
現
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し
て
い
る
。
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
国
王
大
権
が
い
か
な
る
事
由
に
お
い
て
も
臣
民

の
自
由
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
、
国
王
大
権
を
正
し
く
割
り
当
て
て
い
る
」
と
い
う

点
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
格
律
（m

axim

）
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
絶
対
的
な
権
威
」

を
持
つ
。
そ
し
て
国
王
大
権
が
庶
民
お
よ
び
聖
俗
貴
族
、
男
性
・
女
性
す
べ
て
の
者

に
関
係
す
る
事
柄
で
あ
る
以
上
、
そ
の
行
使
は
「
議
会
に
お
い
て
討
議
さ
れ
る
べ
き
」

問
題
で
あ
り
、
絶
対
的
な
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
や
自
由
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
い

て
保
護
す
る
と
い
う
こ
う
し
た
議
会
の
権
能
に
照
ら
せ
ば
、
「
議
会
の
議
員
は
何
人

も
逮
捕
拘
禁
さ
れ
得
な
い
し
、
…
す
べ
て
の
議
員
が
議
会
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
」
と 

２
２
１ 

。
ク
ッ
ク
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
臣
民
の
絶
対
的
な
プ
ロ

パ
テ
ィ
を
保
障
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
格
律
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
保

護
す
る
議
会
の
権
能
や
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
議
会
特
権
も
ま
た
絶
対
的
な

も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ク
ッ
ク
は
議
会
の
も
つ
特
権
を
こ
う

擁
護
す
る
。
「
こ
の
議
会
の
法
廷
に
お
け
る
法
、
慣
習
、
自
由
（liberties
）
、
特
権

（priviledges

）
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
ま
さ
に
琴
線
（heartstrings
）
で
あ
る
」
。

そ
れ
ゆ
え
、
自
由
な
選
挙
で
得
た
庶
民
院
議
員
の
議
席
は
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
全
体

の
…
利
益
」
の
た
め
に
あ
り
、
国
王
と
い
え
ど
も
勅
許
に
よ
っ
て
彼
ら
を
罷
免
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
裁
判
官
も
「
議
会
の
法
、
慣
習
、
あ
る
い
は
特
権
に
関

す
る
判
断
」
に
つ
い
て
は
管
轄
権
を
持
た
な
い
と 

２
２
２ 

。
こ
の
よ
う
に
議
会
の
特
権

は
、
古
来
の
法
と
慣
習
に
基
づ
い
て
擁
護
さ
れ
、
議
会
自
身
に
よ
る
ほ
か
は
、
国
王

と
い
え
ど
も
、
ま
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
専
門
家
た
る
裁
判
官
と
い
え
ど
も
、
干
渉
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
的
な
自
由
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
が
定
め
る
臣
民
全
体
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
保
障
す
る
砦
と
し
て
、
議
会
特
権
が
見

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
議
会
の
特
権
と
し
て
の
「
討
論
の
自
由
」
は
、
臣
民
の
プ
ロ
パ
テ

ィ
の
保
障
を
目
的
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
臣

民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
変
更
は
、
権
利
者
本
人
の
同
意
な
く
し
て
移
譲
で
き
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
改
変
に
つ
な
が
る
立
法
（
法
の
改
変

を
含
む
）
と
課
税
に
つ
い
て
は
、
王
国
の
す
べ
て
の
人
び
と
の
同
意
を
意
味
す
る
「
議

会
の
同
意
」
が
前
提
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
が
主
張
し
た
よ
う

な
、
至
高
の
主
権
者
権
力
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
議
会
に
お
け
る
臣
民
の
「
補
佐
」

と
は
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
権
利
を
持
つ
当
事
者
に
よ
っ
て
尽
く
さ
れ
る
「
審
議
」
な
い

し
「
討
議
」
と
、
そ
れ
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
国
王
と
人
民
と
の
間
の
「
相
互
の
同

意
」
を
意
味
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
議
会
の
機
能
を
実
効
的
な
も
の
と
す

る
う
え
で
、
「
討
論
の
自
由
」
と
い
う
議
会
の
特
権
は
不
可
欠
な
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
立
法
と
課
税
に
お
け
る
「
議
会
の
同
意
」
が
、
臣
民
の

「
絶
対
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
の
観
念
に
基
づ
い
て
構
想
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
議
会

の
同
意
を
実
効
化
す
る
「
討
論
の
自
由
」
も
、
臣
民
の
「
絶
対
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
権
利
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

国
王
大
権
に
つ
い
て
論
争
す
る
こ
と
の
で
き
る
議
会
の
「
討
論
の
自
由
」
が
、
臣

民
の
絶
対
的
自
由
と
し
て
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
保
障
を
目
的
と
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

上
、
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
う
し
た
主
張
が
、
現
実
の
政
治
課
題
に
お
い

て
と
く
に
直
接
的
に
関
わ
り
を
持
つ
の
は
、
本
稿
で
繰
り
返
し
強
調
し
て
き
た
と
こ
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ろ
の
、
非
常
事
態
時
に
「
議
会
の
同
意
」
な
し
に
行
わ
れ
る
国
王
の
立
法
と
課
税
に

つ
い
て
の
国
王
大
権
の
問
題
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
立
法
と
課
税
が
と
も
に
臣
民
の

プ
ロ
パ
テ
ィ
に
直
接
的
に
関
わ
り
の
あ
る
事
柄
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
通

り
で
あ
る
。
議
会
の
最
た
る
権
限
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
き
、
こ
う
し
た
臣
民

の
自
由
に
本
質
的
に
関
わ
り
の
あ
る
立
法
と
課
税
の
是
非
に
つ
い
て
論
争
し
、
そ
の

執
行
条
件
と
し
て
の
「
同
意
」
と
い
う
契
機
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
先

の
討
論
の
自
由
と
逮
捕
拘
禁
か
ら
の
自
由
と
い
う
議
会
の
特
権
は
、
こ
の
「
議
会
の

同
意
」
と
い
う
原
則
に
実
効
性
を
与
え
る
た
め
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
制
度
的
条
件

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

   

第
五
節 

議
会
選
挙
と
選
挙
権
の
自
由 

   

（
一
）
選
挙
権
の
自
由
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー 

 

第
三
章
の
最
終
節
に
お
い
て
「
コ
モ
ン
」
の
意
味
内
容
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
加
え

た
際
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
解
釈
の
特
質
は
、
慣
習
と

し
て
の
要
件
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
こ
に
普
遍
的
・
一
般
的
な
合
理
性
と

規
範
性
と
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
「
選
挙
権
の
自
由
」

を
め
ぐ
る
当
時
の
庶
民
院
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
解
釈
の
な
か
に
も
は
っ
き

り
と
反
映
し
て
い
る
。
否
む
し
ろ
、
選
挙
権
の
自
由
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
た
ち
の
思
考
が
持
っ
て
い
た
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
最
も
鋭
角
的
に
表
現
し
て
い
る

争
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
。 

 

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
発
達
し
た
重
要
な
権
利
と
し
て
、
ロ
バ
ー
ト
・
ル
イ
は
、

と
く
に
「
言
論
の
自
由
」
「
逮
捕
拘
禁
か
ら
の
自
由
」
「
選
挙
の
自
由
」
の
三
つ
を

挙
げ
て
い
る 

２
２
３ 

。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
、
絶
対
主
義
へ

の
傾
斜
が
懸
念
さ
れ
る
当
時
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
に
対
す
る
抵
抗
の
論
理
を
そ
の

う
ち
に
含
ん
で
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
言
論
の
自
由
」
と
「
逮
捕
拘
禁
か
ら
の

自
由
」
は
、
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
議
会
と
り
わ
け
庶
民
院
の
特
権
と
し
て
特
に

機
能
し
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
と
も
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
い
て
臣
民
の
自
由

を
護
る
た
め
に
議
会
が
国
王
大
権
に
つ
い
て
論
争
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
の

制
度
的
条
件
で
あ
っ
た
。
他
方
、
「
選
挙
の
自
由
」
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
と
く

に
地
方
ジ
ェ
ン
ト
リ
が
王
権
あ
る
い
は
宮
廷
の
影
響
力
や
干
渉
に
対
抗
し
な
が
ら
、

庶
民
院
へ
と
進
出
す
る
た
め
の
重
要
な
足
場
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、

こ
れ
ら
議
会
の
権
能
に
関
わ
る
三
つ
の
自
由
は
、
当
時
の
現
実
政
治
の
な
か
で
絶
対

主
義
的
な
統
治
と
対
決
す
る
な
か
で
伸
張
し
た
権
利
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。 

 

こ
の
う
ち
選
挙
お
よ
び
選
挙
権
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
と
く
に
議
会
が
頻
繁
に
召
集

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
六
二
○
年
代
に
緊
要
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
庶
民
院
の
争

点
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
宮
廷
」
対
「
地
方
」
と
い
う

政
治
社
会
的
な
対
立
関
係
を
背
景
と
し
て
、
庶
民
院
の
議
会
選
挙
に
お
い
て
「
コ
ン
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テ
ス
ト
（
選
挙
戦
）
」
と
な
る
ケ
ー
ス
が
、
特
に
都
市
選
挙
区
に
お
い
て
急
激
に
増

加
し
て
き
て
い
た
。
こ
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
戦
の
増
加
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の

重
要
な
問
題
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
ま
ず
第
一
に
、
コ
ン
テ
ス
ト
を
経
験
し

た
都
市
選
挙
区
で
は
、
対
立
す
る
複
数
の
候
補
に
よ
っ
て
議
席
が
争
わ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
結
果
的
に
よ
り
広
範
囲
の
人
び
と
が
投
票
行
動
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
に
な

り
、
「
デ
・
フ
ァ
ク
ト
（de facto
）
」
の
「
投
票
者
」
の
数
が
著
し
く
増
加
し
て
い

た
。
そ
れ
は
、
選
挙
権
者
の
定
義
な
い
し
境
界
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
に
せ
よ
、

「
デ
・
ユ
レ
（de jure

）
」
の
「
選
挙
権
者
」
の
問
題
と
は
一
応
、
区
別
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
さ
ら
に
第
二
に
、
こ
う
し
た
事
態
は
必
然
的
に
、
選
挙
が
行
わ
れ
る
た

び
に
そ
の
結
果
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
と
り
わ
け
選
挙
権
者
の
境
界
を
め
ぐ
っ
て
頻

繁
に
係
争
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
当
時
、
選
挙
訴
訟
を
管
轄
し
て
い

た
庶
民
院
の
「
特
権
委
員
会
（com

m
ittee on privilege

）
」
は
、
一
連
の
訴
訟
の

裁
決
の
な
か
で
選
挙
権
者
の
境
界
を
「
平
民
一
般
（com

m
onalty in general

）
」

へ
と
広
範
に
拡
大
し
て
定
義
す
る
と
い
う
態
度
を
一
貫
し
て
示
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、

「
デ
・
フ
ァ
ク
ト
」
の
投
票
者
の
増
大
で
は
な
く
、
「
デ
・
ユ
レ
」
の
選
挙
権
者
の

拡
大
を
意
味
し
た 

２
２
４ 

。 

 

従
来
、
選
挙
訴
訟
は
国
王
大
権
の
影
響
下
に
あ
っ
た
星
室
庁
裁
判
所
の
管
轄
で
あ

っ
た
が
、
一
六
○
四
年
以
降
、
そ
の
管
轄
権
は
庶
民
院
、
と
く
に
そ
の
な
か
の
「
特

権
委
員
会
」
に
移
っ
て
い
た
。
当
時
、
こ
の
「
特
権
委
員
会
」
は
、
「
苦
情
委
員
会

（com
m

ittee on grievance

）
」
と
並
ん
で
、
王
権
に
対
決
的
姿
勢
を
と
る
庶
民

院
議
員
、
な
か
ん
ず
く
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
議
員
た
ち
が
結
集
し
て
い
た
重
要
な
拠

点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
選
挙
訴
訟
に
お
い
て
特
権
委
員
会
が
下
し
た
採
決
は
総

じ
て
、
宮
廷
派
の
大
物
と
結
び
つ
い
た
市
長
等
の
有
力
な
市
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ

た
候
補
で
は
な
く
、
よ
り
広
範
な
人
び
と
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
候
補
の
側
に
味
方

す
る
と
い
う
傾
向
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
選
挙
訴
訟
の
過
程
を
め
ぐ

っ
て
ま
ず
指
摘
し
て
お
く
べ
き
重
要
な
論
点
は
、
そ
う
し
た
判
断
を
下
し
た
特
権
委

員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
選
挙
の
み
な
ら
ず
、
臣
民
の
権
利
一
般
の
基
礎
づ
け
が
、
い
わ
ゆ
る
「
古

来
の
国
制
」
に
訴
え
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
的
な
議
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る

な
ら
ば
、
特
権
委
員
会
に
お
い
て
選
挙
と
選
挙
権
の
問
題
を
審
議
す
る
う
え
で
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
存
在
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
こ
の
こ
と
は
、
選
挙
訴
訟
に
お
い
て
広
範
囲
な
選
挙
権
者
の
投
票
を
支
持
し
た

特
権
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
思
考
が
、
当
時
の
「
古
来
の
国
制
」
論
で
み
ら
れ
た
コ

モ
ン
・
ロ
ー
解
釈
の
傾
向
性
と
見
事
に
符
合
し
て
い
る
と
い
う
後
述
の
指
摘
と
関
連

し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。 

 

と
も
あ
れ
、
一
六
二
〇
年
代
の
庶
民
院
と
く
に
そ
の
特
権
委
員
会
は
、
議
会
選
挙

が
行
わ
れ
る
た
び
に
当
事
者
か
ら
提
起
さ
れ
た
選
挙
訴
訟
を
管
轄
し
、
選
挙
の
正
当

性
や
選
挙
権
者
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
裁
決
を
下
し
て
い
っ
た
。
そ
の
多
く
は
、
「
都

市
選
挙
区
」
の
選
挙
権
者
を
め
ぐ
る
係
争
で
あ
っ
た
。
州
選
挙
区
に
比
べ
て
歴
史
の

浅
い
都
市
選
挙
区
で
は
、
選
挙
を
め
ぐ
る
明
確
な
規
定
や
先
例
が
相
対
的
に
欠
如
し

て
い
た
た
め
、
選
挙
権
者
の
境
界
を
め
ぐ
る
曖
昧
さ
は
、
選
挙
訴
訟
を
進
め
て
い
く

う
え
で
、
何
ら
か
の
形
式
で
解
決
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
都
市
選
挙
区
の
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選
挙
権
者
の
定
義
を
解
釈
し
、
一
定
の
形
式
を
付
与
す
る
際
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た

の
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
古
来
の
国
制
」
を
論
じ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。
こ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
的
解
釈
に
基
づ
い
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

こ
の
時
期
の
庶
民
院
の
特
権
委
員
会
は
、
選
挙
権
に
関
し
て
個
々
の
裁
決
の
基
準
と

な
る
べ
き
「
一
般
的
原
則
」
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
あ
ら

ゆ
る
記
憶
を
越
え
た
不
変
の
慣
習
」
で
あ
る
「
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
」
に
基
づ
い
て
定

式
化
さ
れ
、
都
市
の
選
挙
権
者
は
「
自
家
保
有
者
」
と
し
て
の
「
住
民
一
般
」
が
も

つ
権
利
と
し
て
広
く
解
釈
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る 

２
２
５ 

。
デ
ィ
レ
ッ

ク
・
ハ
ー
ス
ト
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
広
範
な
選
挙
権
が
一
つ
の

規
範
で
あ
る
」
と
い
う
「
一
般
的
言
明
」
は
、
「
大
部
分
、
地
方
に
お
い
て
形
成
さ

れ
て
い
た
」
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
「
法
の
正
統
な
学

説
」
と
い
う
形
で
正
当
化
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
い
う
選

挙
権
と
は
、
後
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
然
法
と
い
う
抽
象
的
な
規

範
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
権
利
で
は
な
く 

２
２
６ 

、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
特
殊
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
的
な
伝
統
の
原
理
に
基
づ
い
て
定
式
化
さ
れ
た
権
利
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
選

挙
権
の
自
由
を
め
ぐ
っ
て
も
、
本
稿
の
各
章
で
こ
れ
ま
で
議
論
し
て
き
た
よ
う
に
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
法
的
営
為
の
重
要
性
と
、
「
選
挙
権
を
含
む
法
領
域
の
守
護

者
」
と
し
て
の
「
庶
民
院
」
と
い
う
政
治
的
舞
台
の
重
要
性
が
前
景
に
出
て
く
る
の

で
あ
る 

２
２
７ 

。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
庶
民
院
議
員
で
な
お
か
つ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
で
も
あ
っ
た
人
々
が
、
「
選
挙
の
自
由
」
を
め
ぐ
っ
て
も
や
は
り
重
要
な
役
割
を

担
う
こ
と
に
な
る
。 

   

（
二
）
「
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
」
と
し
て
の
選
挙
権 

  

こ
の
時
期
の
庶
民
院
議
員
、
と
り
わ
け
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
議
員
の
な
か
に
は
、

選
挙
権
が
、
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
実
は
か
つ
て
古
代
に
お
い
て
「
平
民

（com
m

onalty

）
」
一
般
が
有
し
て
い
た
権
利
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
、
一
六
二
一
年
の
庶
民
院
に
は
次
の
よ
う
な
発
言
が
見
ら
れ
る
。
「
古
代
に
は
、

あ
ら
ゆ
る
平
民
が
選
挙
権
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
平
民
が
選
挙
を

騒
乱
な
も
の
に
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
後
、
選
挙
権
は
自
由
土
地
保
有
者
に
限
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
」 

２
２
８ 

。
ま
た
当
時
の
代
表
的
な
法
制
史
家
で
も
あ
っ
た
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
の
ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
た
。
「
あ
ら

ゆ
る
人
々
が
州
の
代
表
者
を
選
ぶ
際
に
投
票
権
を
持
っ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
。
ヘ

ン
リ
ー
六
世
の
頃
、
そ
れ
に
不
便
を
感
じ
、
議
会
は
、
年
四
○
シ
リ
ン
グ
の
土
地
を

持
つ
者
だ
け
が
投
票
権
を
行
使
し
、
そ
れ
以
下
の
者
は
排
除
さ
れ
る
と
い
う
法
律
を

制
定
し
た
の
で
あ
る
」 

２
２
９ 

。
こ
の
よ
う
に
当
時
、
選
挙
権
者
の
問
題
が
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
「
古
来
の
国
制
」
に
お
い
て
平
民
一
般
が
本
来
有
し
て
い
た
古
来
の
権
利

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
点
は
重
要
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
も
州
選
挙
区
の
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
一
四
三
○
年
以
降
は
、
「
年
価

値
四
○
シ
リ
ン
グ
以
上
の
自
由
土
地
保
有
者
」
と
い
う
形
で
選
挙
権
者
の
一
般
的
定

義
が
明
確
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
現
実
の
選
挙
に
お
い
て
選
挙
権
者
の
定
義
を
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め
ぐ
っ
て
争
い
と
な
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
一
方
、
州
選
挙
区
に
比
べ
て
歴

史
の
あ
さ
い
都
市
選
挙
区
で
は
、
い
ま
だ
選
挙
区
ご
と
に
選
挙
の
あ
り
方
が
多
様
で

あ
り
、
し
か
も
明
確
な
規
定
を
持
た
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
都
市
選
挙

区
で
は
、
「
選
挙
権
が
何
で
あ
る
の
か
」
、
「
誰
が
選
挙
人
と
な
る
の
か
」
に
つ
い

て
依
拠
す
べ
き
先
例
や
規
定
の
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
も

あ
っ
て
、
都
市
選
挙
区
の
選
挙
権
者
の
定
義
の
問
題
は
、
一
六
二
○
年
代
の
議
会
に

お
い
て
選
挙
訴
訟
の
主
要
な
争
点
と
し
て
た
び
た
び
審
議
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
選
挙
権
が
古
来
の
国
制
に
お
い
て
は
平
民
一
般
が
持
っ
て
い
た
古
来
の
権
利

で
あ
る
と
の
見
解
が
と
く
に
重
要
な
意
義
を
帯
び
た
の
は
、
都
市
選
挙
区
に
お
い
て

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
選
挙
訴
訟
の
記
録
が
比
較
的
残
存
し
て
い
る
一
六
二
四
年

と
一
六
二
八
年
の
議
会
を
中
心
に
そ
の
議
論
の
特
徴
を
検
討
し
て
お
こ
う
。 

 

ま
ず
一
六
二
四
年
議
会
で
は
、
庶
民
院
の
特
権
委
員
会
が
、
個
々
の
選
挙
訴
訟
に

裁
決
を
下
す
と
い
う
従
来
の
形
式
を
越
え
て
、
都
市
選
挙
区
に
お
い
て
も
選
挙
権
を

「
一
般
的
原
則
」
の
形
で
定
式
化
し
よ
う
と
し
た
点
が
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
二
四

年
議
会
の
特
権
委
員
会
の
委
員
長
を
務
め
て
い
た
の
は
、
当
時
の
代
表
的
な
庶
民
院

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
一
人
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
で
あ
っ
た
。
こ
の
時

期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
く
自
由
の
う
ち
、
選
挙
権
の
自
由
に
関
し
て
指
導
的
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
で
あ
っ
た 

２
３
０ 

。

サ
イ
レ
ン
ス
タ
ー
の
選
挙
訴
訟
に
寄
せ
て
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
委
員
会
は
次
の
よ
う
に

言
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
イ
レ
ン
ス
タ
ー
の
場
合
に
は 

 

ど
の
よ
う
な
人
び
と
が
選
挙
人
と
な
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
な
る
べ
き
で
な
い

か
に
つ
い
て
、
確
か
な
慣
習
も
規
定
も
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
し

て
わ
れ
わ
れ
は
、
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
選
挙
人
の
問
題

に
関
し
て
、
そ
の
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
に
よ
る
な
ら
ば
、
自
由
土
地
保
有
者
よ
り

も
さ
ら
に
多
く
の
人
び
と
、
つ
ま
り
そ
の
都
市
内
に
住
む
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
、

す
な
わ
ち
住
民
（inhabitants

）
、
自
家
保
有
者
（householders

）
、
居
住

者
（resiants

）
が
選
挙
に
お
い
て
投
票
権
を
持
つ
べ
き
で
あ
る 

２
３
１ 

。 

  

こ
こ
に
は
、
「
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
」
と
い
う
根
拠
に
基
づ
い
て
、
自
家
保
有
者
で

あ
る
居
住
者
一
般
が
選
挙
権
者
で
あ
る
べ
き
だ
と
の
「
一
般
的
原
則
」
が
言
明
さ
れ

て
い
る
。
一
六
二
四
年
議
会
に
お
い
て
、
同
様
な
見
解
が
確
認
さ
れ
た
例
と
し
て
は

そ
の
他
、
ポ
ン
テ
フ
ラ
ク
ト
、
ド
ー
ヴ
ァ
ー
、
チ
ッ
ペ
ナ
ム
、
ブ
レ
ッ
チ
ン
グ
リ
ー
、

ア
マ
ー
シ
ャ
ム
、
マ
ー
ロ
ー
、
ウ
ェ
ン
ド
ー
バ
ー
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、

ポ
ン
テ
フ
ラ
ク
ト
と
ブ
レ
ッ
チ
ン
グ
リ
ー
の
二
つ
の
事
例
に
つ
い
て
は
別
の
論
点
と

の
絡
み
が
あ
る
た
め
後
に
触
れ
る
こ
と
に
し
、
そ
れ
以
外
の
都
市
選
挙
区
の
例
を
こ

こ
で
は
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
ド
ー
ヴ
ァ
ー
の
選
挙
訴
訟
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ

で
は
選
挙
権
の
行
使
が
、
市
長
、
市
政
参
与
（Jurates

）
、
市
議
会
に
限
定
さ
れ
る

べ
き
か
、
そ
れ
と
も
「
住
民
一
般
（Inhabitants at large

）
」
に
認
め
ら
れ
る
べ

き
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
特
権
委
員
会
は
、
選
挙
に
お
い
て
「
あ

ら
ゆ
る
自
由
民
（freem

en

）
、
住
民
（Inhabitants

）
が
投
票
権
を
持
つ
べ
き
で

あ
る
」
と
の
見
解
を
示
し
た 

２
３
２ 

。
同
様
に
チ
ッ
ペ
ナ
ム
の
選
挙
訴
訟
で
も
、
ベ
イ
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リ
フ
一
人
と
都
市
の
有
力
な
市
民
一
二
人
に
選
挙
権
が
限
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う

原
告
側
の
主
張
が
却
下
さ
れ
、
「
多
数
の
投
票
（Plurality of V

oices

）
」
に
よ
っ

て
選
挙
が
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
の
判
断
が
示
さ
れ
た 

２
３
３ 

。
さ
ら
に
ア
マ
ー
シ
ャ
ム
、

マ
ー
ロ
ー
、
ウ
ェ
ン
ド
ー
バ
ー
の
三
つ
の
都
市
は
、
こ
の
一
六
二
四
年
議
会
に
お
い

て
、
庶
民
院
へ
の
代
表
選
出
権
の
回
復
が
検
討
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に

関
し
て
委
員
長
の
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
、
こ
う
言
明
し
て
い
る
。
「
こ
れ
か
ら
回
復
さ

れ
る
都
市
に
お
い
て
は
、
住
民
（inhabitants

）
が
選
挙
権
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
」

と 

２
３
４ 

。 

 

以
上
の
よ
う
な
一
六
二
四
年
議
会
で
見
ら
れ
た
傾
向
は
、
さ
ら
に
一
六
二
八
年
の

議
会
で
も
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
八
年
の
特
権
委
員
会
の

委
員
長
を
務
め
た
の
は
、
や
は
り
当
時
の
代
表
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
、
一
六
一

〇
年
議
会
以
降
、
庶
民
院
に
お
い
て
「
古
来
の
国
制
」
論
を
主
導
し
て
き
た
論
客
の

一
人
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
六
二
四
年
議
会
に
お

い
て
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
が
提
示
し
た
見
解
を
参
照
し
つ
つ
、
選
挙
訴
訟
に
あ
た
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
二
八
年
議
会
の
特
権
委
員
会
の
姿
勢
も
一
六
二
四
年
議
会
の
延
長

線
上
に
あ
り
、
二
四
年
議
会
と
同
様
な
根
拠
に
基
づ
い
て
一
連
の
判
決
が
下
さ
れ
て

い
く
。
た
と
え
ば
、
ブ
リ
ッ
ド
ポ
ー
ト
の
選
挙
訴
訟
で
は
、
選
挙
権
者
が
二
人
の
ベ

イ
リ
フ
（
地
方
代
官
）
と
一
三
人
の
有
力
市
民
に
の
み
限
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、

そ
れ
と
も
「
平
民
一
般
」
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
が
争
点
と
な
り
、
こ
れ
に
対

し
て
特
権
委
員
会
は
「
平
民
一
般
が
議
会
へ
の
代
表
者
の
選
挙
に
お
い
て
投
票
権
を

持
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
の
裁
決
を
下
し
た 

２
３
５ 

。
ま
た
コ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
の
選
挙
訴

訟
で
も
、
特
権
委
員
会
は
、
ベ
イ
リ
フ
、
参
事
会
員
、
市
議
会
の
メ
ン
バ
ー
ら
四
二

人
の
有
力
市
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
候
補
を
退
け
、
「
平
民
一
般
（the com

m
on 

Sort of B
urgesses in general

）
」
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
候
補
に
議
席
を
与
え

た 

２
３
６ 

。
さ
ら
に
次
の
ウ
ォ
リ
ッ
ク
の
例
は
、
こ
の
時
期
の
庶
民
院
の
特
権
委
員
会

が
か
な
り
明
確
な
態
度
を
も
っ
て
選
挙
訴
訟
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
ウ
ォ
リ
ッ
ク
で
も
、
選
挙
が
市
長
と
市
議
会
の
有
力
市
民
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

べ
き
か
、
「
平
民
一
般
（the C

om
m

ons in general

）
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ

き
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
市
長
と
市
議
会
は
、
平
民
の
投
票
権
否

認
を
目
的
と
し
た
請
願
を
、
二
○
○
人
以
上
の
署
名
と
と
も
に
下
院
に
提
出
し
た
。

当
然
、
こ
の
署
名
の
大
部
分
は
ま
さ
に
平
民
自
身
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
言
っ
て
み

れ
ば
彼
ら
は
自
己
の
権
利
を
み
ず
か
ら
進
ん
で
否
定
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
に

対
し
、
特
権
委
員
会
は
、
「
た
と
え
、
投
票
権
を
主
張
す
る
平
民
が
一
人
し
か
い
な

い
と
し
て
も
、
そ
の
平
民
の
主
張
は
聞
き
入
れ
ら
れ
る
」
べ
き
で
あ
る
と
の
理
由
か

ら
、
こ
の
請
願
を
却
下
し
た 

２
３
７ 

。
こ
こ
に
は
選
挙
権
を
単
な
る
特
権
（privilege

）

で
は
な
く
、
平
民
一
般
が
も
つ
権
利
（right

）
と
し
て
法
的
に
承
認
し
よ
う
と
す
る

当
時
の
庶
民
院
の
不
退
転
の
決
意
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
よ
う
。 

 
こ
の
よ
う
に
一
六
二
八
年
議
会
に
お
い
て
も
、
二
四
年
議
会
と
同
様
、
係
争
と
な

っ
た
事
例
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
選
挙
権
が
よ
り
広
範
な
人
び
と
に
対
し
て
認
め
ら

れ
て
い
く
。
そ
し
て
一
六
二
八
年
議
会
の
特
権
委
員
会
も
、
先
の
一
六
二
四
年
議
会

の
特
権
委
員
会
と
同
様
に
、
個
々
の
都
市
選
挙
区
ご
と
の
判
断
を
超
え
て
、
こ
の
選

挙
権
問
題
を
「
一
般
的
原
則
」
の
形
で
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
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た
と
え
ば
ボ
ス
ト
ン
の
次
の
ケ
ー
ス
が
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
ボ
ス
ト
ン
の
選

挙
区
で
は
、
「
平
民
（C

om
m

onalty

）
」
の
大
多
数
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
候
補
と
、

市
長
を
中
心
と
す
る
都
市
の
有
力
な
市
民
一
四
人
か
ら
の
み
選
出
さ
れ
た
候
補
と
が

対
立
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
特
権
委
員
会
は
次
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
。 

 

あ
ら
ゆ
る
自
治
都
市
（B

orough

）
に
お
け
る
代
表
者
（B

urgesses

）
の
選
挙

は
、
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
に
属
す
る
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
、
平
民

（C
om

m
oners

）
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
効
（prescription

）

か
、
あ
る
い
は
あ
ら
ゆ
る
記
憶
を
越
え
た
不
変
の
慣
習
以
外
に
は
、
彼
ら
か
ら

そ
れ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い 

２
３
８ 
。 

 

そ
し
て
、
委
員
長
で
あ
っ
た
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
は
、
都
市
の
選
挙
権
が
「
コ
モ
ン
・
ラ

イ
ト
」
に
基
づ
い
て
平
民
一
般
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
権
利
が
「
超
記
憶
的

な
（tim

e out of m
end

）
、
古
来
よ
り
不
変
の
慣
習
」
以
外
に
平
民
か
ら
取
り
去
る

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
法
の
「
確

実
な
準
則
（a certain rule

）
」
の
一
つ
で
あ
る
と
結
論
す
る 

２
３
９ 

。 

 

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
選
挙
権
の
問
題
が
「
超
記
憶
的
な
古
来
よ
り
不
変
の
慣

習
」
あ
る
い
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
判
断
基
準
と
さ
れ
た
〈com

m
on right and 

reason

〉
に
依
拠
し
て
把
握
さ
れ
、
ま
た
そ
の
点
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
「
確
実
な

準
則
」
と
し
て
一
般
原
則
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
特
徴
は
、

本
稿
の
第
二
章
お
よ
び
第
三
章
で
す
で
に
考
察
し
て
き
た
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
た
ち
の
思
考
様
式
と
ま
さ
し
く
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
選
挙
権
は
、

コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
と
い
う
一
般
的
原
則
の
形
式
で
表
現
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
平

民
一
般
」
が
古
来
に
有
し
て
い
た
権
利
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
。
通
常
、
選
挙
訴

訟
で
の
裁
決
は
個
々
の
当
該
の
ケ
ー
ス
に
合
わ
せ
て
判
断
が
下
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
お
い
て
先
例
と
な
る
べ
き
過
去
の
具
体
的
な
勅
許
や
規
定

が
判
断
の
基
準
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
慣
例
は
、
一
六
二

四
年
の
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
委
員
会
の
段
階
で
も
一
方
で
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ

い
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
ポ
ン
テ
フ
ラ
ク
ト
の
ケ
ー
ス
で
あ
ろ

う
。
庶
民
院
の
特
権
委
員
会
は
、
「
誰
が
選
挙
人
と
な
る
べ
き
か
」
を
め
ぐ
っ
て
、

や
は
り
同
様
に
「
選
挙
は
、
住
民
、
自
家
保
有
者
、
居
住
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
」
と
先
の
一
般
的
原
則
の
立
場
を
確
認
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
は
条
件
が

付
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
選
挙
権
に
関
し
て
何
ら
の
勅
許
も
規
定
も
存
在
し
て

い
な
い
場
合
」
で
あ
る
と 

２
４
０ 

。
し
か
し
他
方
で
特
権
委
員
会
は
、
こ
う
し
た
一
般

的
原
則
に
優
先
す
る
勅
許
や
規
定
に
対
し
て
も
「
明
確
な
証
拠
に
よ
っ
て
証
明
可
能

な
も
の
」
に
限
ら
れ
る
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
い
た 

２
４
１ 

。
そ
し
て
二
四
年
議
会
の

ブ
レ
ッ
チ
ン
グ
リ
ー
の
選
挙
区
の
ケ
ー
ス
が
ま
さ
に
そ
う
し
た
例
で
あ
っ
た
。
特
権

委
員
会
は
、
ブ
レ
ッ
チ
ン
グ
リ
ー
に
は
選
挙
を
め
ぐ
る
「
明
確
な
先
例
」
が
あ
る
こ

と
を
理
由
に
、
住
民
一
般
で
は
な
く
、
よ
り
少
数
の
「
市
街
地
保
有
権
者
」
に
よ
っ

て
選
出
さ
れ
た
候
補
に
議
席
を
与
え
る
と
い
う
判
断
を
示
し
た
。
こ
れ
は
、
二
四
年

議
会
の
ケ
ー
ス
の
な
か
で
、
管
見
す
る
限
り
、
唯
一
例
外
的
な
裁
決
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
こ
で
も
や
は
り
当
該
の
ケ
ー
ス
の
先
例
の
確
認
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
次
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の
よ
う
な
説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
の
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
ブ
レ
ッ
チ
ン
グ
リ
ー
の
場
合
に
は
明
確
な
先
例
が
存
在
し
た
け
れ
ど
も
、
も

し
明
確
な
規
定
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
「
当
該
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
よ
り
も
、

さ
ら
に
多
く
の
人
び
と
」
が
選
挙
権
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
本
来
の
コ
モ

ン
・
ラ
イ
ト
に
基
づ
く
一
般
的
原
則
の
立
場
を
改
め
て
強
調
し
て
い
る 

２
４
２ 

。
こ
こ

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
特
権
委
員
会
は
、
一
方
で
勅
許
や
規
定
に
基
づ
く
先

例
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
維
持
し
つ
つ
も
、
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
と
い
う
一
般
的
原
則
の

立
場
に
立
っ
て
平
民
一
般
へ
の
選
挙
権
の
拡
大
を
推
進
す
る
こ
と
に
明
ら
か
に
重
点

を
置
い
て
い
た
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

こ
の
時
期
の
庶
民
院
の
特
権
委
員
会
が
選
挙
権
を
め
ぐ
っ
て
示
し
て
い
た
解
釈
の

特
徴
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
一
方
に
お
い
て
は
、
過
去
の
具
体
的
な
先
例
に
基
づ
い

て
当
該
の
個
々
の
ケ
ー
ス
に
即
し
て
審
理
す
る
と
い
う
形
式
を
維
持
し
つ
つ
も
、
同

時
に
他
方
で
は
、
そ
れ
ら
個
々
の
ケ
ー
ス
を
越
え
た
「
一
般
的
原
則
」
の
形
式
を
志

向
し
て
い
く
と
い
う
、
こ
の
併
存
状
況
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
コ
モ
ン
・

ラ
イ
ト
」
と
し
て
表
現
さ
れ
た
原
則
は
、
臣
民
の
古
来
の
権
利
と
い
う
観
念
の
延
長

線
上
に
お
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
記
憶
を
越
え
た
不
変
の
も
の
」
と
し
て
極
め
て
抽
象
化
・

一
般
化
さ
れ
た
特
徴
を
備
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
慣
習
的
な
も
の
と
、
一
般
的
な
も

の
と
の
併
存
と
も
い
う
べ
き
権
利
概
念
が
そ
こ
に
は
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ

し
て
、
「
選
挙
に
関
す
る
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
は
、
一
般
性
（generality

）
に
由
来
す

べ
き
で
あ
る
」
２
４
３ 

と
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
が
言
明
し
た
ご
と
く
、
当
時
の
力
点
は
む
し

ろ
後
者
の
権
利
概
念
の
方
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
の
「
一
般
性
」
へ
の
重
視
の

態
度
は
、
明
ら
か
に
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
追
求
し
た
「
一
般
性
」
と
軌
を
一
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
お
よ
び
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
と
し
て
の

選
挙
権
に
見
ら
れ
た
「
一
般
性
」
の
強
調
が
、
選
挙
権
が
本
来
「
平
民
一
般
」
に
属

す
る
も
の
と
し
て
広
範
に
解
釈
さ
れ
て
い
っ
た
点
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
ラ
デ
ィ
カ

リ
ズ
ム
と
し
て
の
作
用
を
発
揮
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

   

（
三
）
広
範
な
選
挙
権
と
「
地
方
」 

  

と
こ
ろ
で
、
一
六
二
〇
年
代
の
庶
民
院
の
特
権
委
員
会
が
示
し
て
い
た
広
範
な
選

挙
権
を
支
持
す
る
選
挙
権
解
釈
の
特
徴
は
、
当
時
の
政
治
状
況
の
な
か
で
ど
の
よ
う

な
意
義
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
こ
の
時
期
の
臣
民
の
自
由
を
め

ぐ
る
法
的
議
論
は
、
当
時
の
王
権
な
い
し
宮
廷
と
地
方
と
の
対
立
を
背
景
に
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
選
挙
お
よ
び
選
挙
権
問
題
に
関
し
て
も
こ
の
こ
と
は
や
は
り

妥
当
す
る
。
都
市
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
権
を
広
範
に
拡
大
す
る
こ
と
が
、
こ
う
し

た
「
宮
廷
」
対
「
地
方
」
と
い
う
現
実
政
治
に
お
け
る
対
立
軸
の
な
か
で
ど
の
よ
う

な
機
能
を
果
た
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
点
を
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
こ

う
。 

 

ま
ず
結
論
的
に
い
え
ば
、
こ
の
時
期
の
議
会
の
選
挙
権
解
釈
の
狙
い
は
、
一
つ
に

は
「
不
当
な
選
挙
手
続
き
」
の
防
止
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
都
市
に
お
い
て
選

挙
権
を
広
範
に
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
目
的
に
適
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ジ
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ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
統
治
が
は
じ
ま
っ
て
以
来
、
議
会
は
選
挙
に
お
け
る
宮
廷
の
干
渉

と
戦
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
一
六
一
四
年
の
議
会
は
、
宮
廷
派
の
大
貴
族
が
特
定
の

候
補
の
選
出
を
要
請
す
べ
く
都
市
に
「
親
書
（letter

）
」
を
送
る
慣
行
を
問
題
と
し
、

こ
れ
に
激
し
く
抗
議
し
て
い
る 

２
４
４ 

。
他
方
で
、
こ
う
し
た
大
貴
族
の
み
な
ら
ず
、

自
ら
が
統
治
す
る
都
市
か
ら
自
身
を
選
出
す
る
と
い
う
慣
例
を
持
っ
て
い
た
市
長
や

ベ
イ
リ
フ
と
い
っ
た
都
市
の
支
配
層
も
、
同
じ
く
庶
民
院
の
選
挙
に
お
け
る
「
古
来

よ
り
の
方
式
」
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
非
難
の
対
象
に
さ
れ
て
い
る 

２
４
５ 

。
そ
し
て

重
要
な
こ
と
に
、
都
市
で
は
そ
の
支
配
層
は
自
ら
の
権
力
の
基
盤
を
宮
廷
の
特
定
の

人
物
に
負
っ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に 

２
４
６ 

、
宮
廷
の
大

貴
族
と
都
市
の
支
配
層
は
し
ば
し
ば
密
接
な
連
携
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
宮
廷

の
大
貴
族
が
自
ら
の
指
名
し
た
者
を
自
身
の
影
響
下
に
あ
る
都
市
か
ら
選
出
さ
せ
る

と
い
う
傾
向
が
都
市
選
挙
区
で
は
か
な
り
支
配
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
平
民
一
般
」

に
選
挙
権
を
広
く
拡
大
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
宮
廷
と
都
市
の
連
携
を
打
破
し
、

選
挙
に
お
け
る
宮
廷
の
影
響
力
と
操
作
を
排
除
す
る
の
に
好
適
で
あ
っ
た
。
こ
の
点

を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
の
が
、
次
の
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
見
解
で
あ
ろ
う
。
彼
は
い

う
。
選
挙
権
を
特
定
の
少
数
者
に
限
定
す
る
こ
と
は
、 

 

王
国
の
一
般
的
自
由
（general liberty

）
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
王
国

の
一
般
的
自
由
は
、
都
市
に
お
け
る
議
会
の
代
表
者
の
選
出
を
最
も
公
平
な
も

の
と
す
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
公

平
さ
は
、
…
選
挙
が
最
も
多
く
の
投
票
（the greatest num

ber of voices

）

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
最
も
多
く
の
投
票
に

よ
っ
て
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恣
意
的
な
選
出
の
危
険
性
は
よ
り

少
な
く
な
る
で
あ
ろ
う 

２
４
７ 

。 

 

こ
の
よ
う
に
選
挙
権
者
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
の
利
点
は
、
一
つ
に
は
選
出
の
過
程
に

お
け
る
不
当
な
操
作
を
困
難
に
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
上
述
の
選
挙
権
解
釈
に

お
け
る
「
一
般
性
」
の
追
求
も
、
こ
う
し
た
当
時
の
現
実
政
治
の
課
題
に
対
す
る
応

答
と
し
て
現
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

他
方
、
こ
う
し
た
選
挙
権
拡
大
の
傾
向
は
、
上
昇
志
向
を
持
つ
「
地
方
」
の
ジ
ェ

ン
ト
リ
が
、
宮
廷
と
都
市
の
密
接
な
連
携
に
よ
る
議
員
の
選
出
に
対
抗
し
て
、
都
市

選
挙
区
を
通
じ
て
議
席
を
獲
得
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
が
こ
の
時
期
の
都
市
選
挙
区
で
の
コ
ン
テ
ス
ト
（
選
挙
戦
）
の
増
大
を
も
た
ら

す
大
き
な
要
因
と
も
な
っ
て
い
た
し
、
ま
た
逆
に
コ
ン
テ
ス
ト
の
増
大
が
選
挙
訴
訟

を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
コ
ン
テ
ス
ト
の
発
生
数
に

つ
い
て
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
各
議
会
選
挙
に
お
け
る
変
化
を
紹
介
し
て
お
く

と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
六
〇
四
年
議
会
の
選
挙
に
お
い
て
コ
ン
テ
ス
ト
と
な

っ
た
の
は
、
総
数
一
八
四
選
挙
区
の
う
ち
一
〇
の
選
挙
区
で
あ
り
、
ま
た
一
六
一
四

年
議
会
の
選
挙
で
は
一
八
四
の
選
挙
区
の
う
ち
コ
ン
テ
ス
ト
と
な
っ
た
の
は
、
わ
ず

か
五
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
六
二
〇
年
代
に
な
る
と
、
一
六
二
一
年
議
会
で

は
総
選
挙
区
一
八
七
の
う
ち
一
八
の
選
挙
区
で
、
一
六
二
四
年
議
会
で
は
一
九
一
の

う
ち
二
七
、
一
六
二
五
年
議
会
で
は
一
九
一
の
う
ち
一
七
、
一
六
二
六
年
議
会
で
は
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一
九
一
の
う
ち
二
一
、
一
六
二
八
年
議
会
で
は
一
九
三
の
う
ち
二
七
、
さ
ら
に
一
六

四
〇
年
の
短
期
議
会
で
は
一
九
三
の
う
ち
四
六
、
長
期
議
会
で
は
二
〇
〇
の
う
ち
実

に
六
八
の
選
挙
で
コ
ン
テ
ス
ト
が
発
生
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ス
ト
の

確
実
な
増
加
は
、
選
挙
後
の
選
挙
訴
訟
の
増
加
に
つ
な
が
り
、
そ
し
て
庶
民
院
の
特

権
委
員
会
は
こ
の
選
挙
訴
訟
に
お
い
て
広
範
な
人
び
と
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
候
補

の
側
を
ほ
ぼ
一
貫
し
て
支
持
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る 

２
４
８ 

。 

 

さ
ら
に
、
庶
民
院
の
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
当
時
の
都
市
選
挙
区
の
増
設
と
い
う
現

象
に
お
い
て
も
現
れ
て
い
る
。
都
市
選
挙
区
の
増
設
に
は
、
代
表
権
を
喪
失
し
て
い

た
都
市
に
そ
の
権
利
を
復
活
さ
せ
る
場
合
と
、
ま
っ
た
く
新
規
に
代
表
権
が
付
与
さ

れ
る
場
合
と
が
存
在
し
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
事
項
は
も
と
も
と
国
王
大

権
に
属
す
る
事
柄
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
六
二
一
年
以
降
に
な
る
と
、
こ
の
都
市
選

挙
区
の
代
表
権
を
扱
う
決
定
は
、
庶
民
院
の
管
轄
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
試
み
に
、

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
増
設
さ
れ
た
都
市
選
挙
区
を
、
一
六
一
〇
年
代
ま
で
の
国

王
大
権
に
よ
る
も
の
と
そ
の
後
の
庶
民
院
に
よ
る
も
の
と
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
選
挙

権
者
お
よ
び
有
権
者
数
の
点
で
比
較
し
て
み
る
と
、
非
常
に
興
味
深
い
事
実
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。
ま
ず
国
王
大
権
に
よ
る
も
の
を
見
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に

な
る
。
イ
ヴ
シ
ャ
ム
（
一
六
〇
四
年
〜
、
役
人
そ
の
他
に
よ
る
寡
頭
体
制
、
約
二
五

〇
人
？
）
、
ハ
リ
ッ
ヂ
（
一
六
〇
四
年
〜
、
一
部
役
人
等
、
三
二
人
）
、
ビ
ュ
ー
ド

リ
ー
（
一
六
〇
五
年
〜
、
一
部
役
人
等
、
一
三
人
）
、
テ
ュ
ー
ク
ス
ベ
リ
ー
（
一
六

一
〇
年
〜
、
自
由
民freem

en

、
二
四
人
）
、
ベ
リ
ー
セ
ン
ト
エ
ド
マ
ン
ズ
（
一
六
一

四
年
〜
、
一
部
役
人
等
、
三
七
人
）
、
テ
ィ
バ
ー
ト
ン
（
一
六
一
五
年
〜
、
一
部
役

人
等
、
二
五
人
）
。
こ
れ
に
対
し
、
庶
民
院
に
よ
っ
て
増
設
さ
れ
た
選
挙
区
の
場
合

は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
イ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
（
一
六
二
一
年
〜
、
救
貧
税
納
付
者

scot and lot

、
八
〇
人
）
、
ポ
ン
テ
フ
ラ
ク
ト
（
一
六
二
一
年
〜
、
自
家
保
有
者

householders

、
一
〇
〇
人
）
、
ア
マ
ー
シ
ャ
ム
（
一
六
二
四
年
〜
、
自
家
保
有
者
、

一
七
三
人
？
）
、
マ
ー
ロ
ー
（
一
六
二
四
年
〜
、
住
民inhabitants

、
二
四
五
人
）
、

ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
（
一
六
二
四
年
〜
、
自
由
民
、
二
四
四
人
）
。
こ
の
よ
う
に
、
国

王
大
権
に
よ
っ
て
増
設
さ
れ
た
選
挙
区
の
ほ
と
ん
ど
が
地
方
行
政
を
担
う
役
人
等
に

よ
る
寡
頭
体
制
で
代
表
が
選
出
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
庶
民
院
の
決
定
に
よ
る
も

の
は
、
救
貧
税
納
付
者
や
自
家
保
有
者
な
ど
、
相
対
的
に
広
範
囲
の
人
び
と
が
選
挙

権
者
と
な
っ
て
い
る 

２
４
９ 

。
こ
う
し
て
庶
民
院
の
決
定
に
よ
っ
て
代
表
選
出
権
を
与

え
ら
れ
た
都
市
の
場
合
に
は
、
広
範
囲
の
人
び
と
の
投
票
参
加
が
可
能
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
王
権
や
宮
廷
と
都
市
の
有
力
者

と
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
打
破
し
、
王
権
な
い
し
宮
廷
に
よ
る
不
当
な
干
渉
を
防
ぐ
こ
と

に
よ
っ
て
、
地
方
ジ
ェ
ン
ト
リ
が
庶
民
院
へ
参
加
す
る
こ
と
を
後
押
し
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
都
市
選
挙
区
の
増
設
に
お
い
て
見
ら
れ
た
庶
民
院
の
こ
う

し
た
姿
勢
は
、
選
挙
訴
訟
に
お
い
て
都
市
の
一
部
有
力
者
で
は
な
く
広
範
囲
な
人
び

と
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
候
補
の
側
を
ほ
ぼ
一
貫
し
て
支
持
し
て
い
た
先
の
特
権
委

員
会
の
態
度
と
完
全
に
重
な
り
合
う
と
い
え
よ
う
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
一
六
二
〇
年
代
の
特
権
委
員
会
に
見
ら
れ
た
「
平
民
一
般
」
を

選
挙
権
者
と
し
て
認
め
よ
う
と
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
選
挙
権
解
釈
は
、
当
時
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
「
古
来
の
国
制
」
論
の
な
か
で
展
開
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
解
釈
の
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特
徴
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
実
政
治
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら

い
え
ば
、
庶
民
院
へ
と
進
出
し
よ
う
と
す
る
当
時
の
上
昇
志
向
を
持
っ
た
地
方
ジ
ェ

ン
ト
リ
の
利
害
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
と
の
政
治
的
対
抗
の

必
要
性
か
ら
生
起
し
た
出
来
事
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

   

（
四
）
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と
コ
ン
サ
ー
バ
テ
ィ
ズ
ム
の
現
れ 

  

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
た
選
挙
権
解
釈
の
思
想
的
な
基
礎
づ
け
は
、
選

挙
権
の
問
題
の
審
理
に
寄
せ
て
は
少
な
く
と
も
資
料
上
、
限
定
さ
れ
た
形
で
し
か
残

っ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
時
期
の
選
挙
権
の
定
義
を
め
ぐ
る
特
徴
は
、

す
で
に
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
」
、
「
超
記
憶
的
な
古
来
の

慣
習
」
、
あ
る
い
は
法
の
「
確
実
な
準
則
」
と
い
っ
た
点
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、

当
時
の
政
治
社
会
に
お
い
て
最
も
重
要
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
を
果
た
し
て
い
た

「
古
来
の
国
制
」
論
あ
る
い
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
基
礎
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
あ
り
庶
民
院
議
員
で
も
あ
っ

た
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
パ
ル
マ
ー
は
、
一
六
四
○
年
の
短
期
議
会
の
時
点
で
、
「
一
般
的

か
つ
自
由
な
選
挙
の
権
利
（liberty

）
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
」
２
５
０ 

と
言
明
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
選
挙
権
解
釈
を
め
ぐ
る
上
述

の
よ
う
な
、
「
個
別
性
」
と
「
一
般
性
」
の
併
存
、
「
慣
習
的
な
も
の
」
と
「
合
理

的
な
も
の
」
の
併
存
と
い
う
特
徴
も
、
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
の
時
期
の
コ
モ
ン
・
ロ

ー
解
釈
の
特
徴
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
一
般
性
、
合
理
性
の
志
向

を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
が
、
法
に
お
け
る
「
確
実
な
準
則
（
格
律
）
」
の
形
成
で

あ
り
、
選
挙
権
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
を
与
え
る
こ

と
が
試
み
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
は
、
こ
の
よ
う
に
慣
習
的
な
側
面
と

合
理
的
な
側
面
と
が
併
存
し
て
い
た
が
、
同
様
に
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
と
し
て
の
選
挙

権
に
お
い
て
も
や
は
り
先
例
に
基
づ
く
個
別
的
な
特
権
と
し
て
見
な
さ
れ
る
側
面
と
、

一
般
的
で
合
理
的
な
権
利
概
念
と
し
て
把
握
さ
れ
る
側
面
と
が
見
ら
れ
た
。
そ
も
そ

も 

〈Liberty

〉
と
は
周
知
の
よ
う
に
、
元
来
は
諸
種
の
個
別
具
体
的
な
「
特
権
」

を
意
味
し
、
〈privilege

〉
と
同
義
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
一
般

性
と
合
理
性
を
強
調
し
た
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
法
解
釈
は
、
一
方
で

特
権
と
し
て
の
〈Liberty

〉
を
、
平
民
一
般
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
い
て
持
つ
古

来
の
「
権
利
（right

）
」
と
し
て
捉
え
、
「
一
般
的
な
自
由
（general liberty

）
」

へ
と
読
み
替
え
て
い
く
傾
向
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
の
「
一
般
的
（general

）
」

の
意
味
は
、
も
は
や
個
別
の
慣
習
を
越
え
た
「
王
国
共
通
」
と
い
う
地
域
的
な
「
一

般
性
」
の
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
明
ら
か
に
「
平
民
一
般
（com

m
onalty in 

general

）
」
と
い
う
、
政
治
社
会
の
階
層
的
な
身
分
制
秩
序
を
超
え
た
「
一
般
性
」

の
意
味
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
れ
は
、
先
に
引
用
し
た
グ
ラ
ン
ヴ

ィ
ル
の
言
葉
の
な
か
で
、
「
一
般
的
自
由
」
の
問
題
が
「
公
平
」
の
概
念
と
関
連
づ

け
て
理
解
さ
れ
て
い
た
点
に
端
的
に
現
れ
て
い
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
を

は
じ
め
と
す
る
当
時
の
特
権
委
員
会
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
「
選
挙
に
関
す
る
コ
モ
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ン
・
ラ
イ
ト
は
、
一
般
性
（generality

）
に
由
来
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
前
提
か
ら
、

コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
と
し
て
の
選
挙
権
が
「
平
民
一
般
（the com

m
onalty in 

general

）
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て
裁
決
を
下
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

当
然
、
こ
う
し
た
権
利
概
念
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
現
実
の
政

治
状
況
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
へ
の
対
抗
と
い
う
歴
史
的
コ

ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
生
じ
て
い
た
側
面
を
持
ち
、
広
範
な
選
挙
権
者
の
存
在
は
都

市
選
挙
区
か
ら
の
選
出
を
目
的
と
し
た
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
の
政
治
的
利
害
に
適
う
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
た
と
え
一
時
的
に
せ
よ
こ
う
し
た
選
挙
権
解
釈
を
生
み
出
し

え
た
基
礎
に
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
志
向
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
普
遍

的
・
合
理
的
な
解
釈
様
式
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
、
「
平
民
一
般
」

の
選
挙
権
と
い
う
極
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
解
釈
を
許
容
し
う
る
だ
け
の
射
程
が
論
理

的
に
内
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
こ
う
し
た
広
範
な
選
挙
権
を
支
持
す
る
立
場
は
、
王
権

な
い
し
宮
廷
と
の
対
抗
が
最
も
緊
要
な
課
題
と
な
り
、
「
上
か
ら
の
脅
威
」
が
意
識

さ
れ
て
い
た
時
期
に
は
登
場
し
え
て
も
、
後
に
内
乱
期
に
至
っ
て
下
層
の
人
び
と
が

近
代
的
な
意
味
で
の
「
自
然
法
思
想
」
お
よ
び
「
自
然
権
」
に
基
づ
い
て
選
挙
権
を

主
張
し
は
じ
め
、
民
衆
と
い
う
「
下
か
ら
の
脅
威
」
に
直
面
し
た
と
き
、
必
然
的
に

後
退
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
側
面
を
や
は
り
論
理
的
に
内
在
さ
せ
て
い
た
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
も
そ
も
彼
ら
が
説
く
「
理
性
」
の
独
自
性
は
、
「
自
然
理
性
」
で
は
な

く
、
一
定
の
能
力
を
備
え
た
「
技
巧
的
理
性
」
と
し
て
そ
の
教
養
と
見
識
を
重
視
す

る
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
事
柄
の
オ
ー
ソ
リ

テ
ィ
ー
は
、
「
時
の
検
証
」
と
い
う
歴
史
的
・
時
間
的
な
条
件
の
な
か
に
基
礎
づ
け

ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
・
時
間
的
枠
組
を
思
考
様
式

の
本
質
と
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
「
経
験
」
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
「
叡
智

（w
isdom

）
」
「
賢
慮
（prudence

）
」
「
熟
慮
（deliberation

）
」
と
い
っ
た

契
機
が
、
政
治
的
営
為
に
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う

し
た
政
治
的
契
機
こ
そ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
政
治
的
な
も
の
」
の
伝
統
を
形
成

す
る
重
要
な
エ
レ
メ
ン
ト
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
で
に
確
認
し
た

よ
う
に
、
そ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
合
理
性
」
の
概
念
も
、
自
然
法
の
そ
れ
と
は
明

確
に
異
な
り
、
ク
ッ
ク
が
言
明
し
た
よ
う
に
、
「
合
理
的
（R

ationabile

）
」
で
あ

る
と
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
っ
た 

２
５
１ 

。
つ
ま
り
、

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
お
よ
び
人
民
の
そ
の
時
々
の
現
実
の
状
況
の
な
か
で
、
「
善
き
も

の
」
「
有
益
な
も
の
」
で
あ
っ
て
、
「
不
便
（inconvienience

）
」
を
引
き
起
こ
さ

な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、
理
性
あ
る
い
は
衡
平
に
照
ら
し
て
「
経
験
」
的
に

「
判
断
」
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
領
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
革
命
期
に
い
た
っ
て
、

純
粋
な
自
然
法
思
想
に
基
づ
い
た
人
民
の
自
然
権
が
政
治
の
表
舞
台
に
登
場
し
て
き

た
時
、
そ
れ
は
必
然
的
に
、
「
経
験
」
「
賢
慮
」
を
重
視
す
る
い
わ
ば
後
の
保
守
主

義
的
な
性
格
が
前
景
に
現
れ
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ

と
は
、
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
と
し
て
の
選
挙
権
が
、
冒
頭
で
確
認
し
た
前
期
ス
テ
ュ
ア

ー
ト
期
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
傾
向
と
は
対
照
的
に
、
内
乱
期
以
降
大
き
く
後
退
し
て
い

く
状
況
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
後
、
選
挙
権
者
の
拡
大
を
め
ぐ
る
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改
革
は
タ
ブ
ー
視
さ
れ
、
選
挙
を
め
ぐ
る
改
革
は
そ
の
形
式
的
な
「
適
正
手
続
」
の

規
則
化
に
の
み
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る 

２
５
２ 

。 

 

し
か
し
他
方
で
、
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
解
釈
原
理
を
通
じ

た
法
的
営
為
に
よ
る
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
が
、
一
六
二
○
年
代
と
い
う
政
治
的
ア
リ
ー

ナ
と
し
て
の
「
議
会
」
が
頻
繁
に
開
催
さ
れ
機
能
し
て
い
た
時
期
に
力
を
発
揮
し
て

い
た
の
に
対
し
、
他
方
、
自
然
法
・
自
然
権
に
基
づ
く
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
表
舞
台

へ
の
登
場
が
、
政
治
の
可
能
性
を
探
り
出
す
「
議
会
」
と
い
う
場
が
招
集
さ
れ
ず
そ

の
機
能
が
完
全
に
喪
失
し
た
国
王
親
政
の
一
一
年
間
の
後
に
、
ま
さ
に
内
乱
と
い
う

政
治
の
極
限
状
況
の
な
か
に
お
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
き
、
「
政
治
的
ア

リ
ー
ナ
の
可
能
性
」
と
い
う
点
か
ら
、
前
者
の
思
考
形
式
の
な
か
に
政
治
原
理
と
し

て
の
重
要
性
を
読
み
込
ん
で
い
く
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
の
評
価
で
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。 
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ent 1628, 6vols, 

N
ew

 
H

aven,1977-83 
(The 

first 
4 

volum
es 

are 
entitled 

Com
m

ons 

D
ebates 1628 

), III, pp.126, 140. 

以
下
す
べ
て
、Proceedings in 

Parliam
ent 1628

記

 

と
略

。

２ 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 Third Part, p.181. 

以
下
、3rd Institute 

等
と

。 

略
記

３ Proceedings in Parliam
ent 1628, IV

, p.227. 

４ 

な
お
、
こ
こ
で
の
国
制
論
の
類
型
は
以
下
の
文
献
に
従
っ
た
。Paul C

hristianson, 

‘A
ncient C

onstitutions in the A
ge of Sir E

dw
ard C

oke and John Selden’ 

in E
llis Sandoz (ed.), The Roots of Liberty : M

agna Carta, Ancient 

Constitution, and the Angro-Am
erican Tradition of Rule of Law

, 

C
olum

bia,1993, pp.89-146. 

Ｐ
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ソ
ン
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期

に
は
競
合
す
る
三
つ
の
国
制
論
が
存
在
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ェ
ー

ム
ズ
一
世
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
〈Constitutional M

onarchy Created by 

K
ing

〉
、
ヘ
ド
リ
ィ
、
ク
ッ
ク
、
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
当

時
の
代
表
的
な
法
学
者
に
よ
っ
て
広
く
一
般
的
に
主
張
さ
れ
て
い
た
〈Constitutional 

M
onarchy G

overned by the Com
m

on Law

〉
、
そ
し
て
ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン
に

よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
〈M

ixed M
onarchy

〉
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
い
う
「
混
合

m
ixed

」
君
主
制
と
は
、
君
主
、
貴
族
、
庶
民
に
よ
る
混
合
政
体
（M

ixed G
overnm

ent

）

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
お
よ
び
国
制
が
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
の
「
征

服
」
を
通
じ
て
そ
れ
ら
諸
民
族
の
慣
習
が
混
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ

 

る
。

５ 
E

lizabeth 
R

ead 
Foster 

(ed.), 
Proceedings 

in 
Parliam

ent 
1610, 

2vols,vol.1(H
ouse 

of 
Lords), 

vol.2 
(H

ouse 
of 

C
om

m
ons), 

N
ew
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H
aven,1966, II, p.175.  

６ 
Sir 

John 
D

odderidge, 
The 

English 
Law

yer 
(1631), 

reprint, 

A
bingdon,1980, pp.242-3. 

７ Proceedings in Parliam
ent 1610, II, p.186. 

８ 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。 Leslie 

Stephen and Sidney Lee (ed.), D
ictionary of N

ational Biography, London, 

1908, vol.XV
III, p.887. 

９ Sir W
illiam

 Sta[u]nford, An Exposition of the K
inges Prerogatiue 

Collected O
ut of the G

reat Abridgem
ent of Justice Fitzerbert and O

ther 

O
lde W

riters of the Law
es of Englande, London,1567 [S.T.C

. 23213]. 

１
０ 

す
で
に
第
二
章
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
方
法
論
的
に
は
ス
コ
ラ
法
学
と
し
て
発
展
し
た

中
世
ロ
ー
マ
法
学
は
、
法
文
テ
キ
ス
ト
を
歴
史
的
に
相
対
化
す
る
こ
と
な
く
、
真
理
そ
の

も
の
の
開
示
と
し
て
理
解
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
で
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア

ヌ
ス
帝
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
（Corpus iuris civilis

）
は
、
神
意

の
発
現
た
る
法
真
理
そ
の
も
の
の
開
示
、
す
な
わ
ち
「
書
か
れ
た
理
性
（ratio scripta

）
」

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
佐
々
木
有
司
「
中
世
ロ
ー
マ
法
学
」
（
碧
海
純
一
、
伊
藤
正
己
、

村
上

史

六
年
所
収
）
を
参
照
。 

淳
一
編
『
法
学

』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七

１
１ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.186. 

１
２ 

本
稿
が
取
り
上
げ
て
い
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
法
書
は
す
べ
て
、
こ
う
し
た
要
請
に

応
じ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
後
者
の
目
的
の
下
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
後
期
か

ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
初
期
に
か
け
て
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
を
中
心
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

法
の
合
理
化
・
体
系
化
と
い
う
法
改
革
の
試
み
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
流
れ
の
一
応

の
集
大
成
と
も
見
な
せ
る
の
が
、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ン
チ
の
以
下
の
作
品
で
あ
っ
た
。

H
enry Finch, Law

, or, a D
iscourse Thereof; in Foure Bookes (first 

published in law
 French, London,1613 [S.T.C

.10870] ; E
nglish edition, 

London,1627 [S.T.C
.10871], A

 G
arland Series, C

lassics of E
nglish Legal 

H
istory in M

odern E
ra, N

ew
 York and London, 1978. 

そ
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
法
の
『
提
要
』
（The Institutes of the Law

s of England

）
を
著
す
と
と
も
に
、

さ
ら
に
過
去
の
『
判
例
集
』
（The Reports

）
を
編
纂
し
た
の
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ

ク
で
あ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
「
法
書
」
重
視
の
姿
勢
は
、
判
例
集
の
完
備

と
そ
れ
に
伴
う
判
例
拘
束
性
の
原
則
が
明
確
に
な
る
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
続
い
た
。
こ

れ
ら
の
「
法
書
」
は
、
「
権
威
的
著
書
（books of authority

）
」
と
し
て
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
運
用
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。 

１
３ 

中
世
以
来
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
訴
答
（pleading

）
や
そ
の
他
判
決

に
至
る
手
続
に
お
け
る
瑕
疵
の
是
正
を
求
め
る
申
立
て
が
、
「
誤
審
令
状
（w

rit of 

error

）
」
の
形
式
で
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
は
、
重
大
な
事
実
に
関
す
る
誤
認
（error 

in fact
）
と
、
法
的
判
断
の
誤
り
（error in law

）
と
が
あ
り
、
前
者
は
判
決
を
下
し
た

当
該
の
裁
判
所
に
、
後
者
は
、
別
の
裁
判
所
に
申
立
が
な
さ
れ
た
。
単
に
「
誤
審
令
状
（w

rit 

of error

）
」
と
い
う
場
合
は
、
通
常
、
後
者
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
か
つ
て
は
、
人
民
間

訴
訟
裁
判
所
（C

ourt of C
om

m
on Pleas

）
の
判
決
は
、
王
座
裁
判
所
（C

ourt of K
ings 
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B
ench

）
へ
、
財
務
府
裁
判
所
（C

ourt of E
xchequer

）
の
判
決
は
、
財
務
府
会
議
室

裁
判
所
（C

ourt of E
xchequer C

ham
ber

）
へ
、
さ
ら
に
、
王
座
裁
判
所
の
判
決
は
、

（
上
記
と
は
構
成
が
異
な
る
）
財
務
府
会
議
室
裁
判
所
（C

ourt of E
xchequer 

C
ham

ber

）
へ
、
そ
し
て
一
部
は
議
会
（Parliam

ent

）
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
審
令
状
の

申
立
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
田
中
英
夫
編
『
英
米
法
辞
典
』
（
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
九
一
年
）
、
三
〇
五
頁
。
本
稿
で
ヘ
ド
リ
ィ
が
言
及
し
て
い
る
の
は
、
こ
の

う
ち
「
王
座
裁
判
所
」
の
判
決
に
対
す
る
「
誤
審
令
状
」
が
、
「
議
会
」
に
申
し
立
て
ら

れ
る
方
式
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
た
、
ク
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
誤
審
令
状
に
基
づ
く
審
議

は
、
上
院
に
お
け
る
貴
族
の
前
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
」
と
し
、
議
会
へ
の
誤
審
令
状

の
申
立
は
も
っ
ぱ
ら
貴
族
院
の
権
能
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。C

oke, 4th Institute, 

p.21. 

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

oy
）
で
も
ク
ッ
ク
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
最
高
法
廷
と
し
て
の
議
会
の
再
審
は
、
「
庶
民

院
の
同
意
な
し
に
、
聖
俗
貴
族
の
同
意
を
も
っ
て
国
王
に
よ
っ
て
」
と
言
及
し
て
い
る
。 

C
oke, The Tw

elfth Part of the Reports (in John H
enry Thom

as and John 

Farquhar Fraser’s E
dition, 6vols, R

eprint, N
ew

 Jersey, 2002), p.63. 

以
下
、

12th Reports 
 

等
と
略
記
。

１
４ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.172-3. 

１
５ M
ary Frear K

eeler, The Long Parliam
ent, 1640-1641 : A Biographical 

Study of its M
em

bers, Philadelphia, 1954, p.23. 

１
６ Ibid., p.22. 

１
７ 

実
際
、
先
の
キ
ー
ラ
ー
研
究
に
お
け
る
一
六
四
○
年
の
長
期
議
会
の
議
員
の
分
類
に
よ

る
と
、
七
四
名
の
法
律
家
の
う
ち
、
そ
の
社
会
的
出
自
を
確
認
し
て
み
る
と
、
じ
つ
に

五
七
名
の
メ
ン
バ
ー
が
、
「
ナ
イ
ト
お
よ
び
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
に
属
し
て
い
る

（Ibid.,p.23.

）
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
者
が
す
べ
て
反
王
権
闘
争
の
側
に
位
置
す
る

と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
が
、
し
か
し
少
な
く
と
も
、
地
方
の
と
く
に
上
昇
志
向
を
持

っ
た
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
の
子
弟
に
と
っ
て
、
「
法
律
家
」
と
い
う
職
業
は
立
身
出
世
の
た

め
の
有
力
な
階
梯
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
な
お
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命

に
い
た
る
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
政
治
社
会
を
、
主
と
し
て
「
宮
廷
（court

）
」
対

「
地
方
（country

）
」
の
対
立
的
構
図
で
把
握
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
デ
ィ

レ
ッ
ク
・
ハ
ー
ス
ト
の
見
解
に
従
っ
て
い
る
。Derek H

irst,  The Representative 

of the People ?

：Voters and Voting in England under the Early Stuarts, 

C
am

bridge, 1975, especially, chap.4, 8 ; H
irst, Authority and Conflict : 

England 1603-1658, London,1986. 

１
８ Sir Thom

as Sm
ith, D

e Republica Angrorum
 (1583), edited by M

ary 

D
ew

ar, C
am

bridge,1982, the Second booke, chap.2, pp.37-38. 

１
９ Ibid., chap.3, p.46. 

２
０ Ibid., chap.2, p.36. 

２
１ 

制

一

れ
た
い
。 

ス
ミ
ス
の
国

観
に
つ
い
て
は
、
第

章
を
参
照
さ

２
２ Finch, Law

, or, a D
iscourse Thereof, p.233. 

２
３ A Com

plete Collection of State Trials and Proceedings for H
igh 
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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, p.482. 

State Trials 

と
略
記
。 

以
下
、

２
４ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.172. 

２
５ C

oke, 8th Reports, Preface(To the R
eader), p.118a.  

２
６ C

oke, 1st Institute, Sect.170, p.115b. 

２
７ 

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
な
か
に
は
、
ク
ッ
ク
や
ヘ
ド
リ
ィ
で

確
認
し
た
よ
う
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
議
会
制
定
法
と
の
関
係
性
と
は
理
解
を
異
に
す
る

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
も
存
在
し
た
。
典
型
的
な
の
が
ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン
で
あ
る
。
彼

の
に
よ
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
も
議
会
制
定
法
と
異
な
る
類
の
法
で
は
な
か
っ
た
。
彼

は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
な
か
の
明
ら
か
に
慣
習
法
的
な
諸
原
理
と
さ
れ
る
も
の
の
多
く

が
、
実
は
立
法
を
通
じ
て
制
定
法
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
セ
ル
デ

ン
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
侵
攻
以
降
に
、
そ
れ
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
何

ら
か
議
会
の
よ
う
な
会
議
体
が
立
法
を
目
的
と
し
て
運
用
さ
れ
は
じ
め
た
の
だ
と
考
え

て
い
た
。
そ
こ
で
も
立
法
も
、
セ
ル
デ
ン
に
よ
れ
ば
、
歴
史
的
に
変
遷
す
る
そ
の
時
々

の
諸
勢
力
間
の
暫
定
的
な
「
合
意
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

定
義
か
ら
す
れ
ば
、
議
会
お
よ
び
議
会
制
定
法
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
見
る
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
コ
モ

ン
・
ロ
ー
と
議
会
制
定
法
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
当
時
の
標
準
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
の
理
解
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。C

f. John Selden, H
istory of 

Tythes, London,1680 [STC
,II,959:3], the E

ngish E
xperience, its R

ecord 

in 
E

arly 
Printed 

B
ooks 

Published 
in 

Facsim
ile,N

o.147,A
m

sterdam
,1969; 

Selden, 
Jani 

Anglorum
 

Facies 

Altera ,London,1682 [STC
,II,294:4]. 

な
お
セ
ル
デ
ン
に
つ
い
て
は
以
下
を
参

照
。 Paul C

hristianson,‘A
ncient C

onstitutions in the A
ge of Sir E

dw
ard 

C
oke and John Selden’, pp.89-146; C

hristianson, D
iscourse on H

istory, 

Law
, and G

overnance in the Public Career of John Selden, 1610-1635, 

Tront,1996; R
icahrd Tuck, ‘ ‘The A

ncient Law
 of Freedom

’: John Selden 

and the C
ivil W

ar,’ in John M
orrill(ed.), Reactions to the English Civil 

W
ar 1642-1649, London,1982, pp.137-61. 

２
８ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.180. 

２
９ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.174-5. 

３
０ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.174. 

３
１ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.179. 

３
２ Proceedings in Parliam

ent 1628, III, p.126. 

３
３ 

Ｊ
・
ベ
イ
カ
ー
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
制
史
概
説
』
小
山
貞
夫
訳
（
創
文
社
、
一
九
七
五

年

―

七
一
、
二
二
三
頁
。 
）
、
三

七
章
。
田
中
英
夫
編
『
英
米
法
辞
典
』
、
七
〇
―

３
４ C

oke, 12th Reports, ‘Prohibition del R
oy’, pp.63-4. 

３
５ Ibid.,p.64. 

３
６ N

icholas Fuller, The Argum
ent in the Case of Thom

as Lad (1607), the 
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E
nglish E

xperience,N
o.738, A

m
sterdam

,1975, p.28. 

３
７ 

そ
も
そ
も
、
裁
判
権
を
通
じ
た
基
本
法
の
保
障
は
、
裁
判
官
た
ち
が
政
治
的
に
独
立
し

て
い
る
場
合
に
は
じ
め
て
有
効
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
裁
判
官
の
任
免
権
を
国
王
が
掌

握
し
、
裁
判
所
が
国
王
の
影
響
下
に
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
し
か
も
絶
対
主
義
へ
と

傾
斜
す
る
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
の
下
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
官
の
判
決
は
、
ベ
イ
ト
事
件

に
お
い
て
典
型
的
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
国
王
の
絶
対
主
義
的
な
政
策
を
逆

に
合
法
化
し
て
し
ま
う
危
険
性
さ
え
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
コ
モ
ン
・
ロ
ー

の
本
来
の
目
的
と
さ
れ
た
臣
民
の
自
由
・
権
利
を
保
障
す
る
砦
と
し
て
必
ず
し
も
期
待

し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
危
機
意
識
は
、
た
と
え
ば
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ア
ル

フ
ォ
ー
ド
の
次
の
言
葉
に
端
的
に
表
れ
て
い
よ
う
。
一
六
二
一
年
の
議
会
に
お
い
て
彼

は
こ
う
訴
え
る
。
「
少
数
の
依
存
的
で
臆
病
な
裁
判
官
が
…
、
国
王
と
臣
民
の
権
利
状

態
と
の
間
の
問
題
を
判
断
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
「
も
し
こ
の
こ
と

が
容
認
さ
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
一
体
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
」

（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, V
, p.195

）
。 

な
お
ア
ル
フ
ォ

ー
ド
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
で
扱
わ
れ
て
い
る
。R

.Zaller, ‘E
dw

ard A
lford and 

the M
aking of C

ountry R
adicalism

’, Journal of British Studies 22 (1983), 

pp. 59-79. 

３
８ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.178-9. 

３
９ Sir Thom

as E
gerton, Lord E

llesm
ere, ‘The Lord C

hancellor E
gertons 

O
bservacions vpon ye Lord C

ookes R
eportes’(1615), in L.A

.K
nafra, Law

 

and Politics in Jacobean England: The Tracts of Lord Chancellor 

Ellesm
ere, C

am
bridge,1977, pp.306-7. 

４
０ B

rian P. Levack, The Civil Law
yers in England, O

xford,1973, pp.1-2. 

４
１ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.172-3. 

４
２ 

M
aija 

Jansson(ed.), Proceedings in Parliam
ent 1614 (H

ouse of 

Com
m

ons), Philadelphia, 1988, p.57. 

４
３ C

oke, 4th Institute, pp.49-50. 

４
４ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.154-5. 

４
５ Proceedings in Parliam

ent 1610, I, p.131. 

４
６ Proceedings in Parliam

ent 1614, pp.95,146. 

４
７ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.410-2 

４
８ Journals of the H

ouse of Com
m

ons, I, pp.449-51; Proceedings in 

Parliam
ent 1610, II, pp.165, 283-6. 

４
９ Proceedings in Parliam

ent 1614, p.95. 

５
０ Proceedings in Parliam

ent 1614, p.146,n.10. 
５
１ Proceedings in Parliam

ent 1614, pp.94-5. 
５
２ F.S.Fussner (ed.), ‘ W

illiam
 C

am
den's “D

iscourse C
oncerning the 

Prerogative of the C
row

n” ’, Proceedings of the Am
erican Philosophical 

Society 101:2 (1957), pp.204-15, at p.215. 
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５
３ Proceedings in Parliam

ent 1628, IV
, p.227. 

５
４ Finch, Law

, or, a D
iscourse Thereof, p.233. 

５
５ C

oke, 4th Institute, p.36.  

５
６ 

ク
ッ
ク
は
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
提
要
』
の
「
議
会
制
定
法
の
区
分
」
と
い
う
箇
所
で
、

議
会
の
立
法
機
能
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
議
会
制
定
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
新

し
い
法
を
導
入
し
た
場
合
も
あ
れ
ば
、
古
来
の
法
を
宣
言
し
た
場
合
も
あ
る
し
、
ま
た
両

方
の
性
質
を
併
せ
持
つ
場
合
も
あ
る
」
。Ibid.,p25. 

５
７ 

た
だ
し
、
そ
れ
は
、
「
議
会
に
は
（
立
法
お
よ
び
請
願
と
い
う
方
法
の
他
に
）
裁
判
所

あ
る
い
は
裁
判
手
続
の
権
限
が
あ
る
」
（Com

m
ons D

ebates 1621, II, p.195

）
と
表

現
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
議
会
の
役
割
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
立
法
と
請
願
に

重
き
が
置
か
れ
、
裁
判
機
能
は
副
次
的
な
機
能
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
議
会
が
単
な
る
個
別
の
案
件
を
扱
う
単
な
る
裁
判
所
を
超
え
た
立

法
・
司
法
を
含
む
至
高
の
政
治
的
存
在
で
あ
る
と
の
認
識
は
、
た
と
え
ば
ク
ッ
ク
が
、
議

会
を
、
国
王
と
三
身
分
か
ら
な
る
「
王
国
最
大
の
団
体
（corpolation

）
な
い
し
政
治
体

（body politique

）
」
（C

oke, 4th Institute, p.2

）
と
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も

う
か

 

が
わ
れ
よ
う
。

５
８ Proceedings in Parliam

ent 1628, IV
, p.226. 

５
９ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p. 175. 

６
０ 

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
改
変
と
い
う
こ
の
主
張
に
は
、
時
と
状
況
の
変
遷
の
な
か
に
あ
っ
て
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
価
値
を
「
保
守
」
す
る
た
め
に
、
「
効
用
」
と
い
う
観
点
に

照
ら
し
て
絶
え
ず
「
修
正
」
し
て
い
く
と
い
う
思
惟
様
式
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、

「
時
の
検
証
」
を
経
た
合
理
的
な
慣
習
と
い
う
伝
統
的
な
価
値
を
、
つ
ね
に
そ
の
時
々

の
現
状
に
対
し
て
「
善
き
か
つ
有
益
な
」
も
の
と
し
て
活
か
し
て
い
く
と
い
う
意
味
に

お
い
て
「
修
正
」
は
必
然
の
こ
と
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
既
成
の
伝
統
的

秩
序
に
権
威
と
価
値
を
認
め
る
と
と
も
に
、
同
時
に
他
方
で
は
、
こ
れ
を
「
効
用
」
と

い
う
観
点
か
ら
つ
ね
に
問
い
直
し
て
い
く
と
い
う
思
惟
様
式
（
そ
し
て
そ
れ
を
可
能
と

す
る
能
力
こ
そ
が
「
技
巧
的
理
性
」
で
あ
る
）
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
ン
ス
テ
ィ
チ

ュ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
保
守
の
た
め
の
改
革
」

と
い
う
思
惟
様
式
は
、
た
と
え
ば
後
の
一
九
世
紀
の
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
に
も
典
型

的
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
は
こ
う
い
う
。
「
な
ん
ら
か
変
更
の
術

を
持
た
な
い
国
家
は
、
そ
れ
を
保
守
す
る
術
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
保
守
の
た
め
の
変
更
と
い
う
術
を
持
た
な
け
れ
ば
、
そ
の
国
家
は
、
自
ら
が

最
も
大
切
に
維
持
し
た
い
と
願
う
国
制
上
の
部
分
を
喪
失
し
て
し
ま
う
危
険
す
ら
冒
す

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
。
彼
に
と
っ
て
は
、
「
保
守
（conservation

）
と
修
正

（correction

）
と
い
う
二
つ
の
原
理
」
の
協
働
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
っ
た 

（E
dm

und B
urke, Reflections on the Revolution in France (1790), 

edited by J.G
.A

.Pocock, Indianapolis/ C
am

bridge, 1987, p.19. 

半
澤
孝
麿

訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
九
年
、
二
九
頁
）
。
こ
う
し
た

態
度
は
、
一
九
世
紀
の
保
守
主
義
者
（
し
ば
し
ば
同
時
に
彼
ら
は
自
由
主
義
者
で
も
あ

っ
た
）
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
根
本
的
な
思
考
様
式
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
な
お
、
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一
九
世
紀
の
保
守
主
義
一
般
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。
村
岡
健
次
『
ヴ
ィ
ク

治

一
九
八
○
年
、
六
七
―
九
三
頁
。 

ト
リ
ア
時
代
の
政

と
社
会
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

６
１ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.179. 

６
２ 

J.P.Som
m

erville, 
Politics 

＆ 
Ideology 

in 
England, 

1603-1640, 

London,1986, chap.1. 

な
お
、
こ
う
し
た
非
常
時
の
絶
対
的
大
権
の
論
拠
は
ロ
ー
マ
法

に
よ
っ
て
概
念
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。N

ecessitas non habet legem

（
緊
急
﹇
時
の

必
要
﹈
は
法
を
持
た
な
い
）
や
、Salus populi suprem

a lex est

（
人
民
の
安
全
こ
そ

至
高
の
法
で
あ
る
）
と
の
ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
法
格
言
は
、
し
ば
し
ば
非
常
時
に
お
け

る
君
主
の
命
令
権
を
絶
対
化
す
る
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
緊
急
の
必
要

の
際
に
は
法
は
沈
黙
し
、
君
主
は
公
共
善
あ
る
い
は
人
民
の
安
全
の
た
め
に
必
要
と
考
え

る
と
こ
ろ
を
自
由
に
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。
こ
う
し
て
概
念
化
さ
れ
た
国
王
の

絶
対
的
大
権
の
性
格
と
そ
の
実
施
法
に
関
す
る
論
争
こ
そ
が
、
本
稿
で
く
り
返
し
強
調
す

る
よ
う
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
重
要
な
政
治
的
争
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

６
３ 

実
際
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
場
合
に
も
、
以
下
の
二
つ
の
作
品
は
、
主
と
し
て
反
教
皇

の
観
点
か
ら
王
権
神
授
説
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。Triplici N

odo Triplex Cuneus, 

or An Apologie for the O
ath of Allegiance (1608); Prem

onition (1609).  

６
４ 

も
っ
と
も
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
後
期
の
段
階
で
は
、
抵
抗
権
理
論
を
退
け
つ
つ
も
、
国
王

の
統
治
が
人
民
あ
る
い
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
由
来
し
、
王
国
の
法
に
拘
束
さ
れ
て
い

る
と
の
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、John A

ylm
er, An H

arborow
e for 

Faithfull 
and 

Trew
e 

Subjectes, 
London,1559 

[STC
,1005]; 

Thom
as 

B
ilson, 

The 
True 

D
ifference 

betw
eene 

Christian 
Subiection 

and 

U
nchristian Rebellion, O

xford,1585 [STC
,3071]; M

atthew
 Sutcliffe, D

e 

Presbyterio, 
Eiusque 

N
oua 

in 
Ecclesia 

Christiana 
Politeia,1591 

[STC
,23458]; R

icahrd H
ooker, O

f the Law
es of Ecclesiasticall Politie, 

1593 [STC
,13712].  

こ
う
し
た
論
調
が
大
き
く
変
化
し
、
抵
抗
権
理
論
を
厳
し
く
非

難
し
、
王
権
を
人
民
も
し
く
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
で
は
な
く
、
た
だ
神
に
の
み
由
来

さ
せ
る
言
説
が
登
場
す
る
の
は
、
一
五
九
三
年
頃
か
ら
で
あ
る
。R

ichard B
ancroft, 

D
aungerous 

Positions 
and 

Proceedings,1593 
[STC

,1344]; 
H

adrian 

Saravia, 
D

e 
Im

perandi 
Authoritate 

et 
Chritiana 

O
bedientia,1593 

[STC
,21747]. 

上
記
、
二
作
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
絶
対
主
義
の
古
典
と
し
て

広
く
読
ま
れ
て
い
た
。
と
く
に
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ン
ク
ロ
ウ
フ
ト
は
、
そ
の
後
一
六

〇
六
年
に
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
に
就
任
し
、
聖
職
者
に
お
け
る
絶
対
主
義
へ
の
傾
斜

を
促
す
役
割
を
果
た
す
と
同
時
に
、
本
稿
の
第
五
章
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法

学
者
に
よ
る
絶
対
主
義
の
言
説
の
形
成
を
促
し
た
と
い
う
点
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
に
入
る
と
、
神
授
権
と
家
父
長
支
配
と
が
結
合

し
た
型
の
絶
対
主
義
の
言
説
が
現
れ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、R

oger M
aynw

aring, 

Religion and Alegiance : in tw
o Serm

ons, 1627 [STC
,17751]; John 

R
aw

linsonk, Vivat rex, O
xford,1619 [STC

,20777].  

な
お
以
上
の
点
に
つ
い

て
は
以
下
も
参
照
。J.P.Som

m
erville, 

‘R
ichard H

ooker, H
adrian Saravia, 

and the A
dvent of the D

ivine R
ight of K

ings’, H
istory of Political 
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Thought 4 (1983), pp.229-45; Som
m

erville, Royalists and Patriots : 

Politics 
and 

Ideology 
in 

England 
1603-1640, 

Second 
E

dition, 

London,1999, pp.9-54. 

６
５ 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。Roger Lockyer, 

Jam
es VI &

 I, London and N
ew

 York,1998; D
aniel Fischlin and M

ark 

Fortier (ed.), Royal Subjects: Essays on the W
ritings of Jam

es VI and I, 

D
etroit, 2002. 

６
６ Q

uoted in J.P.K
enyon, The Stuart Constitution, C

am
bridge,1966, p.14. 

６
７ K

ing Jam
es V

I and I, ‘A
 Speech in the Starre-C

ham
ber (20 June 1616), 

in 
his 

Political 
W

ritings 
, 

edited 
by 

Johann 
P. 

Som
m

erville, 

C
am

bridge,1994, p.214.  

６
８ 

Jam
es 

F. 
Larkin 

and 
Paul 

L. 
H

ughes 
(eds.), 

Stuart 
royal 

proclam
ations, 2 vols, O

xford,1973, vol.I, R
oyal Proclam

ations of K
ing 

Jam
es I, 1603-1625, pp.243-4.

６
９ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.82. 

７
０ 

絶
対
主
義
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
学
説
上
、
論
争
が
あ
る
。
と
く
に
、
近
世
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
お
け
る
絶
対
主
義
の
存
在
自
体
を
疑
問
視
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
、

N
icholas H

enshall, The M
yth of Absolutism

: Change and Continuity in 

Early M
odern European M

onarchy, London and N
ew

 York, 1992.  

な
お

当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
語
用
に
即
し
て
言
え
ば
、
「
絶
対
主
義
（absolutism

）
」

と
い
う
術
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
絶
対
君
主
制
（absolute 

m
onarchy

）
」
あ
る
い
は
「
絶
対
的
大
権
（absolute prerogative

）
」
と
い
う
形

で
言
及
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
対
象
と
し
た
絶
対
主
義
の
学

説
上
の
一
般
的
定
義
に
照
ら
し
て
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
、
チ

ャ
ー
ル
ズ
一
世
が
絶
対
主
義
者
で
あ
っ
た
か
否
か
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
絶
対
主
義
は
存

在
し
た
の
か
否
か
の
歴
史
的
判
断
を
下
す
こ
と
は
、
問
題
構
制
の
立
て
方
と
し
て
適
切

と
は
言
え
な
い
。
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
が
対
立
の
時
代
で
あ
っ
た
か
、
調
和
と
コ
ン

セ
ン
サ
ス
の
時
代
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
修
正
主
義
者
が
好
ん
で
取
り
上
げ
る
問
題
に

回
答
を
与
え
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
人
び
と
が
「
絶
対
君
主

制
」
な
い
し
「
絶
対
的
大
権
」
と
い
う
術
語
に
お
い
て
論
争
し
て
い
た
そ
の
意
味
内
容

 

を
正
確
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
判
断
を
下
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

７
１ Jam

es I, ‘A
 Speech in the Parliam

ent H
uvse (9 N

ovem
ber 1605), in his 

Political W
ritings , edited by Som

m
erville, p.155. 

７
２ John C

ow
ell, The Interpreter, C

am
bridge, 1607, in The E

nglish 

E
xperience, 

N
o.231, 

A
m

sterdam
 

and 
N

ew
 

York, 
1970, 

sig. 
3A

3b, 

3D
3a-b, 3D

4a, 2Q
1a-b. 

７
３ 
こ
の
神
授
権
の
論
理
と
家
父
長
支
配
の
論
理
と
を
結
合
さ
せ
た
型
の
政
治
思
想
は
、
ジ

ャ
コ
ビ
ア
ン
時
代
の
多
く
の
絶
対
主
義
の
論
者
が
採
っ
て
い
た
見
解
で
あ
っ
た
。
本
稿

注
（
６
２
）
を
参
照
。
周
知
の
よ
う
に
、
同
様
な
図
式
の
政
治
思
想
は
後
の
フ
ィ
ル
マ

ー
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ィ
ル
マ
ー
の
言
説
は
、
明
ら
か
に
こ
の
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時
代
の
思
想
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。Sir R

obert Film
er, 

Patriarcha 
and 

O
ther 

W
rights, 

ed. 
Johann. 

P. 
Som

m
erville, 

C
am

bridge,1991. 

７
４ Jam

es V
I and I, ‘A

 Speech to the Lords and C
om

m
ons of the 

Parliam
ent 

at 
W

hitehall’ 
21 

M
arch 

1610, 
in 

his 
Political 

W
ritings ,pp.181,183 

７
５ Jam

es V
I, The Trew

 Law
 of Free M

onarchies,1598, in his Political 

W
ritings ,p.75.  

７
６ 

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
と
彼
の
政
治
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。L.J.R

eeve, 

Charles I and the Road to Personal Rule, C
am

bridge, 1989; K
evin Sharpe, 

The Personal Rule of Charles I, N
ew

 H
aven and London,1992; C

harles 

C
arlton, Charles I : The Personal M

onarch, Second E
dition, London and 

N
ew

 York,1995. 

７
７ 

修
正
主
義
の
論
者
の
説
明
で
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
「
法
に
遵
う
良
き
君
主
」
と
い
う
、

こ
う
し
た
実
践
的
な
統
治
姿
勢
を
も
と
に
、
彼
は
決
し
て
「
絶
対
君
主
」
で
は
な
か
っ

た
、
む
し
ろ
平
時
に
お
い
て
は
法
に
遵
う
統
治
を
表
明
し
て
い
る
点
で
、
「
古
来
の
国

制
」
論
を
説
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
と
理
解
を
共
通
し
て
い
た

の
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
と
く
に
、Glenn B

urgess, The Politics 

of the Ancient Constitution : An Introduction to English
 

Political 

Thought 1603-1642,1992; B
urgess, Absolute M

onarchy and the Stuart 

Constitution ,N
ew

 H
aven 1996 

を
参
照
せ
よ
。
も
っ
と
も
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
が

絶
対
主
義
者
で
あ
っ
た
か
否
か
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
修
正
主
義
者
の
あ
い
で
も
相

違
が
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
執
筆
の
『
自
由
な
君
主

制
の
真
の
法
』
（True Law

 of Free M
onarchies

）
を
、
上
記
の
バ
ジ
ス
は
「
反
絶

対
主
義
」
の
言
説
と
見
な
し
て
い
る
の
に
対
し
（Ibid, pp.40-3

）
、
ポ
ー
ル
・
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
ソ
ン
は
同
書
を
「
絶
対
主
義
」
の
言
説
と
し
て
扱
っ
て
い
る
（Paul 

C
hristianson, 

‘R
oyal 

and 
Parliam

entary 
V

oices 
on 

the 
A

ncient 

C
onstitution,c.1604- 1621’, in Linda Levy Peck (ed.), The M

ental W
orld 

of the Jocobean Court, C
am

bridge,1991, pp77-8

）
。
こ
の
よ
う
に
修
正
主
義

者
た
ち
の
あ
い
だ
で
も
「
絶
対
主
義
の
定
義
」
を
め
ぐ
っ
て
は
必
ず
し
も
意
見
の
一
致

が

い
。 

あ
る
わ
け
で
は
な

７
８ 

Jam
es 

V
I, 

The 
Trew

 
Law

 
of 

Free 
M

onarchies, 
his 

Political 

W
ritings ,p.75. 

７
９ Ibid.,p.74. 

８
０ Ibid.,p.73. 

８
１ 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*3a. 

８
２ Ibid., sig*3a. 

８
３ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.180, 174. 

８
４ Finch, Law

, or, a D
iscourse Thereof, p.85. 
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８
５ Proceedings in Parliam

ent 1628, III, p.99. 

８
６ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.100 and n.22. 

８
７ 

こ
れ
は
ク
ッ
ク
が
独
占
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
た
箇
所
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
国
王

大
権
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
国
王
に
与
え
ら
れ
た
権
利
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
一
部
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
王
が
勅
許
に
よ
っ
て

独
占
を
認
め
る
政
策
は
、
「
国
王
が
臣
民
の
相
続
財
産
を
収
奪
し
た
り
、
侵
害
し
た
り
し

な
い
よ
う
に
、
国
王
の
大
権
を
配
し
た
」
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
反
す
る
と
と
も
に
、
論
理
的

な
帰
結
か
ら
い
え
ば
、
国
王
大
権
そ
の
も
の
に
も
反
す
る
行
為
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
国
王
大
権
の
一
部
と
し
て
行
使
し
た
独
占
問
題
を
、
ク
ッ
ク
は
そ
れ

が
国
王
大
権
そ
の
も
の
に
反
す
る
行
為
だ
と
反
駁
す
る
の
で
あ
る
。Coke, 3rd Institute, 

p.84. 

８
８ John Selden, Table talk of John Selden, new

ly edited for the Selden 

Society by Sir Frederick Pollock, London,1927, fo.64-64b, p.112. 

８
９ S.R

.G
ardiner (ed.), N

otes of the Judgem
ent D

elivered by Sir G
eorge 

Croke in the Case of Ship-m
oney, in The C

am
den M

iscellany, vol.7,1875, 

p.11. 

９
０ John R
ushw

orth, H
istorical Collecitons of Private Passages of State, 

W
eighty M

atters in Law
, Rem

arkable Proceedings in Five Parliam
ents. 

Beginning the Sixteenth Year of K
ing Jam

es,AN
N

O
 1618. And Ending 

the Fifth Year of K
ing Charls, AN

N
O

 1629, London, 1659, p.562. 

９
１ R

ushw
orth, H

istorical Collection, p.566. 

９
２ 

修
正
主
義
は
概
し
て
、
当
時
の
政
治
ア
ク
タ
ー
間
の
政
治
理
念
の
共
有
と
対
立
の
不
在

を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、C

onrad R
usell, The Causes of 

the English Civil W
ar, O

xford, 1990. 

一
方
、
同
じ
修
正
主
義
者
で
も
、
グ
レ
ン
・

バ
ジ
ス
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
、
ロ
ー
マ
法
、
神
学
と
い
う
複
数
の
異
な
る
政
治
言
語
が

存
在
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
言
語
は
な

る
ほ
ど
異
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
め
ざ
す
べ
き
目
的
が
相
互
に
両
立
可
能
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
結
果
と
し
て
調
和
的
に
折
り
合
い
が
付
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
結
論
づ
け
ら

 B
urgess, Politics of the Ancient Constitution, chap.5 and 6. 

れ
る
。

９
３ C

oke, 12th Report, ‘C
ase of N

on O
bstante, or D

ispensing Pow
er’, 

pp.18-9. 

９
４ Com

m
ons D

ebates 1621, IV
, p.79 

９
５ Com

m
ons D

ebates 1621, II, p.193. 

９
６ C

oke, 12th Report, ‘C
ase of N

on O
bstante, or D

ispensing Pow
er’, p.19. 

９
７ Proceedings in Parliam

ent 1628, III, p.75. 

９
８ Proceedings in Parliam

ent 1628, III, p.95. 
９
９ Proceedings in Parliam

ent 1628, III, p.95. 
１
０
０ J.P.Som

m
erville, Royalists and Patriots : Politics and Ideology in 

England 1603- 1640, chap I. 

１
０
１ S.R

.G
ardiner, H

istory of England, vol.II,1607-1616, N
ew

 York,1965, 
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chap.XIII. 

１
０
２ 

Tanner, 
Constitutional 

D
ocum

ents 
of 

the 
Reign 

of 
Jam

es 
I, 

A.D
.1603-1625, C

am
bridge,1952 , pp.243-4. 

１
０
３ State Trials , II, pp.387-92. 

１
０
４ State Trials , II, pp.382-7. 

１
０
５ B

rian P. Levack, The Civil Law
yers in England, pp.1-2. 

た
と
え
ば
、
庶

民
院
の
代
表
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
、
ウ
イ
リ

ア
ム
・
ノ
イ
、
ダ
ド
リ
ィ
・
デ
ィ
グ
ズ
ら
は
、
中
央
政
府
の
要
職
に
就
任
す
る
と
、
か

つ
て
庶
民
院
で
示
し
た
国
王
へ
の
対
決
姿
勢
を
放
棄
し
て
い
る
。
反
対
に
エ
ド
ワ
ー

ド
・
ク
ッ
ク
が
庶
民
院
で
国
王
批
判
の
急
先
鋒
と
し
て
活
躍
す
る
の
は
、
高
位
役
職
に

復
帰
す
る
望
み
が
絶
た
れ
た
一
六
二
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
稿
「
序
論
」
の
注

（
３
０
）
（
３
６
）
（
３
９
）
（
４
０
）
を
参
照
せ
よ
。
な
お
、
王
党
派
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
裁
判
官
の
政
治
理
論
に
つ
い
て
は
、M

.A
.Judson, The Crisis of the 

Constitution, N
ew

 B
runsw

ick,1949, pp.107-70

を
参

い

 

照
さ
れ
た

。

１
０
６ Sir John D

avies, The Q
question Concerning Im

positions, Tonnage, 

Poundage, Prizage, Custom
s, &

c. Fully Stated and Argued, from
 Reason, 

Law
, and Policy : D

edicated to K
ing Jam

es in the Latter end of his 

Reign, London,1656 [STC
,II,710:2], pp.30-1. 

１
０
７ 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, p.55 

１
０
８ John C

ow
ell, The Interpreter, C

am
bridge, 1607, in The E

nglish 

E
xperience, N

o.231, A
m

sterdam
 and N

ew
 York, 1970, sig.3D

4a. 

１
０
９ Ibid., sig.3D

3a-b. 

１
１
０ 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, 
chap.37, 

pp.88/89-90/91

（
邦
訳
、（
二
）
、
一
二
七
―
八
頁
）; Fortescue, D

e N
atura Legis 

N
aturae, selected by D

avid S.B
erkow

itz and Sam
uel E

.Thorne (C
lassics 

of E
nglish Legal H

istory in the M
odern E

ra ,N
o.1), N

ew
 York and 

London,1980, part I, chap.xvi; Fortescue, The G
overnance of England : 

O
therw

ise Called the D
ifference betw

een an Absolute and a Lim
ited 

M
onarchy, 

edited 
w

ith 
Introduction, 

N
otes, 

and 
A

ppendix 
by 

C
. 

Plum
m

er, O
xford, 1885, pp.111-2. 

な
お
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
国
制
観
に
つ

い

参
照
せ

 

て
は
、
本
稿
の
第
一
章
第
二
節
を

よ
。

１
１
１ Sir Thom

as Sm
ith, D

e Republica Angrorum
 (1583), edited by M

ary 

D
ew

ar, C
am

bridge,1982, the Second B
ooke, chap.1, pp.78-9. 

ス
ミ
ス
の

国

一

第
三

せ

 
制
観
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
第

章

節
を
参
照

よ
。

１
１
２ Q

uoted in E
.V

oegelin, The N
ew

 Science of Politics, An Introduction, 

C
hicago, 1987, p.40. 
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１
１
３ John C

ow
ell, The Interpreter, sig.3A

3b. 

１
１
４ State Trials , II, pp.481-2. 

１
１
５ H

ans S. Paw
lisch, ‘Sir John D

avies, the A
ncient C

onstitution, and 

the C
ivil Law

,’ H
istorical Journal 23 (1980), p.689-91. 

１
１
６ C

.H
.M

cIlw
ain, Constitutionalism

, Ancient and M
odern, Ithaca,1940, 

pp.15-6, 26-8. 

森
岡
敬
一
郎
訳
『
立
憲
主
義 

そ
の
成
立
過
程
』
（
慶
応
通
信
株
式
会

社
、
一
九
六
六
年
）
、
一
九
―
二
○
、
四
○
―
一
頁
。 

１
１
７ 

た
と
え
ば
、
「
す
べ
て
の
人
定
法
は
自
然
法
か
あ
る
い
は
成
文
法
（constituciones

）

と
も
呼
ば
れ
る
制
定
法
か
で
あ
る
」
と
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
語
用
が
ま
さ
に
そ
の
例

で
あ
る
。Fortescue, D

e Laudibus Legum
 Angliae, pp.36/37. 

邦
訳､

（
一
）
、

六
〇
頁
。 

１
１
８ 

六
月
二
三
日
以
降
、
大
委
員
会
（G

rand C
om

m
ittee

）
は
、
他
の
す
べ
て
の
委
員

会
の
審
議
を
延
期
し
て
、
賦
課
金
（im

position

）
に
関
す
る
討
議
を
再
開
し
た
。
こ
の

大
委
員
会
で
の
賦
課
金
を
め
ぐ
る
討
議
は
、
七
月
三
日
ま
で
続
け
ら
れ
た
（Proceedings 

in Parliam
ent 1610, II, p.170

）
。
筆
者
が
管
見
す
る
限
り
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
た
討

議
は
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
最
初
の
本
格
的
な
国
制
論
争
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
高
度
に
原
理
的
な
内
容
が
多
く
含
ま
れ
、
す
で
に
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト

期
の
「
古
来
の
国
制
」
論
の
基
本
的
な
要
素
が
十
分
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
近

世
イ
ン

の

憲
政
論
の
原

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

グ
ラ
ン
ド

国
制
論
・

型
と
な
る
も
の
で
あ

１
１
９ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.171-197. 

ヘ
ド
リ
ィ
が
こ
こ
で
展

開
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
解
釈
お
よ
び
国
制
論
は
、
管
見
す
る
限
り
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
期
に
お
け
る
最
も
初
期
の
か
つ
包
括
的
・
体
系
的
な
表
明
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ

れ
は
、
一
六
二
○
年
代
に
議
会
派
の
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
、
近
代
的
な
コ
モ
ン
・
ロ

ー
理
論
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
の
見
解

よ
り
も
時
系
列
的
に
見
て
先
行
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
「
古

来
国
制
」
論
の
原
型
を
、
こ
の
一
六
一
〇
年
議
会
で
の
ヘ
ド
リ
ィ
の
演
説
を
中
心
に
、

そ
の
他
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
や
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
そ
の
他
の
一
群
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の

言
説
に
求
め
て
き
た
。
一
六
一
〇
年
議
会
の
庶
民
院
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
議

員
の
演
説
は
、
そ
の
後
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
議
会
と
比
べ
て
際
立
っ
て
理
念
的

で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
多
く
が
ま
さ
に
長
広
舌
で
あ
る
。
実
際
た
と
え
ば
、
ヘ
イ
ク
ウ

ィ
ル
は
こ
の
時
の
演
説
草
稿
は
、
そ
の
後
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
多
く
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
広
く
回
覧
さ
れ
続
け
、
一
六
四
〇
年
に
は
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
て

い
る
。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. 

こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
一
六
一
〇
年
議
会
は
、
ベ
イ
ト
事
件
判
決
に
お
け
る
国
王
側
の
勝
訴
と

そ
れ
に
基
づ
く
賦
課
金
の
著
し
い
拡
大
、
さ
ら
に
は
絶
対
君
主
制
の
原
理
を
説
い
た
カ

ウ
エ
ル
の
『
解
釈
者
』
の
刊
行
な
ど
の
一
連
の
出
来
事
を
目
の
当
た
り
に
し
た
一
群
の

庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
明
ら
か
に
入
念
な
理
論
的
準
備
を
も
っ
て
望
ん
だ

会
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
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１
２
０ State Trials , II, p.482. 

１
２
１ State Trials , II, p.483. 

１
２
２ Journals of the H

ouse of Com
m

ons, I, pp.431-2. 

１
２
３ State Trials , II, p.483. 

１
２
４ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.172. 

１
２
５ Finch, Law

, or, a D
iscourse Thereof, p.233. 

１
２
６ State Trials , II, p.419-21. 

１
２
７ 

〈deliberation

〉
あ
る
い
は
〈on deliberation

〉
と
い
う
語
は
元
来
、
統
治
の
意

思
決
定
に
あ
た
っ
て
君
主
に
「
熟
慮
」
を
求
め
る
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
「
熟

慮
の
上
で
」
の
決
定
と
は
「
議
会
」
で
の
審
議
な
い
し
討
議
を
通
じ
た
王
国
全
体
の
「
補

佐
」
な
い
し
「
同
意
」
を
伴
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
権

力
に
対
す
る
制
限
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
保
持
し
た
利
益
当

事
者
た
る
人
民
に
よ
っ
て
討
議
が
尽
く
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
同
意
」
に
重
き
を

置
く
発
想
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
自
由
主
義
の
系
譜
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
概
念
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
議
会
主
義
の
形
成
と
と
も
に
「
熟
慮
の
上
で
」
の
意
思
決
定
が
議
会

に
お
け
る
「
審
議
」
「
討
議
」
の
手
続
き
を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
に

つ
れ
て
、
〈deliberation

〉
あ
る
い
は
〈on deliberation

〉
と
い
う
概
念
は
、
「
熟
慮
」

＝
「
審
議
・
討
議
」
の
意
味
内
容
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
典
的
自
由
主
義
な
ら

び
に

概
念
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

議
会
主
義
を
構
成
す
る
重
要
な

１
２
８ State Trials , II, p.419-21. 

１
２
９ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.201-21, at 219. 

１
３
０ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.235. 

１
３
１ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.152-4. 

１
３
２ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.156. 

１
３
３ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.158-9.  

１
３
４ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.164.  

フ
ュ
ラ
ー
は
、
「
臣
民
の
財
や

土
地
、
自
由
」
と
い
っ
た
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
直
接
関
わ
る
課
税
に
つ
い
て
は
、
「
戦
時
」
の

よ
う
な
非
常
時
も
含
め
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
制
約
下
に
置
き
、
「
議
会
の
同
意
」
を
条

件
づ
け
る
。
し
か
し
た
と
え
ば
、
国
外
か
ら
輸
入
さ
れ
た
商
人
の
荷
物
等
を
港
湾
で
一
時

的
に
差
し
押
さ
え
る
こ
と
等
に
つ
い
て
は
、
「
平
和
時
」
に
つ
い
て
は
通
常
の
法
と
議
会

に
よ
る
制
約
を
置
く
が
、
「
戦
争
時
」
に
お
い
て
は
国
王
大
権
の
自
由
な
行
使
を
認
め
て

い
る
。
彼
は
い
う
。
「
旧
来
の
規
則
、
す
な
わ
ち
『
人
民
の
安
全
こ
そ
至
高
の
法
で
あ
り
、

戦
争
時
に
は
、
法
は
沈
黙
す
る
（salus populi suprem

a lex et inter arm
a leges 

silent

）
』
に
従
っ
て
」
、
「
国
王
は
、
戦
争
時
に
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
善
と
安
全
の

た
め
に
」
、
商
人
の
輸
送
物
を
「
本
人
の
同
意
な
し
に
」
一
時
的
に
抑
留
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
（Ibid.,p.161

）
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
、
抑
留
は
、
「
多
大
な
必
要
性
が

あ
る
場
合
に
」
、
か
つ
「
ご
く
短
期
間
」
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
議
会
の
同
意

が
な
い
以
上
、
こ
の
種
の
国
王
大
権
の
行
使
は
、
必
ず
「
時
間
の
制
限
」
を
必
要
と
す
る
、

と
主

Ibid.,p.164
 

張
し
て
い
る
（

）
。

１
３
５ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.165, 283-6. 

賦
課
金
も
含
め
て
議
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会
の
同
意
が
な
い
課
税
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
こ
の
一
六
一
〇
年
の
法
案
は
全
員
一
致
で

庶
民
院
を
通
過
し
た
も
の
の
、
法
と
し
て
制
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の

法
案
は
そ
の
後
、
続
く
一
六
一
四
年
議
会
に
お
い
て
も
最
大
の
争
点
と
し
て
継
続
審
議
と

な
っ

Proceedings in Parliam
ent 1614, pp.79; 93-97, passim

. 

た
。

１
３
６ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, pp.548-50, cf. pp.552-3. 

１
３
７ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, pp.542-3. 

１
３
８ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.551. 

１
３
９ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.543. 

１
４
０ 
。 

田
中
英
夫
『
英
米
法
辞
典
』
、
一
八
六
、
二
八
五
頁

１
４
１ 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.251, 257, 259, 261. 

１
４
２ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.554-5. 

１
４
３ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, pp.558-9. 

ク
ッ
ク
は
、
国
王
は
戦
時

等
に
お
い
て
は
「
人
民
の
共
通
の
安
全
」
の
た
め
に
「
便
宜
の
時
（a convenient 

tim
e

）
」
に
お
い
て
超
法
規
的
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
論
拠
に
対
し
て

（Ibid.,III,p.75

）
に
対
し
て
、
そ
の
「
便
宜
の
時
に
つ
い
て
、
誰
が
い
っ
た
い
判
断
す

る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
判
断
す
る
「
権
力
は
、
マ
グ
ナ
・

カ
ル
タ
以
前
に
は
国
王
に
存
し
た
が
、
し
か
し
今
で
は
そ
れ
は
他
の
状
態
で
確
立
さ
れ

て
い
る
」
と
主
張
し
て
い
る
（Ibid.,III,p.105.C

f.pp.101,117.

）
。
ク
ッ
ク
は
こ
の

よ
う
に
戦
時
に
お
け
る
判
断
も
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
以
前
と
以
後
で
分
け
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
原
則
を
国
王
と
臣
民
と
の
あ
い
だ
で
確
証
し
た
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
以
降
は
戦
時

の

づ
く

だ
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。 

判
断
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基

こ
と
に
な
っ
た
の

１
４
４ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.466.  

１
４
５ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.565. 

１
４
６ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.568. 

１
４
７ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, pp.462-3.  

１
４
８ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, pp.467, 471. 

ま
た
、
ク
ッ
ク
や
セ
ル

デ
ン
と
同
様
に
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
も
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
議
会
で
論
じ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
国
王
が
戦
時
等
に
お
い
て
は
「
緊
急
時
の
必
要
（em

ergent 

necessities

）
」
に
基
づ
い
て
人
民
あ
る
い
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
「
安
全
と
幸
福
と

防
衛
」
の
た
め
に
自
ら
の
意
思
の
み
に
従
っ
て
行
動
す
る
国
王
大
権
を
持
つ
と
い
う
が
、

そ
の
場
合
問
題
な
の
は
、
「
緊
急
時
の
必
要
に
つ
い
て
、
誰
が
い
っ
た
い
判
断
す
る
こ

と
に
な
る
の
か
」
で
あ
る
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
人
民
の
安
全
が
至
高
の
法
（salus 

populi suprem
a lex

）
で
あ
る
と
い
う
の
は
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
コ
モ
ン
・

ロ
ー
と
制
定
法
が
主
権
者
権
力
に
服
す
る
こ
と
に
道
を
開
く
」
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
（Ibid., III,p.536.

）
。
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
見
解
で
は
、
「
人
民
の
安
全
と
善
」

の
た
め
に
「
法
に
優
位
す
る
権
力
」
を
承
認
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
「
安
全
」
で
は
な

い
。
「
人
民
の
安
全
と
幸
福
は
、
法
を
維
持
し
、
遵
守
す
る
こ
と
の
な
か
に
こ
そ
存
す

る
の
で
あ
る
」
と
（Ibid., III,p.527.

）
。
し
た
が
っ
て
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
失
効
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さ
せ
た
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
優
位
す
る
よ
う
な
」
権
力
を
国
王
に
与
え
る
よ
う
な
い

か
な
る
「
信
託
（trust

）
」
も
存
在
し
な
い
と
。
信
託
と
は
、
「
臣
民
に
固
有
の
生
得

権
と
し
て
の
自
由
を
生
み
出
す
よ
う
な
制
定
法
」
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
「
臣
民
に
固
有
の
生
得
権
と
し
て
の
自
由
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
具
体

化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
失
効
さ
せ
る
国
王
へ
の
権
力
の
「
信
託
」
な
ど
決
し
て
存

在

と

Ibid., III,p.539-40.
 

し
な
い
の
で
あ
る

（

）
。

１
４
９ R

ushw
orth, H

istorical Collections, p.561. 

１
５
０ R

ushw
orth, H

istorical Collections, p.564. 

１
５
１ R

ushw
orth, H

istorical Collections, p.562. 
こ
こ
で
は
他
に
も
、
ウ
エ
ン
ト

ワ
ー
ス
、
ノ
イ
、
セ
ル
デ
ン
ら
が
、
主
権
者
権
力
の
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
対
し
て
反
論

し
て
い
る
（Ibid.,p.562-3

）
。
ま
た
こ
こ
で
の
ア
ル
フ
ォ
ー
ド
、
ピ
ム
、
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル

の
発
言
の
記
録
は
、
以
下
で
も
所
収
さ
れ
て
い
る
。
併
せ
て
参
照
。Proceedings in 

Parliam
ent 1628, vol.III, pp.494, 501-2, 506. 

１
５
２ R

ushw
orth, H

istorical Collections, p.563. 

１
５
３ R

ushw
orth, H

istorical Collections, p.572. 

１
５
４ R

ushw
orth, H

istorical Collections, p.562. 

こ
こ
で
の
ク
ッ
ク
の
発
言
の
記

録
は
、
以
下
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
。
併
せ
て
参
照
。Proceedings in Parliam

ent 1628, 

pp.494-5, 502-3, 505, 506-7. 

１
５
５ R

ushw
orth, H

istorical Collections, p.566. 

１
５
６ 

本
章
第
四
節
の
「
（
３
）
議
会
の
古
来
の
特
権
―
「
討
論
の
自
由
」
―
」
を
参
照
さ

れ
た

 

い
。

１
５
７ C

oke, 5th Reports, preface(To the R
eader), p.v. 

１
５
８ Fuller, The Argum

ent in the Case of Thom
as Lad, p.3.  C

f. 

Proceedings in Parliam
ent 1610, II, p.152. 

１
５
９ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p. 191. 

１
６
０ Som

m
erville, Politics &

 Ideology in England 1603-1640, pp.145-6. 

１
６
１ D

avies, The Q
uestion Concerning Im

positions, p.29. 

１
６
２ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.189. 

１
６
３ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.154. 

１
６
４ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.192. 

１
６
５ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.194. 

１
６
６ Proceedings in Parliam

ent 1614, p.149. 

１
６
７ B

racton, D
e Legibus et Consuetudinibus Angliae, E

nglish Translated 

by S.E
. Thorne (V

ol.II), C
am

bridge,1968, p.23. 

１
６
８ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.194. 

１
６
９ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.195-7. 
１
７
０ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.194. 
１
７
１ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.157. 

１
７
２ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.334. 

１
７
３ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.62. 
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１
７
４ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.190. 

「
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
」
を
勅
許

あ
る
い
は
議
会
制
定
法
と
は
っ
き
り
と
区
別
し
、
そ
れ
を
「
古
来
の
法
と
権
利
」
を
回

復
し
た
も
の
と
し
て
見
な
す
、
ヘ
ド
リ
ィ
の
こ
の
捉
え
方
に
は
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
の
ル

ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
知
的
態
度
、
す
な
わ
ち
法
に
お
い
て
も

っ
ぱ
ら
「
理
性
」
な
い
し
「
合
理
性
」
を
追
求
し
、
考
古
的
な
歴
史
研
究
に
よ
っ
て
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
的
改
変
を
認
め
、
さ
ら
に
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
制
定
法
と
同
一
視

す
る
態
度
か
ら
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
解
釈
へ
の
脱
却
の
意
図

が
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
「
法
創
造
」
で
は

な
く
、
「
法
発
見
」
の
法
理
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ

を
ど
う
見
る
か
と
い
う
点
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
法
観
念
を
判
断
す

る
上
で
重
要
な
試
金
石
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
考
古
的
な
歴

史
研
究
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
も
、
王
権
と
貴
族
と
の
間
で
力
に
よ

っ
て
達
せ
ら
れ
た
合
意
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性

を
重
視
す
る
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
見
方
に
従
え
ば
、
マ
グ

ナ
・
カ
ル
タ
は
古
来
の
法
で
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
定
め
ら
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の

古
来
の
自
由
と
権
利
を
改
め
て
確
証
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
テ
ュ
ー
ダ
ー
後
期
か
ら
ス

テ
ュ
ア
ー
ト
初
期
に
か
け
て
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の
評
価
を
め
ぐ
る
以
上
の
よ
う
な
解

釈
上
の
転
換
が
あ
っ
た
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
解
釈
の

転
換
は
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
へ
の
政
治
状
況
の
変
化
に
対
応
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ヘ
ド
リ
ィ
の
言
説
の
な
か
に
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。

ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
が
、
臣
民
が
国
王
に
対
し
て
「
力
と
武
力
」

に
よ
っ
て
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
は
な
り
得
な

い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
事
柄
は
、
そ
の
後
、

「
平
和
の
時
代
に
お
い
て
幾
多
の
時
代
、
幾
多
の
世
代
に
わ
た
っ
て
」
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
人
の
「
古
来
の
法
と
権
利
」
と
し
て
、
「
国
王
と
人
民
と
の
間
の
継
続
的
な
同
意
と

宣
誓
に
よ
っ
て
確
証
」
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
（Ibid., p. 190

）
。
以

上
の
よ
う
な
意
味
か
ら
言
っ
て
も
、
本
稿
が
想
定
し
て
き
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
マ

グ
ナ
・
カ
ル
タ
神
話
」
や
「
古
来
の
国
制
」
論
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
の
絶
対
主
義

的
諸
政
策
に
対
抗
す
る
た
め
に
構
築
さ
れ
た
政
治
的
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
言
説
で
あ

っ
た
と

る

と

よ

 

理
解
す

こ

が
で
き

う
。

１
７
５ Proceedings in Parliam

ent 1628, III, p.149. 

１
７
６ K

ing Jam
es V

I and I, ‘ H
is M

aiesties D
eclaration,Touching his 

Proceedings in the Late A
ssem

blie and C
onuention,’ in his Political 

W
ritings , p.262. 

１
７
７ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p. 191. 

１
７
８ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp. 187-8. 

さ
ら
に
、
妻
の
権
利
と
教

会
の
権
利
と
い
う
複
数
の
個
別
の
事
例
か
ら
、
権
利
者
の
同
意
な
し
に
譲
渡
も
し
く
は
担

保
を
行
う
こ
と
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
「
理
性
の
一
般
的
準
則
」
を
導
き
出
す
こ
の
ヘ
ド

リ
ィ
の
思
考
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
下
で
論
理
学
や
ロ
ー
マ
法
学
な
ど
の
人
文
諸

学
か
ら
知
的
影
響
を
受
け
た
こ
の
時
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
法
的
思
考
の
様
式
を
示
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唆
し
て
い
る
。
ヘ
ド
リ
ィ
は
い
う
。
「
一
つ
の
個
別
事
例
か
ら
一
般
的
準
則
を
結
論
づ
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
が
、
「
論
理
学
者
が
帰
納
法
と
呼
ぶ
よ
う
に
」
、
「
多
く
の
個
別

事
例
か
ら
…
一
般
的
準
則
」
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
と
（Ibid.,p.187

）
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
解
は
、
慣
習
を
法

源
と
し
つ
つ
も
、
個
別
具
体
的
（particular

）
な
慣
習
そ
れ
自
体
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は

な
く
、
そ
こ
か
ら
合
理
的
に
導
き
出
さ
れ
得
る
一
般
的
（general

）
な
原
則
こ
そ
が
コ
モ

ン
・
ロ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
準
則
な
い
し
格
律
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
「
一
般
的
慣
習
」
と
し
て
「
慣
習
と
し
て
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
」
の
性
格
を
持
つ
と
と
も
に
、
「
理
性
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
の
側
面
を

持
つ
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
慣
習
に
お
け
る
「
理
性
」
を
よ
り
高
揚
す
る

た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、
「
時
の
検
証
」
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
そ
の
言
説
は
、
と
く
に
国
王
の
「
絶
対
的
権
力
」
な
い
し
「
絶
対
的
大
権
」
と
い
う

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
政
治
言
説
へ
の
対
抗
と
し
て
構
想
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
ま
さ
し
く

政
治

ほ

っ
た
。 

的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
言
説
に

か
な
ら
な
か

１
７
９ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p. 192. 

１
８
０ 

ヘ
ド
リ
ィ
は
こ
こ
で
、
「
明
白
か
つ
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
柄
」
を
起
点
に
議
論
を
進

め
て
い
く
こ
と
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
通
常
の
議
論
形
式
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

Proceedings in Parliam
ent 1610, II, pp. 186-7. 

し
か
し
こ
う
し
た
誰
人
も
否
定

し
得
な
い
明
白
で
普
遍
的
に
よ
く
知
ら
れ
た
事
柄
か
ら
論
証
的
に
議
論
を
進
め
る
と
い
う

ヘ
ド
リ
ィ
の
態
度
は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
第
二
章
で
考
察
し
た
際
に
確
認
し
た
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
人
文
主
義
法
学
の
発
展
型
で
あ
る
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
特
徴
で
も
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
マ
ニ
フ
ェ
ト
ス
と
呼
ば
れ
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

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

ethod of Legal Study

）
』
に

お
い
て
と
く
に
強
調
さ
れ
た
論
証
に
お
け
る
方
法
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本

稿
第

マ
法
学
と

義
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

二
章
第
一
節
「
中
世
ロ
ー

ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主

１
８
１ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp. 188-9. 

１
８
２ Proceedings in Parliam

ent 1614, p.131. 

一
六
一
四
年
議
会
で
は
他
の
討
議

の
箇
所
で
も
、
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
、
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
、
ジ
ョ
ン
・
ホ
ス
キ
ン
ズ
ら
が
、
そ

の
不
当
性
を
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
依
拠
し
て
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ォ
ー
テ

ス
キ
ュ
ー
は
、
議
会
の
同
意
な
し
に
「
国
王
は
賦
課
金
を
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
し
、

「
賦
課
金
に
よ
る
課
税
は
、
最
も
高
次
の
次
元
で
い
え
ば
、
法
を
つ
く
る
こ
と
」
と
同
義

で
あ
る

言

Proceedings in Parliam
ent 1614, p.288. 

と
明
確
に

及
し
て
い
る
、
と
。

１
８
３ Proceedings in Parliam

ent 1614, p.147. 

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
課
税
に
お
け
る
議
会
の
同
意
を
論
じ
る
際
に
依
拠
し
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ

ュ
ー
の
見
解
は
主
に
次
の
箇
所
で
あ
る
。
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
国
王
は
、
議
会
に

お
い
て
表
明
さ
れ
た
王
国
全
体
の
容
認
な
い
し
は
同
意
が
な
け
れ
ば
、
自
ら
あ
る
い
は
そ

の
官
吏
に
よ
っ
て
、
特
別
賦
課
税
（tallages

）
や
補
助
金
（subsidies

）
そ
の
他
い
か

な
る
課
税
負
担
を
も
臣
民
に
対
し
て
課
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
ら
に
関
わ
る
法

を
変
更
し
た
り
、
新
た
に
作
成
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。Fortescue, D

e 

Laudibus Legem
 Angliae, chap.36, pp.86/87. 

邦
訳
、
（
二
）
、
一
二
五
頁
。
ま
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た
、
ス
ミ
ス
か
ら
の
引
証
は
主
に
次
の
箇
所
で
あ
る
。Sm

ith, D
e Republica 

Anglorum
, B

ooks II, cahp.1, “O
f the Parliam

ent and the A
uthority  

Thereof ”,and chap.4, “The C
hief Points W

herein O
ne C

om
m

onw
ealth 

D
oes D

iffer from
 A

nother”. 

１
８
４ State Trials, II, pp.486-7. 

１
８
５ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.180. 

１
８
６ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.189-190. 

１
８
７ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.190. 

１
８
８ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.189. 

１
８
９ C

oke, 2nd Institute, p.56. 

１
９
０ C

oke, 3rd Institute, p.84. 
 

ク
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
格
律
に
従
え
ば
、
必
然

的
に
「
貿
易
や
交
通
に
関
す
る
す
べ
て
の
独
占
」
は
、
「
大
憲
章
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
、

認
め
ら
れ
た
」
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
「
特
権
と
自
由
（liberty and freedom

e
）
に
反
す

る
」
も
の
だ
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
と
し
、
こ
の
独
占
禁
止
も
併
せ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
格

律
だ
と
主
張
し
て
い
る
。Coke, 2nd Institute, p.63. 

な
お
ク
ッ
ク
は
、
同
様
な
根
拠

に
基
づ
い
て
「
議
員
の
不
逮
捕
特
権
」
も
導
き
出
す
。
す
な
わ
ち
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、

国
王
大
権
が
い
か
な
る
事
由
に
お
い
て
も
臣
民
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
国
王
大
権

を
正
し
く
割
り
当
て
て
い
る
」
と
い
う
点
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
格
律
（m

axim

）
」
で

あ
り
「
絶
対
的
な
権
威
」
を
持
つ
と
定
義
し
た
う
え
で
、
こ
の
絶
対
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー

の
格
律
に
従
え
ば
、
国
王
大
権
が
庶
民
お
よ
び
聖
俗
貴
族
、
男
女
す
べ
て
の
者
の
自
由
と

プ
ロ
パ
テ
ィ
に
関
係
す
る
事
柄
で
あ
る
以
上
、
そ
の
行
使
に
つ
い
て
は
「
議
会
に
お
い
て

討
議
さ
れ
る
べ
き
」
問
題
で
あ
り
、
臣
民
の
自
由
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
い
て
保
護
す

る
こ
う
し
た
議
会
の
役
割
に
照
ら
せ
ば
、
「
議
会
の
議
員
は
何
人
も
逮
捕
拘
禁
さ
れ
得
な

い
し
、
…
す
べ
て
の
議
員
が
議
会
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
い
う

点
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
原
則
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。Proceedings in Parliam

ent 

1628, II, p.191. C
f.pp.195,201,204-5,209. 

１
９
１ Faith Thom

pson, M
agna Carta : Its role in the M

aking of the English 

Constitution, 1300-1629. M
inneapolis,1948, p.297. 

１
９
２ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.190. 

１
９
３ Proceedings in Parliam

ent 1614, pp.110-5, at p.111. C
f. C

oke, 2nd 

Institute, pp.57-63. 

１
９
４ C

oke, 3rd Institutes, p.181. 

１
９
５ 

ク
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
と
は
大
部
分
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
基
本
法

（fundam
entall law

s

）
の
主
要
な
根
拠
の
宣
言
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。Coke, 

2nd Institute, A
 Proem

e, A
5. 

１
９
６ C

oke, 2nd Institute, p.47. 
１
９
７ 
こ
の
国
王
大
権
は
、
中
世
以
来
、
し
ば
し
ば
国
王
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
、
時
に
物
議

を
醸
し
て
き
た
争
点
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
国
王
大
権
は
、
こ
の
後
、
後
期
ス
テ

ュ
ア
ー
ト
期
に
お
い
て
、
一
六
七
二
年
の
「
審
査
法
（Test A

ct

）
」
の
適
用
特
別
免
除

を
め
ぐ
っ
て
政
治
問
題
化
し
、
一
六
八
八
年
の
「
権
利
章
典
（B

ill of R
ights

）
」
に
お
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い
て
一
般
的
に
禁
止
さ
れ
、
無
効
と
さ
れ
た
。
田
中
英
夫
編
『
英
米
法
辞
典
』
、
五
九
〇

頁
参

 

照
。

１
９
８ Com

m
ons D

ebates 1621, II, p.387. 

１
９
９ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, pp.565-7. 

他
方
、
ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ュ
ラ

ー
は
、
こ
の
国
王
の
「
法
適
用
特
別
免
除
（non obstante

）
の
原
則
の
及
び
う
る
範

囲
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
国
王
」
は
「
法
適
用
特
別
免
除
」
に
よ
っ
て
、
「
制

定
法
を
失
効
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
失

効
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
を
改
変
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
」

（Fuller, The argum
ent of M

aster N
icholas Fuller ,p.18.

）
。
国
王
の
「
法

適
用
特
別
免
除
」
の
大
権
が
、
議
会
制
定
法
に
及
ぶ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
論
者
に

よ
っ
て
若
干
の
見
解
の
相
違
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
が
コ
モ
ン
・

ロ
ー
に
は
及
び
得
な
い
と
い
う
点
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
共
通
了

解
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の

よ
う
な
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
原
則
を
実
定
法
化
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
限
り
に
お
い

て
、
議
会
制
定
法
に
つ
い
て
も
国
王
の
「
法
適
用
特
別
免
除
」
の
大
権
は
及
び
得
な
い

と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
先
述
の
ク
ッ
ク

の
国
王
大
権
二
分
論
も
含
め
て
、
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
議
論
の
核
心
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
支
配
の
も
と
で
、
議
会
が
可
能
な
限
り
国
王
大
権
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は

 

明
ら
か
で
あ
る
。

２
０
０ 

サ
ー
・
フ
ラ
ン
シ
ス
・
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
（Sir Francis G

oodw
in

）
を
め
ぐ
る
一
六

〇
四
年
議
会
の
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
州
選
挙
の
事
件
に
つ
い
て
は
、Journals of the H

ouse 

of Com
m

ons, I, pp.149-71. 

２
０
１ 

サ
ー
・
ト
マ
ス
・
シ
ャ
ー
リ
ー
（Sir Thom

as Shirley

）
の
逮
捕
を
め
ぐ
る
一
六

〇
四
年
の
事
件
に
つ
い
て
は
、Journals of the H

ouse of Com
m

ons, I, 

pp.149-222. 

２
０
２ 

ブ
リ
ス
ト
ル
主
教
の
事
件
に
つ
い
て
は
、Tanner, Constitutional D

ocum
ents 

of the Reign of Jam
es I, pp.225-6. 

２
０
３ 

『
弁
明
と
満
足
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、Petyt, Jus Parliam

entarium
 (1739), 

pp.227-43, quoted in Tanner, Constitutional D
ocum

ents of the Reign of 

Jam
es I, pp.217-30, especially at 220,223-4. 

 

２
０
４ R

ushw
orth, H

istorical Collecitons, pp.43-4. 

こ
こ
で
は
特
に
一
六
二
一
年

議
会
で
の
国
王
の
庶
民
院
議
長
サ
ー
・
ト
マ
ス
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
（Sir Thom

as 

R
ichardson

）
に
宛
て
た
書
簡
か
ら
引
証
し
た
が
、
同
様
な
言
及
は
、
一
六
一
〇
年
議
会

で
の
カ
ウ
エ
ル
事
件
の
「
布
告
」
で
も
（
第
五
章
参
照
）
、
ま
た
同
議
会
で
の
賦
課
金
を

め
ぐ
る
審
議
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
（
注
一
六
七
）
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
庶
民
院

が
国
王
大
権
を
公
的
に
議
論
す
る
こ
と
に
対
し
て
極
め
て
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
た
し
、
他

方
、
議
会
の
側
も
重
要
な
争
点
の
ほ
と
ん
ど
が
国
王
大
権
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
必
然
的
に
国
王
大
権
の
問
題
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
国
制
論
争
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
国
王
大
権
の
問

題
に
集
約
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。 
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２
０
５ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, p.82. 

２
０
６ Proceedings in Parliam

ent 1610, II, pp.100-7. 

２
０
７ Journals of the H

ouse of Com
m

ons, I, pp.431-2. 

２
０
８ Proceedings in Parliam

ent 1614, pp.34, 356, 364. 

２
０
９ Proceedings in Parliam

ent 1614, p.159. 

２
１
０ Proceedings in Parliam

ent 1614, p.35. 
 

こ
れ
ら
の
案
件
の
な
か
で
も
特
に

重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
一
六
一
〇
年
議
会
か
ら
先
送
り
に
な
っ
て
い
た
一
連
の
重
要
法
案

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
議
会
の
同
意
を
条
件
づ
け
る
「
賦
課
金
」
を
め
ぐ
る
法
案

（Ibid.,pp.79, 93-7,passim

）
、
さ
ら
に
当
時
の
こ
う
し
た
庶
民
院
の
能
動
的
な
活
動

を
法
的
に
保
障
す
る
た
め
の
「
議
会
特
権
」
の
法
案
（Ibid.,pp.34,356,364

）
、
独
占

と
関
税
に
関
わ
る
「
法
に
よ
る
自
由
貿
易
の
法
案
」
（Ibid.,pp.58,111,110-5

）
な
ど
で

あ
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
次
の
一
六
二
一
年
議
会
で
は
、
賦
課
金
は
あ
え
て
争

点
か
ら
外
さ
れ
、
独
占
を
禁
じ
る
自
由
貿
易
と
議
会
の
特
権
が
と
く
に
主
要
な
議
題
と
な

っ
た

Com
m

ons D
ebates 1621, passim

. 

。

２
１
１ Proceedings in Parliam

ent 1614, p.xv. 

２
１
２ R

ushw
orth, H

istorical Collecitons, p.46.  

２
１
３ R

ushw
orth, H

istorical Collecitons, p.52. 

２
１
４ R
ushw

orth, H
istorical Collecitons, p.51. 

２
１
５ R

ushw
orth, H

istorical Collecitons, p.52. 

２
１
６ 

従
っ
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
と
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
の
間
に
国
制
と
統
治

を
め
ぐ
る
共
有
さ
れ
た
理
念
を
想
定
す
る
修
正
主
義
の
見
解
は
、
国
王
大
権
の
絶
対
性
の

範
域
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
な
る
ほ
ど
妥
当
し
う
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、

法
の
制
約
を
受
け
る
通
常
権
力
と
は
別
に
、
法
と
議
会
手
続
に
拘
束
さ
れ
な
い
国
王
大
権

の
範
域
が
存
在
す
る
こ
と
に
対
す
る
認
識
自
体
は
、
す
で
に
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
の
ト
マ
ス
・

ス
ミ
ス
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
は
す
で
に
共
有
さ
れ
て
い
た

と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
庶
民
院
お
よ
び
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
が
緊
要
な
問
題
と
認
識
し
て
い
た
争
点
の
多
く
は
、
国
王
大
権
に
属
す
る
事
項
か
、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
国
王
大
権
に
関
係
す
る
事
項
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
繰

り
返
し
言
及
し
て
き
た
よ
う
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
お
い
て
庶
民
院
お
よ
び
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
展
開
し
た
「
古
来
の
国
制
」
論
の
主
た
る
狙
い
は
、
国
王
大
権
に
対
す

る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
議
会
に
よ
る
二
重
の
制
約
を
課
す
点
に
集
約
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て

よ
い
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
「
古
来
の
国
制
」
論
に
お
い
て
企
図
し
た
こ
う
し
た
構
想

は
、
も
と
よ
り
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
と
っ
て
は
到
底
受
け
容
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で
両
者
の
間
に
は
国
制
論
上
、
明
ら
か
に
和
解
し
が
た
い
見
解
の
相
違

な
い

が
存
在
し

 

し
意
見
の
対
立

て
い
た
の
で
あ
る
。

２
１
７ R

ushw
orth, H

istorical Collecitons, p.53. 
２
１
８ R

ushw
orth, H

istorical Collecitons, pp.53-5. 
２
１
９ C

oke, 4th Institute, p.9. 

２
２
０ 

国
王
大
権
を
め
ぐ
る
ク
ッ
ク
の
見
解
は
必
ず
し
も
一
貫
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
安
藤
高
行
は
こ
う
説
明
す
る
。
ク
ッ
ク
は
、
国
王
大
権
を
、
独
占
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問
題
の
よ
う
にm

eun et tuum

に
関
係
す
る
が
ゆ
え
に
法
の
制
約
を
受
け
る
「
論
議
し
う

る
国
王
大
権
」
と
、
宣
戦
講
和
や
貨
幣
鋳
造
な
ど
の
「
論
議
し
え
な
い
国
王
大
権
」
と
に

分
け
、
前
者
の
大
権
は
議
会
に
お
い
て
も
審
議
の
対
象
に
な
る
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
後

者
の
大
権
に
つ
い
て
は
、
国
王
に
回
答
を
要
求
す
るpetition of right

の
方
式
で
は
な
く
、

回
答
を
要
求
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
国
王
大
権
を
侵
犯
し
え
な
いpetition of grace

の
形
式

を
取
る
こ
と
で
可
能
な
限
り
、
議
会
の
関
与
を
試
み
た
と
。
そ
の
う
え
で
安
藤
は
、
『
抗

議
文
』
の
内
容
が
、
希
望
の
表
明
と
し
て
国
王
大
権
に
つ
い
て
請
願
す
る
の
で
あ
っ
て
、

権
利
と
し
て
そ
う
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
、
従
来
の
庶
民
院
の
主
張
を
超
え
る
も
の
か

ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
と
し
て
い
る
（
前
掲
書
、
六
一
―
七
四
頁
）
。
し
か
し
筆
者
の

見
る
と
こ
ろ
、
一
六
一
〇
年
議
会
に
お
け
る
「
単
独
の
国
王
の
権
力
」
は
「
議
会
に
お
け

る
国
王
の
権
力
」
に
従
属
す
る
と
い
う
観
念
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
繰
り
返
し
要
求
さ
れ

た
議
会
特
権
の
系
譜
か
ら
考
え
て
、
ク
ッ
ク
が
主
導
し
た
『
抗
議
文
』
の
内
容
と
『
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
法
提
要
』
に
お
け
る
ク
ッ
ク
の
見
解
が
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
辿

り
着
い
た
構
想
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
本
文
で
強
調
点
を
付
け
て
引
証
し
た
よ

う
に
、
『
抗
議
文
』
の
そ
れ
は
、
討
論
の
自
由
を
「
持
つ
」
と
し
て
上
で
、
あ
え
て
「
ま

た
権
利
と
し
て
持
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
重
ね
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
明
確
に
「
権

利
と
し
て
」
、
当
為
（ought to

）
の
次
元
に
置
き
換
え
て
論
じ
て
い
る
抗
議
文
の
主
張
は
、

も
は
や
「
恩
寵
」
を
求
め
る
請
願
に
収
ま
り
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
「
権
利
」

と
し
て
承
認
を
要
求
す
る
請
願
へ
と
変
容
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
『
抗
議
文
』
は
、

不
可
侵
の
国
王
大
権
を
議
会
が
正
当
に
論
じ
る
こ
と
を
「
権
利
の
請
願
」
の
形
式
で
求
め

た
最
初
の
事
例
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
理
念
的
に
は
こ
の
時
代

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
「
古
来
の
国
制
」
論
の
な
か
で
目
指
し
て
い
た
最
大
の
論
点
で

あ
っ

 

た
と
考
え
ら
れ
る
。

２
２
１ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.191, cf. pp.195,201,204-5,209. 

２
２
２ C

oke, 4th Institute, pp.49-50. 

２
２
３ R

obert E
.R

uigh, The Parliam
ent of 1624 : Politics and Foreign Policy, 

M
assachusetts, 1971, p.8. 

２
２
４ 

一
七
世
紀
の
選
挙
権
の
問
題
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
、
内
乱
期
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ

の
選
挙
権
に
対
す
る
立
場
に
関
心
が
注
が
れ
、
自
然
法
思
想
に
基
づ
い
た
「
自
然
権
と
し

て
の
選
挙
権
」
に
研
究
が
集
中
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
期
ス
テ
ュ
ア

ー
ト
期
に
お
け
る
選
挙
お
よ
び
選
挙
権
に
関
す
る
研
究
は
相
対
的
に
手
薄
で
あ
る
。
と
り

わ
け
、
わ
が
国
の
研
究
史
の
う
え
で
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
る
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
本
国
に

お
い
て
も
こ
の
時
代
の
選
挙
に
関
す
る
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
ま
ず
一
九
六
〇

年
代
に
こ
う
し
た
研
究
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
先
駆
的
な
論
文
と
し
て
、R

ichard L 

B
ushm

an, ‘E
nglish Franchise R

eform
 in the Seventeenth C

entury ,’ in 

Journal of British Studies, III, 1963; J.H
.Plum

b, ‘G
row

th of the E
lectorate 

in E
ngland from

 1600 to 1715,’ Past and Present 45 (1969). 

そ
の
後
、
前
期
ス

テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
選
挙
の
実
態
を
詳
細
に
考
察
し
て
、
こ
の
時
代
の
庶
民
院
の
代
議
制
機

能
の
高
ま
り
を
指
摘
し
た
の
が
、
つ
ぎ
の
Ｄ
・
ハ
ー
ス
ト
の
研
究
で
あ
る
。Derek H

irst, 

The Representative of the People ? : Voters and Voting in England under 
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the Early Stuarts, C
am

bridge,1975. 

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
成
果

を
手
掛
か
り
と
し
な
が
ら
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
の
選
挙
と
選
挙
権
の
問
題
を
考

察
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
拙
稿
「
一
六
二
○
年
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
選
挙
改
革
の
動

き
と
選
挙
権
問
題
」
、 
同
「
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
二
、
四
四
号
、
一
九
九
三
年
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
研
究
に
お
い
て
は
、

当
時
の
庶
民
院
の
特
権
委
員
会
が
広
範
囲
な
選
挙
権
者
を
ど
の
よ
う
な
法
的
基
礎
に
基
づ

い
て
導
き
出
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
。
と
り
わ
け
、
「
コ
モ
ン
・
ラ
イ
ト
」
に
基
づ
く
選
挙
権
と
称
さ
れ
た
権
利
が
い

か
な
る
思
想
的
基
礎
の
上
に
立
つ
も
の
な
の
か
は
ま
っ
た
く
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う

し
た
研
究
上
の
空
白
を
埋
め
る
試
み
と
し
て
、
拙
稿
「
初
期
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
と
選
挙
権
」
日
本
西
洋
史
学
会
編
『
西
洋
史
学
』
第
一
八
○
号
、
一
九
九
六
年
。 

２
２
５ 

以
上
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
稿
「
一
六
二
○
年
代
イ
ギ
リ
ス

に
お
け
る
選
挙
改
革
の
動
き
と
選
挙
権
問
題
」
第
四
章
、
お
よ
び
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
」
所
収
の
全
選
挙
区
を
対
象
と
し
た
〈
一

覧
表
〉
、
お
よ
び
第
三
章
、
第
六
章
。 

２
２
６ 

レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
選
挙
権
に
関
し
て
は
さ
し
あ
た
っ
て
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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. 

拙
稿
「
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
運
動
に
関
す
る
一
考
察
―
選
挙
権
問
題
を
中
心
に
―
」
修
士
論
文
、

早
稲

一

一

。 

田
大
学
、

九
九

年

２
２
７ H

irst, The Representative of the People ?, p.65. 

２
２
８ Com

m
ons D

ebates, 1621, IV
, p.421. 

２
２
９ John Selden , Table Talk of John Selden , S.H

.R
eynolds (ed.), O

xford, 

1892, p.126. 

２
３
０ 

こ
の
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
委
員
会
の
下
し
た
選
挙
訴
訟
に
つ
い
て
の
判
決
は
、
「
報
告
書
」

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
後
に
次
の
よ
う
な
形
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。 John G

ranville 

(ed.), 
Reports 

of 
Certain 

Cases, 
D

eterm
ined 

and 
Adjudged 

by 
the 

Com
m

ons in Parliam
ent in the Tw

enty-first and Tw
enty-second Years of 

the Reign of K
ing Jam

es the First, London, 1775. 

２
３
１ Ibid., p.107. 

２
３
２ Journals of the H

ouse of Com
m

ons, I, p.748. 
２
３
３ Journals of the H

ouse of Com
m

ons, I, p.686. 
２
３
４ H

irst, The Representative of the People ? , p.77. 

な
お
、
当
時
の

com
m

onalty
、inhabitant

と
い
っ
た
き
わ
め
て
曖
昧
な
用
語
の
分
析
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
」
の
第
一
章
〈
一
覧
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表
〉
、
お
よ
び
第
二
章
「
都
市
選
挙
区
の
選
挙
権
者
の
呼
称
―
用
語
法
の
観
点
か
ら
―
」

を
参

 

照
。

２
３
５ Journals of the H

ouse of Com
m

ons, I, p.882. 

２
３
６ Journals of the H

ouse of Com
m

ons, I, pp.876-7. 

２
３
７ Journals of the H

ouse of Com
m

ons, I, p.907. 

２
３
８ Journals of the H

ouse of Com
m

ons, I, p.893.  C
f. Ibid.,p.882. 

２
３
９ Proceedings in Parliam

ent 1628, III, p.329. 

２
４
０ Journals of the H

ouse of Com
m

ons, I, p.714. 

２
４
１ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.430. 

２
４
２ J.G

lanville (ed.), Reports of Certain Cases, p.33 f. 

２
４
３ Proceedings in Parliam

ent 1628, II, p.430. 

２
４
４ B

ushm
an, ‘E

nglish Franchise R
eform

 in the Seventeenth C
entury’, 

p.40. 

２
４
５ Journals of the H

ouse of Com
m

ons, I, p.468. 

２
４
６ H

irst, The Representative of the People ? , p.11; B
ushm

an, ‘E
nglish 

Franchise R
eform

 in the Seventeenth C
entury ’,p.40. 

２
４
７ J.G

lanville (ed.), Reports of Certain Cases, pp.54-5. 

２
４
８ 

拙
稿
「
一
六
二
○
年
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
選
挙
改
革
の
動
き
と
選
挙
権
問
題
」
、

九
六
―
九
九
頁
。H

irst, The Representative of the People ? , A
ppendix IV

. 

２
４
９ 

拙
稿
「
一
六
二
○
年
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
選
挙
改
革
の
動
き
と
選
挙
権
問
題
」
、

九
六
―
九
九
頁
。Hirst, The Representative of the People ? , A

ppendix III, IV
, 

V
; Plum

b, ‘G
row

th of the E
lectorate in E

ngland from
 1600 to 1715’, p.99, 

n.24. 

２
５
０ H

irst, The Representative of the People ? , p.66. 
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