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フ

ン

チ
ァ

イ

ズ

裁

判

権

と

同
体
」

主L

ア

「
王
国

共

成

の

山

下

夫

手口

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

序

l
問
題
の
所
在
|

本
稿
は
、
中
世
英
国
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
特
権
的
裁
判
」

p
g島
町
田
ご

g
t
B
の
実
態
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
般
に
中
世
英
国
の

mamS日
正
吉
田
江
口
巾
に
は
、
封
建
的
裁
判
片
品
邑
巳
吉
田
江
口
問
と
特
権
的
裁
判

p
g
n
r
g
M
L
Y
E
8
と
い
う
こ
つ

の
タ
イ
プ
の
裁
判
が
合
め
ら
れ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
前
者
と
し
て
は
、
土
地
保
有
関
係
か
ら
生
じ
て
く
る
裁
判
、
た
と
え
ば
パ
ロ

オ
ナ
の
法
廷

r
cロ。江田
-
g
C
2
で
あ
る
。
乙
れ
に
対
し
て

ン
が
そ
の
封
臣
に
関
し
て
行
な
う
裁
判
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
裁
判
の
場
は
、

後
者
は
、
国
王
の
特
別
の
ぬ

E
E
(授
与
、
承
認
)
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
、
土
地
に
対
す
る
支
配
か
ら
は
生
じ
え
な
い
も
の
、
と
い
わ

れ
る
。
こ
う
し
た
区
別
は
、
す
で
に
、
中
世
の
一
時
期
ハ
一
二
世
紀
)
に
お
い
て
、
明
瞭
に
意
識
さ
れ
て
い
た
。
今
日
も
そ
の
区
別
を
踏

襲
し
て
い
る
と
い
え
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
区
別
な
い
し
理
論
は
、

ど
の
よ
う
な
歴
史
の
現
実
の
中
か
ら
、
生
じ
て
き
た
の
か
、
あ

そ
の
区
別
な
い
し
理
論
(
あ
る
い
は
「
理
念
型
」
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
)
は
、
実
際
、

ど
の
よ
う
な
現
実
を
反
映

る
い
は
ま
た
、
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説

し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
出
て
こ
よ
う
。
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
史
の
や
や
テ
ク
ニ
カ
ル
な
問
題
と
し
て
、
右
の
よ
う
な
疑
問
を

解
く
た
め
に
、
授
与
さ
れ
た
裁
判
の
歴
史
の
検
討
を
、
本
稿
の
テ
I
マ
と
し
た
の
で
あ
る
。

論

た
だ
し
、
右
の
問
題
を
追
求
し
て
い
く
な
ら
ば
、

そ
の
問
題
の
い
わ
ば
系
と
し
て
(
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
な
い
と
い
う
乙
と
で
は
な

い
)
あ
る
い
は
一
般
史
の
問
題
と
し
て
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
。

そ
れ
は
、

乙
う
し
た
「
特
権
的
裁
判
」
な
い
し
そ
れ
の
行
な
わ
れ
る
領
域
と
中
世
に
お
け
る
コ
モ
ン
n
ロ
1
と
が
、

ど
の
よ
う
な
関
連

に
あ
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

イ
ク
ィ
テ
ィ
や
議
会
制
定
法
と
の
対
比
に
お
い
て
観

た
だ
し
こ
と
に
い
う
コ
モ
ン
"
ロ

1
と
は
、

ハ
ス
キ
ン
ズ
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
「
国
王
裁
判
所

の
慣
行
|
|
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
の
慣
行
と
し
て
承
認
さ
れ
王
国
そ
の
も
の
と
同
じ
広
が
り
を
も
っ
慣
行
」
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま

エ
ク
ゼ
キ
ュ
テ
ィ
グ
H

ジ
ア
ヌ
テ
ィ
ス

「

行

政

裁

判

」

念
さ
れ
る
そ
れ
で
は
な
く
、

そ
れ
以
前
の
も
っ
と
始
源
的
な
コ
モ
ン
"
ロ
ー
で
あ
り
、

た、

(
ハ
ス
キ
ン
ズ
)
の
活

ヘ
ン
リ
二
世
の
頃
明
確
な
輪
郭
を
お
び
、

一
三
世
紀
以
後
強
力
に
展
開
さ
れ
た

動
の
結
果
産
み
出
さ
れ
た
様
々
な
令
状
の
体
系
、
救
済
手
段
の
体
系
と
い
う
ζ

と
も
で
き
る
。
他
方
町

E
口
口
宮
田
弘
吉
田
氏

2
(」
ロ
号
門
出
2
5口)

ζ

の
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
な
る
語
は
り
パ
テ
イ
(
リ

1
ベ
ル
タ

I
ス
〉
と
同
義
で
あ
っ
て
、
中
世
に
お
い
は
り

1
ベ
ル
タ

と
い
う
ば
あ
い
、

-
ス
な
る
語
は
、
免
除
の
特
権
、
不
入
権
な
い
し
そ
れ
の
及
ぶ
空
間
的
領
域
を
表
わ
し
た
。

と
す
る
な
ら
ば
、

ζ 

の

「
自
由
領
域
」

の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
は
、

パ
ラ
チ
ネ
1
ト
が
あ
げ
ら
れ
る
)
と
、

い
ま
ハ
ス
キ
ン

後
述
す
る
よ
う
な
カ
ウ
ン
テ
イ
u
パ
ラ
タ
イ
ン
、

ズ
の
言
葉
を
か
り
で
説
明
し
た
コ
モ
ン
H

ロ
ー
と
は
、

、.、
J
'
-

、.、

'
U
ず

4
h
v
p
v

ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

、
吉
弘
、

F
V
ふん

こ
の
問
題
は
、
実
は
片
目
岳
町
田
ご
ロ
在
日
や
コ
モ
ン
日
ロ

I
自
体
の
中
に
、
す
で
に
内
在
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
は
こ
う
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
右
に
あ
げ
た
二
つ
の
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、

さ
ら
に
こ
ま
か
く
次
の
よ
う
に
分
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
始
め
に
お

て
い

「
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
裁
判
」
と
い
う
ば
あ
い
、

そ
の
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
と
は
、
主
権
の
授
与
、
承
認
に
基
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
と

北法 14(2・34)236
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説
明
し
た
。
他
方
乙
の
す
ぐ
前
で
、

ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
な
い
し
リ
パ
テ
イ
な
る
語
は
、
免
除
の
特
権
を
表
わ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も

指
摘
し
た
。
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
両
者
の
観
念
は
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

同
じ
ζ

と
は
、
ま
た
、

コ
モ
ン
n
ロ
1

マ
ク
ル
ウ
ェ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
君
主
お
よ
び
議
会
の
デ
ス
ポ
テ
ィ
ク
な
意
思
に
対
し
て
日
舎
三
門
戸
口
弘
に

し
て
れ

2
5
5
0民
な
権
利
を
守
護
す
る
と
り
で
」
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
彼
は
、
中
世
に
お
け
る
コ
モ
ン
H

ロ
ー
に
限
ら
ず
、
近
代
に
お

に
つ
い
て
も
い
え
る
。

け
る
そ
の
役
割
も
検
討
し
た
上
で
、
右
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
彼
は
そ
の
よ
う
な
特
徴
が
中
世
、
近
代
を
通
じ
て

一
貫
し
て
、
い
わ
ば
連
続
的
に
存
在
し
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
前
述
し
た
、
国
王
裁
判
官
の
活
動
の
産
物
た
る
コ
モ
ン
n

ロ
ー
ル
」
、

マ
ク
ル
ウ
ェ
イ
ン
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
そ
れ
と
は
、

い
か
に
関
連
し
て
い
る
か
、

と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
こ
よ
う
。

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば

「
自
由

1
特
権
領
域
」
と
コ
モ
ン
u
ロ
ー
と
の
関
連
の
問
題
も
、
実
は
、
い
ま
述
べ
た
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
、

リ
パ
テ
ィ
の
二
面
性
や
コ
モ
ン
N

ロ
1
の
二
面
性
の
問
題
と
同
じ
次
元
に
還
元
し
う
る
問
題
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
裁
判
と
い
う
、

見

や
や
特
殊
な
テ

1
マ
と
思
わ
れ
る
問
題
も
、

そ
れ
を
追
求
し
て
い
く
な
ら
ば
、
結
局
、
中
世

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
、

王
権
な
い
し
モ
ナ

1
キ
の
側
に
見
出
さ
れ
る
統
合
の
原
理
と
、
バ
ロ
ン
側
に
見
出
さ
れ
る
百
円
日

ELE--田
B

な
い
し
自
由
の
原
毘
と
い
う
こ
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
つ
き
当
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
は
、

一
見
互
い
に
対
立
、
矛
盾
し
合
う
が

も
の
の
ご
と
く
み
え
る
。

だ
が
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、

そ
れ
ら
は
完
全
に
排
折
し
合
っ
た
ま
ま
で
終
始
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

ま
さ
に
中
世
に
お
い
て
、

ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
裁
判
権
は
、

そ
れ
ら
二
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
集
中
的
に
反
映
し
て
お
り
、
本
稿
は
、

歴
史
を
具
体
的
に
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
に
掲
げ
た
大
き
な
問
題
に
も
何
が
し
か
の
示
唆
を
与
え
る
乙
と
を
望
ん
で
い
る
の
で

企のザ
hv
。

中
世
の
歴
史
に
お
い
て
王
権
の
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
今
日
で
は
も
は
や
屋
上
屋
を
重
ね
る
と
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し

そ

の

北法 14(2・35)237 



説

中
世
に
お
け
る
自
由
、
と
り
わ
け
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
一
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
英
国
に

お
い
て
は
、
中
位
に
お
け
る
自
由
の
在
り
方
と
近
代
に
お
け
る
そ
れ
を
、
あ
ま
り
シ
ャ
ー
プ
に
対
比
苫
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
面
が
あ

論

る
。
近
代
に
お
け
る
自
由
は
、
中
世
の
そ
れ
の
展
開
過
程
と
み
な
さ
れ
る
面
が
大
き
い
。

ζ

の
こ
と
は
、

た
と
え
ば
、
英
国
々
制
史
に
お

け
る
あ
ま
り
に
も
有
名
な
事
実
、

一
四
世
紀
以
後
と
く
に
コ
ウ
ク
(
ク
ッ
ク
)

以
後
の
マ
I
グ
ナ
H

カ
ル
タ
の
拡
張
解
釈
と
そ
の
適
用
の

三
九
条
(
ヤ
仁
に
日
畔
一
い
明
一
服
訪
日
制
)
の
い
わ
ゆ
る

5
2
r
c
g
g
g
u
-
2

コ
ウ
ク
に
よ
り
再
解
釈
が
な
さ
れ
て
以
来
、
マ

1
グ
ナ
"
カ
ル
タ
は
英
(
あ
る
い
は
米
)
国
民
全
体
の

自
由
の
憲
章
に
転
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
う
し
た
英
国
々
制
の
特
質
に
つ
い
て
、

歴
史
を
想
起
し
た
だ
け
で
も
、

よ
く
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

宮
口
(
ロ
)
巾
等
の
語
句
に
つ
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
政
治
哲
学
者
ジ
ユ
グ
、
不
ル
の
指

摘
し
て
い
る
適
切
な
表
現
を
か
り
れ
ば
「
英
国
に
お
い
て
は
自
由
の
体
系
、
す
な
わ
ち
貴
族
身
分
の
権
利
が
拡
大
さ
れ
て
す
べ
て
の
人
々

に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
:
:
:
平
民
は
貴
族
の
権
利
に
招
か
れ
て
き
た
:
:
:
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
と
く
に
英
国
の
ば
あ
い
、
中
世
に

お
け
る
自
由
の
問
題
を
考
え
抜
い
て
お
く
こ
と
は
、

そ
の
後
の
英
国
々
制
(
憲
法
)
の
理
解
に
と
っ
て
、

き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
本
稿
の
問
題
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
点
は
、
以
上
の
程
度
に
と
ど
め
、

ハ
刊
)

態
の
検
討
に
と
り
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
裁
判
の
歴
史
的
実

さ
て
、

山

た

と

え

ば

ω
a
F
r
o
-

。-
w

吋

z
g
E
w
gこ
105L阻
止
。
ロ
え
開
口
問

-SLUNEE--H)同

)

M

8

1
∞
参
照
。
因
み
に
セ
ー
ル
ズ
は
征
服
後
の
中
世

の
裁
判
を
三
つ
の
型
に
分
類
し
て
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
(
』
)
見
。
苫
ご

5
丘町巾

(
2
5
5
m拐
で
行
な
わ
れ
る
裁
判
、
令
C
H
V
C
M】

E
E円
」
口
出
丘
町
町
(
シ
ア

イ
ア
u
コ
l
ト
、
ハ
ン
ド
レ
ド
H

コ
l
ト
で
行
な
わ
れ
る
裁
判
て
そ
し
て

(

M

広

)ω
巴
四
ロ
D
2弘
吉
丘
一
円
。
。
第
三
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
す
る
裁
判

で
あ
る
。

7

ナ
の
法
廷
で
行
な
わ
れ
る
裁
判
も
乙
の
型
に
属
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
フ
ュ

l
ダ
ル
な
裁
判
の
系
列
に
属
す
る
。
ふ
つ
う
、
わ
が
国
の

中
世
史
の
常
識
で
は
「
レ

l
ン
法
」
の
行
な
わ
れ
る
封
建
法
廷
と
7

ナ
法
廷
と
を
峻
別
す
る
が
、
英
国
に
お
い
て
は
乙
の
区
別
よ
り
も
、
本
文
に
述
べ
た

北法 14(2・36)238 



フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

よ
う
な
7
ュ

l
ダ
ル
な
裁
判
と
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ザ
ル
な
裁
判
と
の
区
別
の
方
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

間
乙
の
法
廷
の
実
態
に
つ
い
て
は

ω序
良
o
p
明
'
z
d
斗

Z
E
g
H
n
g
gミ
え
開
ロ
m
-
5
r
F
C仏
国

F
E
g
g
-
ロg
u
N
E
O
L
4
5
2
3
2
色目

L
S
N
)

2
y
企
図
・
に
か
な
り
詳
し
い
記
述
が
み
ら
れ
る
。
以
下
本
書
は
同
ロ
四
一
段
『
明
。

=ι丘
町

B
と
略
記
。

間

ω
a
r
p
の
-
P
U
F
F
L
w
出
c
E印
者

OH
号
¥
ヨ
-
m
w
〉
司
王
。
q
c同
開
口
問
-EHHhmEw
吋
岳
包

-Lw
℃

N∞
・
し
か
し
こ
う
し
た
区
別
は
、
あ
く
ま
で
理

念
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
現
実
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
混
同
さ
れ
て
い
た
乙
と
の
多
か
っ
た
乙
と
が
、
行
論
上
明
か
に
な
っ

て
い
く
で
あ
ろ
う
。
ま
た
中
世

κ限
ら
ず
、
中
世
近
世
に
か
け
て
寄
在
し
た
特
権
裁
判
所
骨
百
円
E
Z
B日
お
一
般
に
つ
い
て
は

E
C
E
m唱
号
岱
WCHV-

n-f
毘
y

匂

R
参
照
。
ホ
ー
ル
ズ
ワ

l
ス
は
、
そ
乙
で
、
特
権
裁
判
所
を
も
つ
も
の
を
次
の
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
て
説
明
を
加
え
て
い
る
。
す

ラ
ン
ド
オ
ー
ナ
ー

な
わ
ち
山
国
王
、
間
土
地
所
有
者
(
ダ

l
-
7
ム
、
ラ
ン
カ
ス
夕
、
チ
ヱ
ス
タ
の
パ
ラ
チ
、
不

l
ト
の
ロ

l
ド
等
)
、
問
パ
ラ
、
凶
特
定
の
商
工
業
者
(
商
・
ヱ

人
の
ギ
ル
ド
、
鉱
山
業
者
等
)
、
旧
教
会
、
法
曹
の
団
体
、
大
学
(
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
ケ
ム
プ
リ
ジ
)
等
。
乙
う
し
た
ホ
ー
ル
ズ
ワ

l
ス
の
分
類
か
旨
り
す

れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
本
稿
に
お
い
て
取
扱
う
の
は
、
専
ら

ωな
い
し
聞
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
特
権
的
裁
判
権
は
そ
の
他
の
様
々
な
特
権
的
裁

判
の
原
型
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

凶
出
向
山
r
s印
-
C・
F-u
阿
見
口
口
氏

2
・『
g
t
n
o
同
E
H
F
O
H
N
Z
-
0
0『

HL当
u
ω
o自
由
児
色
。
ロ
巴
Oロ
ω

D
ロ

F
O
H，E
H円S
E
r
aのめ
E
z
q
w
ω
旬
開
。
C
F
C
P向

リ
内
凶

M
円(戸市町四日
)
E
U・四日山一
mwlω
∞・同昨日
v
・日
uω
・

同

盟

同

会
ω
円8
0・
巧
-
w
(
U
O
B
E
g
s
ロ
2
0
ご
z
c
s
c
h
間口問
Z
E
W
E
-
P
R
(
H∞
芯
)
切
口
湖
沼
・
ミ
・

附
冨
ロ
ロ
毛
色
白
"
の
・
白

"
H，

rm
何
ロ
向
日
正
同
門
υ
c
B
B
S
H
L
Z
F
切白
5

2
仲
間
ル

5
2
〉
gcZZ2HMW
〉
宮
何
百
(U〉
Z
Z
H
ω
吋
。
百
円
U〉問、

EWJ〈
目
別
名

upH凶

(
5
8
怠

)
3・
N
U
ω

ゲ
巳
℃
・
戸

川
わ
が
国
で
は
、
掘
米
庸
三
教
授
の
一
連
の
労
作
の
中
に
、
王
様
に
対
す
る
そ
う
し
た
観
点
な
い
し
、
評
価
が
多
く
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
と
く
に

「
中
世
後
期
に
お
け
る
国
家
権
力
の
形
成
」
(
「
史
学
雑
誌
」
臼
ノ

2
)
。

間

マ

l
グ
ナ
H

カ
ル
タ
第
三
九
条
二
二
一
五
)
、
「
自
白
人
は
、
そ
の
同
輩
の
合
法
的
裁
判
に
よ
る
か
、
ま
た
国
法
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
逮
捕
、
監
禁
、

差
押
、
法
外
放
置
、
も
し
く
は
追
放
を
う
け
、
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
と
と
は
な
い
:
:
・
:
:
・
」
〔
「
人
権
宣
言
集
」
(
岩
波
文
庫
)

田
中
英
夫
氏
の
訳
に
よ
る
〕
。

コ
ウ
ク
(
ク
ッ
ク
)
は
本
条
の
「
自
由
人
」
は
「
隷
農
を
含
む
」
と
し
て
、
中
世
に
お
い
て
乙
の
語
が
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
意
味
を
拡
張
し
、
ま
た

「
国
法
」
と
は

ι己
目
官
D
円内
ω
∞
c
h
U唱
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
し
た
。
コ
ウ
ク
の

7
l
グ
ナ
u
カ
ル
タ
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
註
釈
は
、
の
ち
に
英
国

で
は
「
権
利
請
願
」
(
一
六
二
八
)
、
米
国
で
は
初
期
の
植
民
地
議
会
の
諸
立
法
、
ひ
い
て
は
、
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
思
想
な
ど
と
と
も
に
、
合
衆
国
憲
法
に

北法 14(2・37)239



説

絶
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
修
正
五
条
・
一
四
条
は
こ
の
三
九
条
に
淵
源
を
も
っ
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
最
近
の
歴
史
学
研
究
の
明
か
に
す

る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
自
白
人
」
リ
フ
リ
l
ホ
ル
ダ
説
が
有
力
で
あ
り
(
そ
の
ほ
か
、
古
く
か
ら
「
全
国
民
」
を
さ
す
も
の
、
あ
る
い
は
「
バ
ロ
ン
層
」

の
み
を
さ
す
も
の
等
の
説
が
あ
る
)
、
「
国
法
」
に
つ
い
て
は
「
決
闘
裁
判
」
「
免
責
宣
誓
」
等
の
古
来
の
裁
判
手
続
(
マ
ケ
ク
ニ
〉
、
祖
先
の
諸
王
か
ら
継

承
さ
れ
て
き
た
古
き
よ
き
法
H

慣
習
法
の
総
体
(
し
た
が
っ
て
実
体
法
的
な
も
の
を
含
む
)

(

7

ク
ル
ウ
Z

イ
ン
)
、
権
利
令
状
、
ア
サ
イ
ズ
回
目
包
N

冊、

シ
ア
イ
ア
H

コ
l
ト
に
お
け
る
審
問
・
告
訴
の
手
続
な
ど
、
国
王
裁
判
所
に
よ
っ
て
発
達
せ
し
め
ら
れ
た
訴
訟
手
続
H
中
世
の
コ
モ
ン
n
ロ
l

(
ポ

l
イ
ク
)

等
、
様
守
な
説
が
あ
る
。
し
か
し
「
国
法
」
に
つ
い
て
は
、
一
四
世
紀
に
な
れ
ば
、
明
か
に
仏

EO
匂

5
2
2
0町
宮
司
と
い
う
よ
う
な
語
句
に
ぽ
等
し
い

言
葉
で
置
換
さ
れ
て
い
る
事
例
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
コ
ウ
ク
は
前
述
の
よ
う
な
註
釈
を
行
な
っ
た
際
、
そ
の
一
つ
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ

る。

7
l
グ
H

カ
ル
タ
の
意
義
は
、
そ
れ
を
発
布
当
時
に
お
い
て
の
み
明
か
に
し
た
だ
け
で
は
、
十
分
に
汲
み
尽
す
乙
と
は
で
き
な
い
、
そ
の
前
史
、
と

り
わ
け
そ
の
後
の
歴
史
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
法
制
や
法
思
組
と
の
関
連
で
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
イ
ア
ン
の
言
葉
を
か
り
る
な
ら
ば
、

7

l
グ
ナ

u
カ
ル
タ
の
研
究
者
に
は
、
二
つ
の
カ
ル
夕
、
す
な
わ
ち
リ
ア
ル
な
そ
れ
と
フ
イ
タ
テ
イ
シ
ア
ス
な
そ
れ
と
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
つ
の
カ
ル
タ
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
英
国
々
制
、
あ
る
い
は
法
意
識
の
本
質
の
一
つ
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、

と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
と
く
に
三
九
条
に
つ
い
て
い
え
ば
、
法
規
範
と
し
て
は
細
か
な
笑
定
的
規
定
の
方
に
よ
り
大
き
な
好
み
を
示
す
近
代

人
か
ら
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
と
思
わ
れ
る
と
の
規
定
が
、
い
わ
ば
永
遠
の
生
命
を
も
ち
え
た
の
は
、
そ
れ
が
何
か
普
通
的
な
価
値
を
捕
象
的
に
】
調

い
あ
げ
て
い
た
ゆ
え
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
英
国
人
が
こ
う
し
た
規
定
に
、
わ
れ
わ
れ
か
泊
り
す
れ
ば
、
異
様
な
ほ
ど
の
執
着
を
も
っ
て
保
持
し

て
き
た
と
い
う
こ
と
自
体
、
英
国
人
ひ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
法
意
識
・
価
値
観
を
如
実
に
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

7
1
グ
ナ

u
カ
ル
タ
に
つ
い
て
の
文
献
は
移
し
い
。
乙
ζ

で
は
、
た
だ
そ
の
代
表
的
な
も
の
の
み
を
あ
げ
て
お
く

o
y
p
z
n
E
F
当・

ω-v
呂
田
m
E

。白

1
p
〉
【
U
D
B
B
Oロ
g
q
cロ
予
め
の
お
巳

(
U
E
3
2
0問
問
宮
間
』

q
r
p
H由
同

OL--go印・

ζ
ω
-
L
g
w
国
・
開
・

(
E
-
r
p向白
m
E
n国
立
問
。
O
B
B
S
M
O
B
E
S
E
Z
3
w
s
q
u
呂
町
H
Z
g
p
の

同

-
w
U
S
M
V
E
R
a
c同
門
虫
三
回
忌
白
m
g
ゎ
R
F

(い。
F
C呂
田
〉

HK〉
当
初
何
〈
回
巧

u
Q〈

(HmwHSu
田
中
秀
央
「

7
1
グ
ナ
H

カ
ル
タ
」
(
京
都
女
子
大
学
出
版
部
)
、
田
中
英
夫
「
私
有
財
産
権
の
保
障

規
定
と
し
て
の
り

5
司

2
8訟

C
2
8
の
成
立
」
国
家
学
会
雑
誌
六
九
、
七

O
巻
。
問
中
英
夫
「
コ
ウ
ク
と
『
法
の
支
配
』
」
法
律
時
報
三
三
巻
(
一

九
六
)
四
号
。

間

】

0
5一

2
0
f

∞-wUEHνoc〈
c-『
u
g
h
-
M》℃

A21∞
-
こ
れ
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
権
力
の
体
系
、
す
な
わ
ち
プ
ル
ボ
ン
王
朝
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ

た
絶
対
主
義
の
機
構
が
、
一
挙
に
、

7

ス
と
な
っ
た
人
民
の
手
中
に
お
ち
た
と
ジ
ュ
ヴ
ネ
ル
は
述
吋
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
英
仏
に
お
け
る
含
何
回

0
2丘町'

N

忠
芯
ロ
の
相
異
を
簡
潔
か
つ
適
切
に
示
し
て
い
る
言
葉
と
い
え
る
。

論
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脚
本
稿
は
、
主
と
し
て
の
E
三
国
・
冨
)
女
史
の
二
つ
の
論
文
、
吋

Z
F
i
E
oロ
え
岳
町

ζ
包
宙
開
〈
巳
何
回
開
-
2
F
司

E
R
r
-∞ク

ω宮
川
わ
C
F
C
Y向

uccg

2
5
3
3・仏日叶
l

怠
N
(ま
た
、
乙
の
論
文
は
∞
{
U

出
名
目
N阿
見
即
日
出
、
H，
mpの
何
凶
〈
・

5
印

N

3

H
叶
N
H∞
H
に
も
発
表
さ
れ
て
い
る
)
、
、
H，Z
U
E
-
E

m
同
丘
町
丘
一
え
間
口
問
-
2
7
問。ロ牛

ω
z
z
r
z
B吋
。
見
J

門
出
向
〈
(
H
E
C
)

を
精
一
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
両
論
文
は
い
わ
ば
前
・
後
篇
を

な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
前
者
は
ア
ン
グ
ロ

1
サ
ク
ス
ン
時
代
か
ら
ほ
ぼ
エ
ド
ワ
ド
一
世
時
代
ま
で
の
フ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
を
、
後
者
は
エ
ド
ワ
ド
以
後
中

世
後
期
の
そ
れ
を
取
扱
っ
て
い
る
。
以
下
本
稿
で
は
、
両
論
文
の
中
、
前
者
か
ら
の
引
用

(ω
可
思
U
C
E」
ミ
よ
り
)
が
多
い
の
で
吋

g]巴
巴

8.
と
略
記

す
。
な
お
こ
の
評
価
に
つ
い
て
は

2
z
n
rロ
o
F
、
『
・
問
、
H，w

何牛耳
2
L
H
R
M与
の
ユ
ヨ
一
E
-
H
b
F
5
2
v
匂同

y
N吋
1
∞
参
照
。

ア
ン
グ
ロ

1
ノ

ル

マ

ン

時

代

の

裁

判

権

の

授

与

と

リ

l
ベ

ル

タ

l
ス

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

(1) 

ア
ン
グ
ロ

u
サ
ク
ス
ン
時
代

ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
裁
判
と
は
「
国
王
の
特
別
の
授
与
(
承
認
)

に
基
く
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、
先
に
、

一
ま
ず
、

こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
ば
あ
い
、

で
あ
る
。
彼
が
ド
ゥ

I
ム
ズ
デ
イ
H
ブ
ク
以
前
の

そ
の
出
発
点
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
研
究

「
土
地
」

の
授
与
を
分
析
し
た
際
、
最
も
腐
心
し
た
の
は
、
国
王
の

E
由
民

m
E
Z
Z宮己目

。号、
w

い
い
か
え
れ
ば
「
国
王
は
与
う
べ
き
何
を
も
っ
て
い
た
か
」

(
「
土
地
」
の
授
与
の
具
体
的
内
容
〉
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
。

点
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
土
地
の
賦
与
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
政
治
的
権
力
の
譲
渡
の
よ
う
に
み
え
る
。

こ
れ
ら
の
贈
与
は
、
司
教
や
大
修
院
長
た
ち
に
対
し
て
、
国
王
が
、
土
地
所
有
者
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
国
王
と
し
て
行
使
し
て
い
た
権
利
を
譲
渡
し
た
の

で
あ
る
。
」

「
こ
う
し
た
初
期
の
贈
与
の
い
く
つ
か
は
、

と

の
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説

そ
う
し
て
彼
に
よ
れ
ば
、

八
世
紀
頃
か
ら
、
国
王
は
二
種
類
の
権
利
す
な
わ
ち
財
政
上
の
権
利
と

こ
の
よ
う
な
権
利
と
し
て
ほ
ぼ
七
、

裁
判
上
の
権
利
と
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
。
前
者
に
は
可
F
E
Z
B
W
5
2釘
巳
あ
る
い
は
宮
m
z
p
i
2
5
と
し
て
史
料
に
あ
ら
わ
れ

論

れて
でく
あ【る
るとも
。の

こが
れ属
lとす
対る
し 。

て
裁
判
上
の
権
利
と
は

つ
ま
り
同
Em-田町巾
2
5
(国
王
に
対
す
る
食
料
そ
の
他
の
現
物
地
代
、
国
王
貢
租
)
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
そ

コ
ー
ト
を
開
く
権
利
を
指
し
て
い
る
。

た
だ
し
こ
の
権
利
も
、

コ
ー
ト
を
聞
い
て
そ

れ
か
ら
の
収
益
を
得
る
こ
と
に
そ
の
目
的
が
あ
っ
た
か
ら
「
結
局
は
吉
江
丘
-
2
5ロ
と
な
権
利
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
出
目
白
色
な
そ
れ

A
h
4
J
V
 

で
あ
っ
た
よ
さ
ら
に
ま
た
、

ロ
ー
ド
の
裁
判
権
に
つ
い
て
、

メ
ィ
ト
ラ
ン
ド
は
、
次
の
よ
う
に
も
い
う
。

ν
ュ
I
タ
I
ズ

「ロ

1
ド
の
権
利
は
厳
密
に
い
え
ば
、
吉
田
岳

ng丘
(
法
H

判
決
を
宣
告
す
る
こ
と
)
の
権
利
で
は
な
い
、
判
決
発
見
人
が
そ
れ
を
行
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

分
析
す
れ
ば
そ
れ
は
コ
l
ト
を
主
宰
し
、
そ
の
収
益
を
得
る
権
利
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て

4
5・
(
犯
罪
の
償
金
)
を
得
る
権
利
か
ら
封

グ
ュ

7
9
ス
デ
タ

ν
オ

ゾ

〈

5
〉

建
主
君
の
享
受
す
る
よ
う
な
裁
判
権
へ
の
移
行
は
、
き
わ
め
て
容
易
で
あ
る
。
」

と
ζ

ろ
で
、

乙
の
よ
う
な
権
利
が
国
王
に
よ
っ
て
授
与
さ
れ
た
ば
あ
い
、

そ
の
授
与
は
二
つ
の
か
た
ち
を
と
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

前
述
し
た
よ
う
な
国
王
貢
租
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、

ま
ず
、

そ
れ
を
支
払
う
こ
と
か
ら
の
免
除
と
い
う
消
極
的
な
か
た
ち

が
考
え
ら
れ
、
も
う
一
つ
の
か
た
ち
と
し
て
そ
れ
を
徴
収
す
る
と
い
う
積
極
的
な
か
た
ち
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
ま
、

み
れ
A
H
N

乙
ζ

に
一
つ
問
題
が

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
国
王
貢
祖
か
ら
の
免
除

(pgご
5
5
zロ
喜
一
)
と
い
う
こ
と
に
よ
り
も
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

裁
判
権
の
授
与
と
目
さ
れ
る
も
の
に
関
心
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

乙
の
裁
判
権
の
授
与
と
い
う
の
も
、
結
局
は
、
収
益
の
授
与
で
あ
っ
た

と
解
さ
れ
る
面
の
あ
る
こ
と
は
、

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
言
葉
を
か
り
て
、
先
ほ
ど
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、

ζ

れ
も
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の

指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
七
、

八
世
紀
の
よ
う
な
早
い
時
期
に
、
前
述
し
た
よ
う
な
二
種
類
の
権
利
の
区
別
を
厳
格
に
適
用
す
る
こ
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と
は
、
誤
り
と
な
ろ
う
。

し
か
し
後
に
な
っ
て
国
王
の
行
政
、
司
法
組
織
が
発
達
し
て
く
る
と
、

い
わ
ば
支
配
権
力
と
も
い
う
べ
き
も
の

か
ら
の
免
除
と
い
う
事
態
が
顕
著
と
な
っ
て
く
る
。

ひ
い
て
は
、
か
か
る
特
権
を
与
え
ら
れ
た
者
の
、
自
ら
の
支
配
領
域
内
に
お
け
る

行
政
、
司
法
上
の
積
極
的
機
能
、

と
い
う
事
態
が
目
立
っ
て
く
る
。

こ
う
し
た
事
態
に
移
っ
て
い
く

わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
、

し
だ
い
に
、

で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
課
題
は
差
当
り
、

ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
裁
判
(
権
)
、

授
与
さ
れ
た
裁
判
(
権
)
の
具
体
的
な
歴
史
の
検
討
に
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
裁
判
権
の
授
与
が
か
な
り
明
確
な
か
た
ち
を
と
り
始
め
る
、

九
、
十
世
紀
の
ア
ン
グ
ロ
n

サ
ク
ス
ン
社
会
に
お
け
る
歴
史
に
目
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
乙
で
は
英
国
々
制
史
上
き
わ
め
て
重
大
な
変
化
が
起
っ
て
い
る
の
で
あ

る

フランチァイズ裁判権と「王国共同体Jの成立

九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
に
か
け
、

ハ
ン
ド
レ
ド
の
制
度
が
、
司
法
並

ア
ル
フ
レ
ド
お
よ
び
そ
の
後
継
者
た
ち
に
よ
り
、

シ
ァ
イ
ア
、

び
に
軍
事
上
の
単
位
と
し
て
整
備
さ
れ
、

乙
の
ウ
エ
ス
ト
N
サ
ク
ス
ン
王
国
の
行
政
組
織
が
、

新
に
併
合
さ
れ
た
マ

1
シ
ァ
、

ノ

I
サ
ム

ブ
リ
ア
に
課
せ
ら
れ
る
。

乙
の
と
と
は
、

そ
の
後
の
英
国
の
統
治
機
構
の
礎
石
の
一
つ
が
、
地
方
行
政
な
い
し
そ
の
自
治
に
あ
っ
た
こ
と

っτを
O~ 回

そう
うな
しら
てば

ま
こ

と
iζ 
興
味
深

と

と
lζ 
は

そ
う
し
た
制
度
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
普
遍
的
な
ら
し
め
た
と
い
う
点
で
き
わ
め
て
大
き
な
歴
史
的
意
義
を
も

か
ら
、
す
で
に
、

こ
う
し
た
整
備
が
な
さ
れ
る
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
か
ら
、
す
な
わ
ち
エ
ド
ガ
ル
の
時
代

か
な
り
の
数
の
ハ
ン
ド
レ
ド
が
私
人
へ
授
与
さ
れ
て
い
る
の
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
も
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
、

ほ
ぽ
同
じ
十
世
紀
の
中
葉
か
ら
で
あ
る
。

授
与
さ
れ
た
裁
判
権
を
表
わ
す
最
も
古
い
言
葉
、
回
目
白
ロ
仏
国

O
E
な
る
句
が
現
わ
れ
る
の
も
、

こ
う
し
た
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
裁
判
権
の
授
与
と
ハ
ン
ド
レ
ド
の
い
わ
ば
私
有
と
の
聞
に
、
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る

一
例
を
あ
げ
よ
う
。

の
で
あ
る
。

最
近
公
表
さ
れ
た
エ
リ
ク
・
ジ
オ
ン
の
の

R
E
F
H山口
B
ω
z
o巳
2
5
(以
下
C
S
と
略
す
)

一
一
一
二
五

に
関
す
る
き
わ
め
て
級
密
な
考
証
に
よ
れ
ば
、

と
の
文
書
は
、
全
面
的
な
偽
造
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

そ
の
背
後
に
は
基
底
と
な
っ
た
あ
る
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説

十
世
紀
の
文
書
の
存
在
の
推
測
さ
れ
、

そ
の
叙
述
の
六
部
分
は
十
分
信
還
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

c
s
一
一
三
五
に
よ
る
か
ぎ
り
、
有
名
な
オ
ス
ヴ
ア
ル
ド
ロ

1
の
リ
パ
テ
イ
は
、

エ
ド
ガ
ル
の
、
聖
マ
リ
ア
教
会
(
司
教
オ
ス
グ
ア
ル

論

ド
の
開
基
)

こ
の
授
与
に
よ
っ
て
、
ま

ず
、
古
く
か
ら
の
ウ

1
ス
タ
教
会
の

H
b
の
ハ
ン
ド
レ
ド
と
そ
の
他
の
い
く
つ
か
の
所
領
と
か
ら
成
る
新
し
い
ハ
ン
ド
レ
ド
を
得
た
ο

そ

の
修
道
僧
た
ち
へ
の
授
与
(
九
六
四
年
)
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
修
道
僧
た
ち
は
、

し
て
彼
ら
は
さ
ら
に
エ
ド
ガ
ル
に
よ
り
、

乙
の
新
し
い
ハ
ン
ド
レ
ド
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
特
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

「
股
は
、
こ
の
リ
l
ベ
ル
タ

l
ス
が
、
ヶ
ン
ト
ウ
リ
ア
l
ト
ウ
ス
す
な
わ
ち
ハ
ン
ド
レ
ド
を
、
国
王
の
役
人
と
と
も
に
で
な
く
、
あ
る
い
は
ま
た
全
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
か
ら
国
王
の
た
め
に
調
達
さ
れ
る
∞

g-守
止
を
徴
収
す
る
よ
う
な
徴
税
人
と
と
も
に
で
も
な
く
、
ア
ル
キ
ド
ウ
1
ク
ト
ウ
ス
、
す
な
わ
ち
一
切
の

混
乱
と
不
穏
と
か
ら
そ
れ
ら
(
の
ハ
ン
ド
レ
ド
)
を
守
護
す
べ
き
司
教
と
と
も
に
、
修
道
僧
た
ち
の
た
め
に
維
持
す
る
こ
と
を
、
注
意
深
く
熱
意
を
も
っ
て
定

戸

口

〉

め
た
。
」

乙
の
修
道
憎
の
ハ
ン
ド
レ
ド
は
、
ま
た
こ
の
と
き
、
古
く
か
ら
の
、
司
教
の
当
zFw吋
g
g
d『
の
ハ
ン
ド
レ
ド
と
三
つ
の
所
領
(
∞

B'

門目。
P
叶同市円四宮ぬ門目。

F
E
R
r
-
q
)
と
か
ら
な
る
新
し
い
ハ
ン
ド
レ
ド
に
結
合
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
、
司
教
の
ハ
ン
ド
レ
ド
は
、
す
で
に

コ
モ
シ
パ

l
T
Y

き
わ
め
て
高
い
特
権
を
享
受
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
三
つ
の
所
領
は
な
お
共
通
負
担
(
橋
の
修
理
、
城
の
維
持
、

守
】
「
門
同
の

軍
役
、

い
わ
ゆ
る

E
B
(ロ
)
。
門
古
口
市
円
巾
回
丘
仲
間
団
)
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。

こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
ら
の
負
担
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
。

乙
の
と
き
、
他
の
ハ
ン
ド
レ
ド
に
結
合
さ
れ
る

か
く
て
三
層
か
ら
な
る
「
自
由
」
な
新
し
い
共
同
体
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
ま

し
か
し
後
者
は
、

た
裁
判
権
に
つ
い
て
み
る
と
、

c
s
一
一
三
五
に
は
「
司
教
自
身
お
よ
び
彼
の
す
べ
て
の
後
継
者
は
そ
ζ

で

Z
E誌
の
}
区
白
色

2
5
に
よ

り
、
わ
れ
わ
れ
が
え

2凶
作
者

g
g
B
と

ar豆
お
よ
ぶ
違
反
に
対
す
る
罰
金
と
慨
怠
に
対
す
る
刑
罰
と
を
も
っ
」
と
あ
る
。

と
ζ

ろ
で

。
内
向
円
持
者
。
ロ
命
的
出
ぬ
(
無
視
す
る
、
軽
蔑
す
る
、

の
意
を
表
わ
す

c
r
a
gロ
に
由
来
す
る
)

な
る
語
は
、
十
世
紀
の
言
葉
で
あ
り
、

ノ
ル
?
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ン
時
代
の
法
律
書
(
た
と
え
ば
戸
招
巾
回
目

g丘
三
司
巳

g-
等
)
が
、

こ
の
語
に
つ
い
て
、
暖
味
な
、
混
乱
し
た
観
念
し
か
も
っ
て
い
な
い

の
に
対
し
て
、

こ
の
文
書
に
お
い
て
は
、

こ
の
こ
と
か
ら
察
す
れ
ば
、
上
に
引
用
し
た
記
述
は

そ
の
語
義
が
正
確
に
担
握
さ
れ
て
い
る
。

後
代
に
な
っ
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
十
世
紀
に
お
い
て
、
オ
ス
ヴ
ア
ル
ド
ロ
ー
に
授
与
さ
れ
た
裁
判
権
、
あ
る
い
は

8
2
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
十
分
な
証
拠
で
あ
る
。
以
上
が
十
世
紀
の
中
頃
に
知
ら
れ
る
典
型
的
な

「
自
由
(
特
権
)
領
域
」

の
宝
否
感

で
あ
る
。

十
一
世
紀
に
入
る
と
、

い
わ
ゆ
る
明
日
ロ
ロ
ル

S
F
p
g
z
g仏
HSEw-口問ロロぬ
8
2
g
o『
等
の
裁
判
権
の
授
与
は
き
わ
め
て
頻
繁
と
な

一
O
四
二
!
一

O
六
六
年
の
聞
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
一
世

る
。
そ
れ
ら
三
つ
が
完
全
な
定
式
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

紀
の
前
半
に
つ
い
て
、

ζ

う
し
た
定
式
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い

と
く
に
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
は
、

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
が
、

る
裁
判
権
よ
り
も
、

エ
ド
ワ
ド
峨
悔
王
、

と
り
わ
け
ク
ヌ

1
ト
の
法
令
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ヨ
ロ
ロ
仏
(
ぬ
岳

r)ず
4
n
p
r同
B
g
n
p
r
g
g
-

お
よ
び
守
丘
三
芯
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。
彼
は
ζ

れ
ら
が
か
な
り
高
級
な
裁
判
権
の
内
容
を
表
わ
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
が
授
与
さ
れ
る
ζ

と
K
よ
っ
て
、

の
ち
に
述
べ
る
よ
う
な

「
後
代
の
パ
ラ
タ
イ
ン
日
ア

l
h
N
と
同
じ
よ
う
に
高
級
な
裁
判
権
を
も

そ
う
し
て
と
う
し
た
イ
ミ
ユ
ニ
ス
ト
の
権
力
が
大
巾
に
減
ぜ
ら
れ
る
の
は
、

世
紀
後
半
に
お
け
る
へ
ン
リ
二
世
の
一
連
の
法
制
改
革
に
よ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
十
て
二
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制

つ
」
強
大
な
イ
ミ
ユ
ニ
ス
ト
が
発
生
し
た
と
考
え
た
。

の
理
解
に
、
根
本
的
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
見
解
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
ク
ヌ

I

ト
あ
る
い
は
エ
ド
ワ
ド
俄
悔
王
の
時
代
に
お
け
る
国
王
に
よ
る
裁
判
権
の
授
与
に
関
す
る
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
見
解
を
吟
味
し
て
お
く
こ
と

は
、
今
後
の
行
論
の
重
要
な
前
提
条
件
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
近
年
ハ

I
ナ
l
ド
が
メ
ィ
ト
ラ
ン
ド
の
右
よ
の
う
な
見
解
に
対
し
て
、

詳
細
な
分
折
と
批
判
と
を
加
え
た
。
い
ま
、
そ
の
最
も
重
要
な
論
点
の
み
を
あ
げ
て
お
く
と
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
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説

ろ
う
。メ

イ
ト
ラ
ン
ド
は
王
権
所
管
の
訴
訟
豆
町
田
阻
止

F
m
n
g
gロ
を
ぬ
号
事
弓

n
p
E自
由
。
口

p
r
g
g
]
(以
下
旬

L
了
間
と
略
す
)

に
の
み

論

限
定
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
少
く
と
も
そ
れ
ら
を
王
権
所
管
の
訴
訟
の
中
で
、
最
も
重
視
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
王
権
所
管
の
訴
訟
は

?}HJ
円
以
外
に
も
数
多
く
存
在
し
た
か
ら
。

た
と
え
ば
犯
罪
者
を
国
王
の
憐
閣
の
中
に
お
い
た
事
件
(
憐
閥

罰
)
と
か
、
国
王
だ
け
が
死
刑
の
宣
告
を
軽
減
し
え
た
事
件
と
か
、
あ
る
い
は
口
。
口
三
官
ω]
の

「
も
し
何
人
か
が
ア
ウ
ト
ロ

I
の
行
な

い
を
な
し
た
る
と
き
は
国
王
の
み
が

(
そ
の
事
件
の
審
理
中
)
彼
に
保
護
を
与
え
う
べ
し
」
等
、
数
多
く
の
重
大
事
件
が
王
権
所
管
の
訴

訟
と
し
て
存
在
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
ぬ
よ

r・λ
・
は

「
へ
り
K
あ
る
王
権
所
管
の
訴
訟
」
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
ぬ

J
r
-
L・
が
授
与
さ
れ
た
と
し
て
も
、

「
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
に
あ
る
王
権
所
管
の
訴
訟
」

あ
る
い
は

王
権
の
重
大
な
裁

判
権
に
対
す
る
独
占
が
失
な
わ
れ
た
と
考
え
る
必
要
も
な
く
、
ま
た
、

一
挙
に
回
復
さ
れ
た
と
考
え
る
根
拠
も
な
く
な
る
。

へ
ン
リ
二
世
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ま
で
王
様
側
に
失
な
わ
れ
て
い
た

も
の
が
、

ハ
1
ナ

1
ド
は
、
ま
ず
、

乙
の
よ
う
に
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
を
批
判
す
る
。
続

い
て
ハ

1
ナ
1
ド
は

m
J
r
L・
が
当
時
も
っ
て
い
た
内
容
そ
の
も
の
の
検
討
に
入
り
、

そ
れ
ら
が
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明

か
に
す
る
。

乙
乙
で
は
、
そ
の
ト
リ
オ
の
中
、
と
り
わ
け
重
要
な

m
z
r
r
q
B
に
関
す
る
彼
女
の
所
説
に
の
み
耳
を
か
す
に
と
ど
め
る
。

メ
l
ジ
ア
U
ク
ラ
イ
ム
ヌ

「
仏
は
単
に
攻
撃
、
紛
争
を
表
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
:
:
:
:
:
殺
人
、
強
盗
、
暴
行
の
よ
う
な
重
大
犯
罪
を
表
わ
し
て
い
な
い
の
が
ふ
つ
う
で

あ
る
」

ま
た
、
と
く
に
、

ク
ヌ
1
ト
か
ら
へ
ン
リ
一
世
ま
で
の
時
代
の
ぬ
・
に
対
す
る
裁
判
権
の
授
与
と
い
わ
ゆ
る
「
国
王
の
平
和
」
と
の
関

連
に
関
し
て
は
、
彼
女
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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「
聞
と
国
王
の
平
和
と
は
同
一
で
は
な
か
っ
た
。
征
服
後
に
お
い
て
は
と
も
か
く
そ
う
で
あ
る
。
ク
ヌ
l
ト
の
時
代
に
お
い
て
は
阻
止
p
r
q
B
u
B
Eロ・

牛

σ
ミ
8
は
、
ァ
l
ル
、
司
教
、
教
会
の
平
和
・
保
護
あ
る
い
は
国
王
に
よ
っ
て
個
人
に
与
え
ら
れ
た
平
和
・
保
護
の
破
壊
を
意
味
し
た
。
の
ち
に
国
王
の
支

配
の
も
と
に
与
え
ら
れ
た
こ
の
平
和
は
法
的
擬
制
と
な
り
、
あ
る
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
な
る
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
、
結
局
は
王
国
の
一
般
的
平
和
と
同
一

だ
が
そ
れ
が
法
的
擬
制
と
し
て
の
勝
利
の
道
を
歩
ん
で
い
く
前
に
、
国
王
の
平
和
は
伺
・
と
の
わ
ず

ら
わ
し
い
関
係
を
ふ
り
切
っ
た
の
で
あ
る
o
U
D
5
2含
可
∞

g
r
の
時
代
ま
で
は
多
分
、
ま
た
円
高

g
出
品
ロ
ロ
巳

P
E
F
の
時
代
ま
で
は
た
し
か
に
、
間
-

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

は
あ
る
特
定
の
国
王
の
平
和
と
他
の
人
々
の
平
和
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
シ
エ
リ
フ
の
よ
う
な
(
国
王
の
)
役
人
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
ば
あ
い
に

の
み
、
国
王
の
平
和
の
破
壊
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
・
:
:
:
:
:
円
四
四

g
z
g『

E
F
E
F
に
お
い
て
は
間
・
は
国
王
が
手
ず
か
ら
与
え
た
平
和
と
対
比

さ
れ
て
い
る

0

・
・
:
:
:
:
レ

l
ゲ
ス
の
後
の
部
分
で
は
(
七
九
条
、
三
項
)
、

国
王
が
手
ず
か
ら
与
え
た
平
和
の
破
壊
に
対
す
る
刑
罰
は
手
足
切
断
で
あ
る
と

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
編
奏
者
は
さ
ら
に
続
け
て
、
あ
る
人
が
シ
エ
リ
フ
あ
る
い
は
ベ
イ
リ
フ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
国
王
の
平
和
を
も
っ
て
、

円

四

》

一
0
0
シ
リ
ン
グ
の
償
金
が
得
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
」

い
て
、
そ
れ
が
侵
害
さ
れ
た
ば
あ
い
、
そ
れ
は
ね
・
で
あ
り
、

右
に
か
か
げ
た
二
つ
の
引
用
文
で
ハ

1
ナ
I
ド
の
い
わ
ん
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
説
明
す
れ
ば
、

そ
の
第
一
は
、

ク
ヌ

I
ト
の
時
代
に

お
い
て
、
や
は
特
定
の
人
(
た
と
え
ば
司
教
、
ア
ー
ル
、
教
会
)
に
対
し
特
定
の
場
所
で
、
特
定
の
短
か
い
期
間
に
為
さ
れ
た
攻
撃
、
紛

争
を
表
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
裁
判
権
(
こ
れ
も
ぬ
・
と
よ
ば
れ
る
)
の
中
に
、
殺
人
、
強
盗
、
暴
行
の
よ
う

な
重
大
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
権
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ず
、

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
そ
の
内
容
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き

そ
の
第
二
は
、
ぬ
・
の
ク
ヌ

1
ト
以
後
の
授
与
の
状
態
か
ら
判
断
す
る
と
、
ぬ
・
は
常
に

「
国
王
の
平
和
」
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
も
の

と
い
う
点
で
あ
る
(
メ
ィ
ト
ラ
ン
ド
は
両
者
を
同
一
視
し
た
と
ハ

1
ナ
1
ド
は
い
う
)
。

で
は
な
か
っ
た
乙
と
が
知
ら
れ
る
、

二
番
目
の
引

「
レ
l
ゲ
ス
」

に
お
い
て
は
、
国
王
が
手
ず
か
ら
与
え
た
平
和
と
国
王
の
役
人
に
よ
っ
て
与
え

用
文
の
最
後
の
箇
所
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
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説

ら
れ
た
平
和
(
の
破
壊

)Hm-
と
い
う
、

の
分
裂
が
み
ら
れ
、
ゃ
に
よ
っ
て
は
蔽
い
つ
く
せ
な
い
、

「
国
王
の
平
和
」

い
わ
ば
二
種
類
の

わ
ば
よ
り
高
次
の

「
国
王
の
平
和
」
と
い
う
観
念
が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
。

の
ち
に

「
国
王
の
平
和
」
が
一
般
的
と
な

し
た
が
っ
て
、

論

り
、
ぬ
・
に
よ
る
平
和
が
法
的
擬
制
に
よ
り
「
王
国
の
一
般
的
平
和
」
と
同
一
視
さ
れ
る
時
点
に
い
た
る
と
き
は
と
も
か
く
、

そ
れ
以
前
に

お
い
て
、

王
権
が
発
達
し
「
国
王
の
平
和
」
が
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
対
応
し
て
、

m-
の
内
容
も
ま
た
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
、
ぬ
・
は
古
く
か
ら
の
限
定
さ
れ
た
内
容
を
そ
の
ま
ま
温
存
し
、
時
代
が
た
て
ば
た
つ
ほ
ど
「
国
王
の
平
和
」
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

が
顕
著
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ぬ
・
(
な
い
し
r
J
h
)

の

ぬ
・
の
内
容
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
説
い
た
の
ち
結
局
ハ

1
ナ
1
ド
は
、

授
与
は
「
由
民
間
口
門
ご
on
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
た
中
級
の
裁
判
権
を
ご
く
わ
ず
か
に
豊
か
に
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
問
問
円
田
口
仏
国
。
ロ

と
同
様
「
高
級
な
刑
事
裁
判
権
」
を
譲
渡
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
、
と
い
引
げ
こ
の
よ
う
に
や
(
あ
る
い
は

Y
ご
の
内
容
が
限
定
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
こ
と
は
王
様

ク
ヌ

I
ト
や
エ
ド
ワ
ド
骸
悔
王
以
降
そ
れ
ら
が
い
か
に
頻
繁
に
授
与
さ
れ
た
と
し
て
も
、

に
と
っ
て
何
ら
脅
威
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
ま
た
ヘ
ン
リ
二
世
が
、

そ
の
集
権
的
政
策
を
実
現
す
る
た
め
、

こ
の
よ
う
な
裁
判
権

を
攻
撃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
を
想
定
す
る
理
由
も
、
根
拠
薄
弱
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
-
|
|
ハ

I
ナ
1
ド
は
メ
イ
ト
ラ

ン
ド
の
見
解
の
批
判
を
通
じ
て
∞
J
F
L・
の
授
与
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

ア
ン
グ
ロ
H

ノ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る

m
u
r
-
L・
の
内
容
が
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
ハ

1
ナ
1
ド
の
右
の
よ
う
な
主
張
に
は
、

そ
れ
は
彼
女
が

m
J
F
J
同
・
の
内
容
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
に
用
い
た
指
標
に
関
す
る

ハ
イ
ア

l
u
ク

リ

ミ

ナ

ル

疑
義
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
彼
女
は
、
繰
返
し
て
的
常
白
E
g
n
w
m
J
F
J
同
・
が
い
ず
れ
も
決
し
て
「
高
級
な
刑
事
裁
判
権
」
を
譲
渡
し
た
の

モ
デ
メ
ト

H
タ

イ

プ

夕

日

ミ

ナ

ル

門

別

)

で
は
な
く
「
中
級
の
型
の
刑
事
裁
判
権
」
を
譲
渡
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
ら
の
内
容
は
、
い
っ
た
い
何
か
。
そ

し
な
が
ら
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

の
点
に
つ
い
て
彼
女
は
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
と
は
、
語
っ
て
い
な
い
。
彼
女
は
暗
々
裡
に
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
い
う
ゲ
。
。
己
2
9
cロ何百・ し、
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あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
償
わ
れ
な
い
)
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
権
と
い
う
と
と
を
「
高
級
な
刑
事
裁
判
権
」

の
指
標
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
少
く
と
も
征
服
以
前
の
裁
判
権
の
状
態
に
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
高
級
」
「
中

級
」
の
区
別
、
あ
る
い
は
「
刑
事
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
指
標
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
の
可
能
と

開
口
内
山
田
宮
巾
(
償
金
を
伴
わ
な
い
、

な
る
の
は
、
王
権
側
に
お
い
て
い
わ
ば
法
意
識
が
発
達
し
、
権
利
の
分
化
が
進
み
、

そ
の
分
化
し
た
諸
権
利
に
お
い
て
王
権
の
要
求
す
る

と
こ
ろ
の
も
の
が
大
き
く
な
る
後
世
に
お
い
て
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
1
ナ
1
ド
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
過
程
で
、
先

ほ
ど
述
べ
た
∞
・
と
「
国
王
の
平
和
」
と
の
分
裂
が
起
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
も
し
彼
女
が
一
方
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
「
分
化
」

の
契
機
を
考
え
て
い
な
が
ら
、
他
方
、

か
な
り
後
代
に
お
い
て
の
み
適
用
可
能
と
な
る
指
標
を
最
初
か
ら
前
提
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
一
律

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

に
裁
判
権
の
歴
史
を
分
析
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
は
か
な
り
深
刻
な
矛
盾
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
ま
た
乙

れ
か
ら
述
べ
て
い
く
よ
う
に
、
「
征
服
」
前
後
の
授
与
さ
れ
た
裁
判
権
の
内
容
が
そ
の
後
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
授
与
さ
れ
た
栽
判
権
と

比
較
し
て
限
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
か
ら
、

ハ
1
ナ
1
ド
が
早
期
の
授
与
さ
れ
た
栽
判
権
の
内
容
を
限
定
す

る
の
に
用
い
た
指
標
H
「
中
級
の
刑
事
裁
判
権
」
は
、

一
種
の
比
轍
と
し
て
承
認
し
て
お
く
乙
と
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
妥
当
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
て
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
の
み
、

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
末
期
に
お
い
て
す
で
に
、
後
代
の
パ
ラ
タ
イ

ン
何
ア
ー
ル
と
同
じ
よ
う
な
強
力
な
イ
ミ
ユ
ニ
ス
ト
が
発
生
し
た
と
い
う
、

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
対
す
る
ハ
1
ナ
I
ド
の
批
判
は
正
し
い
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
に
、
授
与
さ
れ
た
裁
判
権
の
内
容
の
、

い
わ
ば
高
低
な
い
し
、
大
小
を
問
題
と
す
る
ζ

と
だ
け
か
ら
、

φ

』

r
-
M
コ
r
」、

7
7
t
f
t
 

だ
が
、

王
権
を
中
心
と
す
る
当
時
の
統
合
の
実
態
を
把
握
し
う
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
授
与
さ
れ
た
も
の
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、

れ
は
統
合
に
対
し
て
解
体
的
に
作
用
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
ケ
ア
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
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説

の
犯
行
を
罰
す
る
に
あ
た
っ

て
大
土
地
所ー
右 差 語

審刀
に削
令な
議強
的奪
利お

雪長
与 法
告外
玄放
方置
が者

室騒
な匿
政を
策墾

Z Z 
た2善
L- .~f'" 

を
51 
;u1. 
Pζ 

け
て
し、

た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば

れ
ら

「
も
し
国
王
が
、
紛
争
、
平
和
破
壊
、

論

す
な
わ
ち
ア
ル
フ
レ
ド
王
以
来
、
治
安
の
維
持
は
国
王
の
義
務
と
し
て
自
覚
さ
れ
、
国
王
は
そ
の
実
現
の
た
め
に
、
彼
自
身
の
役
人
だ
け

で
な
く
、

と
の
援
助
を
得
る
た
め
に
裁
判
の
収
益
を
彼
ら
に
与
え
た
方
が
王
権
の

マ
グ
、
不

1
ト
た
ち
に
も
援
助
を
求
め
た
と
推
定
さ
れ
、

政
策
と
し
て
賢
明
で
あ
っ
た
と
ケ
ア
ム
は
い
う
の
で
あ
る
。
国
王
に
よ
る
裁
判
権
授
与
の
意
図
の
中
に
も
し
も
キ
ヤ
ム
の
い
う
よ
う
な
要

と
く
に
大
き
な
授
与
が
た
だ
ち
に
解
体
を
意
味
す
る
と
速
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
そ
の

コ
ク
オ
ペ

ν
1
V
ョ
γ

よ
う
な
動
機
か
ら
授
与
が
行
な
わ
れ
た
ば
あ
い
、
国
王
と
マ
グ
、
不

1
ト
と
の
聞
に
仲
間
意
や
「
協
働
関
係
」
の
発
生
す
る
余
地
が
考
え

因
が
入
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
授
与
、

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
事
例
を
あ
げ
て
お
乙
う
。
エ
ド
ワ
ド
(
刊
ゼ
u
エ
ル
ダ
)
は
、
d
q
伊
丹
田
口
た
ち
に
、
彼
と
と

も
に
、
自
ら
も
治
安
の
維
持
に
専
念
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
ま
た
ア

1
ゼ
ル
ス
タ
ン
の
と
き
、
ケ
ン
ト
地
方
の
人
々
が
あ
ま
り
に
厳

ケ
ン
ト
の
司
教
や
そ
の
他
の
マ

グ
ネ

1
ト
は
、
国
王
が
そ
の
法
令
を
発
布
し
て
く
れ
た
ζ

と
に
感
一
謝
し
、
彼
へ
の
服
従
を
誓
う
旨
書
き
を
送
っ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
同

し
い
法
令
の
実
施
に
対
し
、

反
動
を
起
こ
し
た
ζ

と
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
記
し
た
史
料
に
よ
れ
ば
、

時
代
、
国
王
は

pxrmmmuL仏
と
記
さ
た
一
団
の
人
々
の
そ
の
指
導
的
メ
ム
パ

I
は
ロ
ン
ド
ン
の
司
教
や
リ
ー
グ

m
m
B
F
D
た
ち
で
あ
る

ー
ー
ー
が
盗
人
を
逮
捕
す
る
こ
と
を
公
認
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
治
安
維
持
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
先
に
述
べ
た
オ
ス
グ
ア
ル

ド
ロ

l
の
ば
あ
い
を
例
に
あ
げ
れ
ば
、
司
教
オ
ス
グ
ア
ル
ド
が
、
奉
仕
や
貢
租
を
代
償
と
し
て
、
彼
の
家
臣
に
、

三
代
に
限
り
、
土
地
を

貸
与
し
た
と
き
、

国
王
並
び
に
王
国
の
す
べ
て
の
マ
グ
、
不

1
ト
の
同
意
と
承
認
と
を
得
て
、
行
な
わ
れ
て
い
る
。

そ
う
し

こ
の
契
約
は
、

て

「
国
王
の
で
あ
ろ
う
と
、
司
教
の
で
あ
ろ
う
と
、
奉
仕
は
常
に
、
司
教
座
を
治
め
る
白
吋
岳
山
門
戸
口

2
2
の
意
思
と
命
令
に
従
っ
て
:
:
:
・
:

な
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

と
と
ろ
で
エ
リ
ク
H

ジ
オ
ン
の
解
釈
に
よ
る
と
「
こ
の
従
属
は
す
べ
て
が
自
発
的
で
あ
っ
た
の
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で
な
く
、
吉
舎

2
z
g

の
意
図
は
、

ζ

の
従
属
関
係
と
そ
れ
に

(
以
上
の
事
件
を
記
し
て
い
る
オ
ス
グ
ア
ル
ド
の
エ
ド
ガ
ル
王
宛
書
簡
)

つ
い
て
の
国
王
の
同
意
と
証
書
と
を
記
録
す
る
と
と
に
あ
っ
た
」
と
い
り
刊
。
以
上
の
諸
例
は
、
治
安
の
維
持
な
い
し
土
地
保
有
を
め
ぐ
る

従
属
関
係
に
つ
い
て
、
国
王
と
臣
下
一
般
と
の
聞
に
と
は
い
え
な
い
が
、
少
く
と
も
国
王
と
有
力
な
マ
グ
ネ
1
ト
と
の
聞
に
、
支
配
層
と

し
て
の
「
協
働
関
係
」
が
存
し
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ゲ
1
ベ
ル
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
「
一

O
世
紀
の
経
過
中
、
同
}
田
町

O
E
(
lイ
ミ
ユ
ニ
ス
ト
)
は
、
強
力
な
国
王
政
策
の
一
部
と
し
て
再
編

成
さ
れ
る
に
し
た
が
い
、
意
識
的
に
司
法
制
度
り
中
に
編
入
立
れ
時
」
の
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ロ
u
サ
ク
ス
ン
末
期
の
社
会
の
中
に
、
ま
だ

乙
の
よ
う
な
枠
組
が
す
で
に
出
来
上
り
つ
つ
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
十
世
紀
な
い
し
十
一
世
紀
前
半
に
お
い
て
、

明
確
に
で
な
い
に
せ
よ
、

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

か
な
り
頻
繁
に
裁
判
権
が
授
与
さ
れ
た
と
し
て
も
、

い
わ
ば
「
国
家
」
解
体
的
に
作
用
し
た
と
は
い
え
な
く
な

そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
、

る
で
あ
ろ
う
。

山

口

o
g
g含
可

切

c
c
r
s
ι
ω
ミ
ロ
ロ
チ
ピ
円

E
u
g
s
u
開
E
ミ
ケ
明
日

uHummミ

HY
間

ωw
日
・
乙
の
名
著
は
、
プ
ー
ル
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
メ
イ

ト
ラ
ン
ド
自
ら
が
告
白
し
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
矛
盾
を
字
ん
だ
著
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
(
わ
同

Bu
開
〈
♀
ロ
巴

o
p
℃
・
仏
民
・
)
。
し
か
し
そ
の
叙
述
の

い
た
る
と
乙
ろ
に
鋭
い
ひ
ら
め
き
の
見
出
さ
れ
る
提
言
の
香
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
の
叙
述
の
一
部
の
み
を
と
ら
え
て
、
そ
れ
を
批
判
し
て
も
、

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
批
判
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
研
究
状
況
に
照
し
て
、
あ
る
問
題
に
つ
い
て
の
彼
の
所
説
は
、
ど
の
部
分
が
な
お
生
命
を
も
ち

ど
の
部
分
が
否
定
さ
る
べ
き
か
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
主
張
を
全
面
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
か
に
す
る
乙
と
は
、
大
き
な
課
題
の
一
っ
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
い
ま
、
私
に
は
そ
れ
を
行
な
う
資
格
は
な
い
。
以
下
の
記
述
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
提
言
を
積
極
的
に
利
用
し
て
行
な
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
お
と
と
わ
り
し
て
お
く
。

間

F
E
-
L
Y
N
戸

間

H
E
L
-
w
日

v-N2・

凶

F
E
-
w
-
Y
N叶
吋
・
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説

間

H
Z
?
-
u目

N
3
∞
・
な
お
、
中
世
英
・
仏
お
け
る
判
決
発
見
人
の
役
割
を
比
較
検
討
し
た
も
の
に
、
。

g
r
z
p向
w
ω
E
Z
3
2牛

ω
S
Z
E
u

∞同
ν
開
(
U
C
F
C去
凶

(HUU印
)
宮
)-H富
山
が
あ
る
。

附
乙
れ
は
ほ
ぼ
通
説
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
∞
巳

g
g
g仏
ω円
目
立
巳

wえ
℃

H由。・

m
た
と
え
ば
切
巳
円

0
3
白
ロ
仏
師

S
Z
E
W
H
V
H
S・
参
照
。

川
間

ω
R
E
o
p
Hり
・
冨

w〉
ロ

m-0・ω自
己
ロ
何
口
問

]
g
L
U
S
E
-
-
u℃・九日∞。
l叶
・
(
以
下
〉

ω-MW・
と
賂
記
)
肘
主
主
間
王
が
ヨ
ー
ク
の
大
司
教

O
m
r巾
件
。
-
に
ノ
ツ

テ
イ
ン
ガ
ム
シ
ア
の

ω
0
5
r司
巾
ロ
を
授
与
し
た
際
の
文
書
、
九
五
六
年
。

川

叫

し

『

q
r
p
何回

W
E
E
吋
S
E
E
日
開
月
々
開
口

m
F
E
W
E
S
-
(
U
E
H
}
'
ぐ
・
本
書
は
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ス
ン
史
の
重
要
な
諸
問
題
に
つ
い
て
の
、
最
近
に

お
け
る
も
っ
と
も
綴
密
な
か
っ
す
ぐ
れ
た
研
究
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
多
く
の
筒
所
で
ス
テ
ン
ト
ン
批
判
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
意
図

か
ら
そ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
立
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
乙
で
も
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
乙
の
研
究
の
い
く
つ
か
の
点
を
積
極
的

に
利
用
す
る
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
と
す
る
。

叩

H
E仏
-u

同

M-HHω
・

日
同
ず
広

w-u-HHP
円内

-
H
U
H
2
a
m
p
C
2
L
-
E国
5
2
=
E
m
え
E
L
5
2
7
2
Z
Z円
昨
日
開
閉
司

5
5
ω
σ
2
3
2
2
宮
正
日
田
円
。
ロ
巾

2

B

R叩
昨
日
早

U
E∞
EH件
。
』
口

ω
円巾

HHZ己
主

5
M
L
g丹

}ME口
L
Z
L
E
[
E
n
]
め

E
n昨日
F
E
ロ釦戸
M
E
R
E
O
O
H
E
L
一c
c
E
w
B
A口
町
宮
内

g
g
〉
Em--ωHOm--口
語
ロ

FHE

E
2回
口
同
凹

Z
E
B
E
C
R口
E
L
5
8
5
i
L
O
]
R
2
3
2
2℃
C
心

ZFOCω
弘
氏
。
ロ
仏

R
0
2
℃『

Cお
問
。
円
。
〔
-or2
白
r
c
g巳
司

R
Z
5
5
8
0
2
5・

AE山内片口《出ロ
ouw-

間

HZL-w
円》℃

HHAl印
・
な
お
同
じ
く
ジ
オ
ン
の
と
の
研
究
に
依
拠
し
て
書
か
れ
た
吉
白
色
白
ロ

2
2
ω
5
ω

に
つ
い
て
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
し
て
は
、
青
山

信
士
口
民
の
「
、
『
ユ
ロ

c
E
Z
2
2
m
X出
回
」
(
日
本
女
子
大
学
紀
要
」
文
学
部
一
一
)
が
あ
る
。

間

HV記・

3
・
ロ

uwlHH∞
・
玄

E
rゆ
え
宮
市

f
Z
3
2
2吉
凶

C
B
D
m
Z
5
2』
切
口
町
内
巾
切
切

O吋
町
田
正
邑
』
己
的
町
内
町

}
g
u
a
~
2
B
L与
百
円

3
5
m円
g
'

己
申
ロ
ロ
ヨ
巾
仲
間
》

cmロ
国
自
己
色
百
円
0
2
5
A
C
m
w
ロ
O叩
円
山
町
立
日
ロ
由
。
向
。
円
目
指
吉
目
的
国
巾
巾
仲
間
三
門
司

UAW3・門町・

5
E
a
w
℃・

5
印-

M
ω
円。ロ

S
F
〉・

ω・
問
℃
色
。
・

ζ

れ
ら
の
言
葉
の
意
味
は
次
の
通
り
で
あ
る

o
g
g
E
L
S
E
一
前
者
は
語
源
的
に
は
♂

2
由
民
後
者
は

J
R
Eロ
mu

の
意
味
で
あ
る
。
あ
る
種
の
裁
判
権
を
表
わ
し
て
い
る
ζ

と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
分
明
で
な
い
。
さ
に
・
家
畜
そ
の
他
の
財
産
の
売

買
に
際
し
て
、
そ
れ
か
ら
租
税
を
う
る
権
利
。
宮
山
口
同
日
家
畜
等
の
不
正
な
占
有
に
よ
り
訴
え
ら
れ
た
者
を
審
理
す
る
権
利
。
宮
守
口
問
。
ロ
巳
}
再
三
-
盗
品
所

持
の
ま
ま
所
領
内
で
捕
え
ら
れ
た
盗
人
を
裁
く
権
利
。
仏

P
R
w
石
仏
匂
.
8
H
-
Z
2
5
2
w
Hり
.
F〉
口
問

-c』皆同
8
4司ュ
F
呂町
NW
宅

a
R
な

お
こ
れ
ら
の
綴
り
は
、
時
代
や
史
料
に
よ
っ
て
若
干
異
な
る
。
以
後
私
は
依
拠
し
た
文
献
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
綴
る
こ
と
と
し
た
い
。

論
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フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

同

o
c
g
g
L印
可

回

c
c
r
mロ
仏
∞

3
0ロ
LW
問者

-N∞
Nω
・
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
は
口
の
ロ
三

HNiH印
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
達
し
た
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
の
[
一
二
]
に
は
次
の
よ
う
に
な
る
O
E
O
-∞
a
E
D
D
Y
悶

3
r
p
p
z
q巳
口
町
与
え
2
2
F
5
3
3
巧

g
z
g
R

官
同
町
同
町

B
E三
寸
ミ
日
吋
「
向
日

E
円ロ

p
h
c
a
z一
吋
々

E
i
z
w
t
E
Cロ
「
者
仔
ロ
ロ
『
ぬ

P
円
曲
。
円
問
。

E
E叫
ん
明
広
口
者
三
一
目
ョ
直
訳
す
れ
ば
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に

な
る
。「

国
王
が
ウ
ヱ
セ
ッ
ク
ス
の
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
有
す
る
償
金
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
自
己
ロ
己

σ
q
S
(特
定
の
平
和
の
破
壊
)
、

y
由
自
由
。
口
口
一
家
の
中

で
の
襲
撃
、
あ
る
い
は
強
制
的
な
侵
入
)
、
同
D
E
B
-
(公
道
で
の
妨
害
、
あ
る
い
は
襲
撃
)
お
よ
び
守
正

5
H
O
(軍
役
燦
怠
の
罰
金
)
。
と
れ
ら
の
も
の
は
、

国
王
が
授
与
に
よ
り
特
別
の
栄
誉
を
示
す
ば
あ
い
を
除
き
、
国
王
の
償
金
と
な
る
。
」
亡
命
寸

R
S白ロ
P
司
・
ゅ
の

2
2
N
O
牛

2
〉
口
問
。

-S円
r
gロ
u(ggiHSW

5
2
w
∞
ι
-
Y
ω
ω
g
l斗
・
以
下
。

2
2
N
O
と
略
記
。

州
四
国

E
B
R
P
Z
-
w
〉ロ

m一O
B
Z
2
5
2
F
g
n
r
u
m
-
E
Lの
口

ω
z
z
a吋
(
)
君
。
〉
戸
刃
虫
、
百
巧
戸
何
回
〈

(
H
E
S
W
3・
N
S
R
-
品

ωωR-
と
く
に
前
半
o

m
H
Z
L
4
3
N活
お
.

側

HrM仏
-wH)8u-

四

HrE-w
℃・

ω室・

側
門
主
子
同
)
・

2
0・

凶

た

と

え

ば

HELd
匂

-UNN・

間

一

応

n
h
g区
切
石

M
g
叶・

聞
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ケ
ア
ム
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
「
ハ
l
ナ

i
ド
嬢
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
一
四

-wyご
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
を
り
っ
ぱ
に
証
明
し
た
。
だ
が
彼
女
も
ま
た
グ
ク
リ
ミ
ナ
ル
d

と
い
う
語
を
一
一
世
紀
の
裁
判
権
に
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
の
か
そ
の
意
味
を
規

定
す
る
こ
と
な
く
用
い
て
い
る
。

r
q
H

と
唱
昨
巾
一
の
シ
ス
テ
ム
は
円
己
目
白
と
ぢ
立
と
の
区
別
と
両
立
す
石
も
の
で
は
な
い
。
何
人
も
審
理
な
し
で
現
行

の
盗
人
を
処
刑
し
、
血
響
が
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
時
代
に
、
現
代
の
裁
判
権
の
分
類
に
そ
の
源
を
も
っ
言
葉
を
借
り
て
く
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
」
開
〈
己
口
氏

D
P
℃・

A
2・

側

H
W〈

G
}
ロ
巴

o
p
M
)・
8
N・

間

【

U
S
M
-
z
-
z
u
開口

m
-
Z
L
P山

内

O
R
E
-
s
z
p
w
N
ロ
L
m
L
4
5
2・
℃
・
臼

附
削
∞
件
。
ロ
S
F
〉

ω・肘
--vω
印。・門町

-
F
g
r
q自
由
ロ

P
の
冊
目
。
宮
市
∞
斗

-H
∞
-H吋。
IH・

聞

H
Z
p
u
n同
・
円
高
ず
巾
司
自
由
ロ

P
C
2相同
Nmw
切ハ

-
Y
H吋
ω
∞
ω・
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説

間

以

上

旬

c
r
p
H
Y
戸
白
ロ
仏
吋
開
ロ
c
s
w
匂
古
田
∞
十
印
・

間
恐
ら
く
こ
う
し
た
観
念
は
、
中
世
に
お
け
る
国
家
あ
る
い
は
王
権
の
理
念
に
関
す
る
研
究
の
深
み
に
お
い
て
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ト
レ
ル
チ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
々
会
の
社
会
教
説
」
の
中
で
は
、
ラ
イ
ト
"
モ
テ

l
フ
の
一
つ
と
し
て
の
宮
ユ
w
r
r
2ご
]g
貝
ロ
巴
町
宮
吉
田

の
理
論
が
何
度
か
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
理
論
の
中
世
の
部
分
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
王
様
の
神
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
宣
言
や
理
論
の
中
に
現
わ
れ
、
ま
す
ま
す
彊
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
さ
ら
に
王
権
は
そ
れ
自
ら
の
寄
在
を
実
現

す
る
た
め
に
も
ま
た
権
力
を
行
使
す
る
た
め
に
も
、
人
民
〈
d
F
や
大
貴
族
の

5
8
2
の
協
力
に
依
存
し
、
し
た
が
っ
て
法
、
す
な
わ
ち
福
祉
と
人
々

に
対
す
る
法
的
保
護
を
維
持
し
、
誠
意
を
も
っ
て
、
人
々
の
世
話
を
す
る
と
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
国
王
は
全
体
の
安
寧
を
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
観
念
が
王
権
の
基
礎
に
あ
り
、
そ
う
し
た
観
念
か
ら
、
も
し
国
王
が
自
ら
に
ふ
さ
わ
し
く
、
誠
意
に
欠
け
て
い
る
ば
あ
い
は
、
そ
の
任
を
解
き

う
る
こ
と
、
世
話
の
義
務
お
よ
び
全
体
の
目
的
の
た
め
に
共
同
し
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
が
、
生
じ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て

国
家
理
念
の
中
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
カ
l
ロ
リ
ン
ガ
l
の
国
家
類
型
に
お
け
る
す
べ
て
の
人
々
へ
の
国
王
の
権
力
の
拡
大
な
ら
び
に
教
会
の
慈
善
活
動
を

可
能
に
し
た
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
性
格
が
移
入
さ
れ
た
が
、
つ
い
で
の
ち
に
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
な
ぜ
国
王
が
純
然
た
る
教
会
の
法
に
服
さ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
か
と
い
う
と
と
も
、
乙
の
新
し
い
性
格
か
ら
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
」
吋
同

2
-
z
n
y
円
、
ロ

5
ω
O
N
E
-
σ
F
Bロ
仏

R
n
r
2
2
2
n
r
g
穴
南
口
円
高
ロ

己
ロ
【
目
。

E
切り

g
百
四
回
目

g
g
n
E
ω
n
r
-
P刊
ロ
切
仏

-YHCNS-
∞-NCHiN
乙
う
し
た
「
協
働
」
あ
る
い
は
「
福
佐
」
の
観
念
は
、
単
に
キ
リ
ス
ト
教
の

レ
!
レ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
少
く
と
も
こ
う
し
た
観
念
の
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
む
き
出
し
の
実
力
の
上
に
の
み
、
王
権
が
容
続
し
え
た
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
正
当
性
の
根
拠
を
必
要
と
し
、
そ
の
根
拠
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
の
中
に
求
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
ア
ル
ブ
レ
ド
王
の
制
定
法
の
前
文
は
、
聖
書
か
ら
の
引
用
(
出
エ
ジ
プ
ト
記
、
マ
タ
イ
伝
等
)
で
満
た

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
の
乙
と
は
立
法
の
意
図
の
吉
田
氏
酌
g
t
cロ
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。
口
問
・

2
ロロ
}
S
O
H
H
W

吋
-
m
J
H
W
H
W
斗
宅
問
正
岡
田
口
門
丈

U2Ba

-
E
-
F
E♂

5
8・沼田】・

5
l
E
J
E
S
R
g
g
p
o
g⑦円
N、
回

ι-HNGl品
。
・
な
お
、
わ
が
国
で
は
、
中
世
王
権
威
的
基
礎
の
分
析
を
試
み
た
も
の
と
し

て
、
掘
米
庸
一
二
「
中
世
国
家
の
構
造
」
(
社
会
構
成
史
大
系
、
第
四
集
)
第
二
章
、
三
節
が
有
名
で
あ
る
ο

聞

の

c
o
g
-
w
h
u
F
L
Cロ
司
自
仏
呂
町
牛
由
自
由
民
ロ
O
円

w
g
u吋
u
F
℃・

8m}・

論

(2) 

ノ
ル
マ
ン
時
代
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い
わ
ゆ
る
「
ノ
ル
マ
ン
H

コ
ン
ク
エ
ス
ト
」
が
、

ア
ン
、
グ
ロ
H

サ
ク
ス
ン
社
会
に
い
か
な
る
衝
撃
を
与
え
た
か
、

と
い
う
問
題
は
、

自
体
、
英
国
中
世
史
に
と
っ
て
き
わ
め
て
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
軍
役
に
よ
る
土
地
保
有
制
の
確
立
や
マ
ナ
制
の
導
入
等
の

諸
問
題
と
の
関
連
と
に
お
い
て
。

そ
れ
ら
の
問
題
を
直
接
取
扱
う
暇
は
な
い
。

「
征
服
」
直
後
の
事
態
を
裁
判

だ
が
本
稿
に
お
い
て
は
、

権
あ
る
い
は
法
意
識
と
い
う
側
面
に
限
定
し
て
み
て
み
る
と
、

そ
乙
に
は
ノ
ル
マ
ン
の
支
配
者
た
ち
が
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ス
ン
社
会
の
現

実
へ
適
応
な
い
し
妥
協
し
て
い
た
部
分
の
大
き
い
乙
と
が
見
出
さ
れ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
は
エ
ド
ワ
ド
犠
悔
王
の
制
定
法
を
そ
の
ま
ま
維
持

す
る
こ
と
に
よ
り
ア
ン
グ
ロ
H

サ
ク
ス
ン
社
会
以
来
の
ロ

1
ド
の
権
利
を
温
存
し
た
。

ζ

の
よ
う
な
傾
向
は
、

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
よ
っ
て

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

も
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
ド
ウ

I
ム
ズ
デ
イ
n
ブ
ク
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る

:
:
:
j
i
-
-
-
王
権
所
管
の
訴

ク
ヌ

I
ト
の
リ
ス
ト
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
」

八
ム
斗
」
阜
、

コ一日

l

そ
の
こ
と
は
ま
た
、

中
世
に
お
い
て
は
「
征
服
」

う
な
大
き
な
変
動
が
起
っ
た
ば
あ
い
で
も
、

「
中
世
的
保
守
主
義
」

(
ス
テ
ン
ト
ン

が
作
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

そ
の
中
で

あ
る
、
と
い
え
よ
う
。

「
但
服
」
直
後
の
状
態
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
行
論
の
関
係
上
、
次
の
よ
う
な
諸
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
後
の
時
代
の
法
制
史
家
は
、
同

2
仏国ご
z
E
B
と

p
g
n
r
g白ご
z
E
B
と
を
区
別
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
時
期
に
お
い
て

は
、
そ
の
よ
う
な
区
別
の
観
念
は
、
ま
だ
全
く
見
出
さ
れ
な
い
。

s
r
g門ご
o
g
u
E
Z
田
口
仏
同

2
5・
宮
町
ロ
ロ
包

E
え
は
土
地
と
と
も
に
移

転
さ
れ
、
土
地
と
と
も
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、

ハ
ン
ド
レ
ド
に
対
す
る
権
利
は
、
あ
る
特
定
の
マ
ナ
の
保
有
に
附
属
す
る
も
の

と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
特
権
や
裁
判
権
が
J

土
地
の
附
属
物
で
あ
る
と
す
る
慣
行
は
、
こ
れ
か
ら
後
も
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
根
強
く
存
在

し
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
現
実
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
裁
判
権
は
土
地
保
有
か
ら
は
生
じ
え
な
い
と
い
う
フ

ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
の
理
論
が
、

王
権
側
か
ら
打
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ

の
よ

北法 14(2・53)255



説

第
二
は
、

と
の
時
期
の
有
力
な
ア
ー
ル
、
ダ
ム
の
い
く
つ
か
の
実
態
が
、

か
な
り
の
程
度
明
か
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

論

述
ハえ

て
お
く
lこ
と
ど だ
め だ
た円ー
い5つ

ご
く
最
近
、

ワ
イ
ト
マ
ン
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
た
者
巴
芯
B
百円
N
C与
相
自
の
ア
ー
ル
ダ
ム
に
つ
い
て

と
で
は
そ
の
中
、

ワ
イ
ト
マ
ン
は
こ
の
ア
ー
ル
ダ
ム
を
パ
ラ
タ
イ
ン
n
ア
ー
ル
ダ
ム
と
よ
ん
で
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、

ア
ー
ル
は
三
州
(
へ
リ
フ
ァ
ド
シ
ァ
、
グ
ロ

I
ス
タ
シ
ァ
、

ウ
1
ス
タ
シ
ア
)

に
お
い
て
、
司
丘
三
宮
内
国
E
Y
O
門
戸
々
を
も
っ
て
い
た
と
い

う
。
そ
の
指
標
と
し
て
、

ア
ー
ル
が
独
立
の
封
主
と
し
て
土
地
の
処
分
権
(
没
収
、

マ
ナ
の
併
合
、
土
地
の
譲
渡
)
、

租
税
処
分

皮
土
、
i
l
 

権
を
も
っ
て
い
た
乙
と
、
ま
た
事
実
上
、

シ
エ
リ
フ
を
自
ら
の
も
と
に
従
属
せ
し
め
、
自
ら
の
役
人
と
し
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

そ
し
て
ワ
イ
ト
マ
ン
は
「
三
つ
の
辺
境
州
に
お
け
忍

P
N
O与
2
ロ
の
異
常
な
権
力
は
、
彼
の
所
領
の
あ
る
、
他
の
州
に
は
及
ん
で
い
な

と
の
こ
と
か
ら
、
ノ
ル
マ
ン
の
諸
王
の
も
と
に
お
け
る
ア
ー
ル
の
権
力
と
地
位
を
純
粋
に
パ

1
ス
ナ
ル
な

テ
リ
タ
リ
ゼ

l
v
ョ
γ

も
の
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
領
域
化
が
起
っ
て
い
た
と
と
を
予
惣
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
示
唆
し
て
い
る
。
大
陸

ハ
6
V

こ
う
し
た
早
期
の

P
L
2
5
0
の
o
z口
々
は
、

い
」
と
い
う
事
情
に
着
目
し
、

の
例
と
の
ア
ナ
ロ

1
ジ
か
ら
名
称
づ
け
ら
れ
た
、

の
ち
に
述
べ
る
よ
う
な
十
三
世
紀
頃
に
現

わ
れ
る
か
な
り
複
雑
で
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
、

か
つ
永
続
的
な
ー
ー
と
い
う
の
は
皆
目
。
与
巾
自
の
ア
ー
ル
ダ
ム
は
、
存
続
一

O
年
に
し

て、

一
O
九
六
年
、
没
収
さ
れ
て
消
滅
し
て
い
る

l
lパ
ラ
チ
、
不
1
ト
か
ら
区
別
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
後
者
の
も
つ
裁
判

権
の
内
容
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

ワ
イ
ト
マ
ン
の
あ
げ
て
い
る
指
標
で
は
、
と
う
て
い
お
お
い
つ
く
せ
な
い
ほ
ど
複
雑
と
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、

ノ
¥
ヲ
匂
。

乙
の
時
期
に
な
る
と
、
特
権
的
領
域
の
中
に
、
シ
エ
リ
フ
の
介
入
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
文
書
が
、
は
つ
つ
き
り
と
現
わ
れ
て

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
聖
職
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
先
程
か
ら
問
題
と
し
て
き
で
い
る
オ
ス
グ
ア
ル
ド
ロ

1
の
ば
あ
い

を
み
て
み
る
と
、

ド
ウ

1
ム
ズ
デ
イ
n
ブ
ク
の
中
に
は

「ウ

I
ス
タ
シ
ア
の
聖
マ
リ
ア
教
会
は

C
E
S
E
E
-白
ロ
と
よ
ば
れ
る
ハ
ン
ド
レ
ド 乙

北法 14(2・54)256
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を
有
す

:
:
j
i
-
-
そ
こ
で
は
シ
エ
リ
フ
は
何
人
も
、
あ
る
重
大
な
℃

znFg
に
お
い
て
も
そ
の
他
の

2
5白
に
お
い
て
も
い
か
な
る
ば
あ

を
も
っ
乙
と
を
得
ず
と
い
う
条
件
で
」
と
あ
る
。

い
に
も

ρ
5
5
F
(苦
情
、
訴
)

こ
れ
は
前
節
に
お
い
て
引
用
し
た
十
世
紀
中
葉
の
史

料

(
C
S
一
一
一
二
五
)

の
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
比
較
す
れ
ば
、
シ
エ
リ
フ
の
排
除
が
明
確
に
譲
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
を
な
し
て
お
り
、
不
入
権
の
内
容
規
定
に
お
い
て
や
や
具
体
的
と
な
っ
て
い
る
乙
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

へ
ン
リ
一
世
の
時
代
に
な
っ
て
、

た
と
え
ば
、

不
正
な
裁
判
宮
古
田
E
B
Y門出
s

い
く
つ
か
の
重
要
な
王
権
所
管
の
訴
訟
、

巳
ロ
ヨ
、
裁
判
の
惚
怠

p
p
n円
5

Y岳
門
戸
回
目
が
ク
ヌ

1
ト
の
リ
ス
ト
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
。

は
じ
め
て
、

こ
れ
ら
は
王
権
の
み
が
判
決
を
補
足
・
修
正

し
う
る
と
し
た
点
で
、
ま
た
コ

I
ト
保
有
者
が
裁
判
を
行
な
わ
な
か
っ
た
と
き
、
彼
に
そ
れ
を
行
な
う
よ
う
勧
告
す
る
国
王
の
命
令
を
発

フランチァイズ裁判権と「王国共同体Jの成立

生
せ
し
め
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
意
味
で
、

地
方
行
政
に
お
い
て
は
、

フ
ラ
ン
ク
プ
リ
ジ
が
明
確
な
法

き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
他
方
、

的
規
定
を
受
取
る
に
い
た
っ
た
。

ハ
ン
ド
レ
ド
の
す
べ
て
の
自
由
な
住
民
か
ら
成
る
ハ
ン
ド
レ
ド
の
総
会
が
、
年
二
回

A
h

叩
J
V

各
人
が
ブ
ラ
ン
ク
プ
リ
ジ
の
中
に
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
、
開
催
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
記
し
た
「
レ

乙
れ
に
よ
っ
て
、

ー
ゲ
ス
」

に
は
シ
エ
リ
フ
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
が
、

そ
の
総
会
を
主
宰
し
た
の
は
一
般
に
シ
エ
リ
フ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ペ
イ
ン
タ
の
推
測
に
よ
れ
ば
、
シ
エ
リ
フ
が
そ
の
所
領
に
立
入
る
こ

と
を
妨
げ
え
た
小
数
の
聖
界
の
ロ

1
ド
と
若
干
の
俗
界
の
ロ

1
ド
に
限
ら
れ
い
の
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ク
プ
リ
ジ
の
組
織
は
へ
ン
リ
二
世
に

の
フ
ラ
ン
ク
プ
リ
ジ
を
監
督
す
る
権
利
を
自
ら
行
な
っ
た
も
の
は
、

よ
っ
て
一
層
強
化
さ
れ
る
。

総
じ
て
へ
ン
リ
一
世
の
諸
法
令
は
、

へ
ン
リ
二
世
の
法
制
改
革
の
先
が
な
す
も
の
で
、

き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
が
、

乙
乙
で
は
、
言
及

を
乙
の
程
度
に
と
ど
め
る
。

た
だ
行
論
の
関
係
上
、
特
別
に
注
目
し
て
お
き
た
い
二
つ
の
事
象
が
あ
る
。

そ
の
第
一
は

TMぬ
g
z
g江
氏
司
氏
自
片
(
一
一

O
八
!
一
八
)
の
巾
に
、

土
地
あ
る
い
は
マ
ナ
の
授
与
と
裁
判
権
の
授
与
と
を
反
則
し
て こ
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説

い
る
明
瞭
な
証
拠
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
〔
一
九
の
二
〕
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

論

「
国
王
が
そ
の
直
接
的
支
配
に
お
い
て
も
っ
す
べ
て
の
土
地
に
お
い
て
は
、
国
王
は
ま
た
そ
の
土
地
の
裁
判
権

E
B
を
も
っ
。
し
か
し
あ
る
土
地
の
中

か
ら
国
王
は
マ
ナ
を
与
え
、
同
時
に
(
そ
の
マ
ナ
に
対
す
る
)
単
独
あ
る
い
は
共
同
の
(
国
王
と
受
与
者
と
の
共
同
の
:
:
:
筆
者
)
の
裁
判
権
を
も
与
え
た
。
ま

た
あ
る
土
地
の
中
か
ら
国
王
は
7

ナ
を
与
え
た
が
、
し
か
し
裁
判
権
は
自
ら
の
も
と
に
留
保
し
た
。
」

ま
た
〔
一
九
の
一
二
〕
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
ま
た
7

ナ
が
与
え
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
国
王
の
裁
判
権
が
伴
わ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
個
人
(
に
対
す
る
恩
恵
)
の
問

題
で
あ
る
。
」

こ
れ
ら
の
記
述
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、

マ
ナ
の
授
与
と
裁
判
権
の
授
与
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
土
地
支
配

か
ら
生
ず
る
裁
判
権
(
フ
ュ

1
ダ
ル
な
裁
判
権
〉
と
国
王
の
授
与
に
よ
る
裁
判
権
(
フ
ラ
ン
チ
ア
イ
ヂ
ル
な
裁
判
権
)
と
は
区
別
さ
る
べ

き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
果
し
て
こ
の
よ
う
な
区
別
が
、
す
べ
て
の
ば
あ
い
に
実
際
に
適
用
さ
れ
た
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
が
と

い
う
よ
り
は
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、

そ
の
後
と
う
し
た
区
別
の
理
論
が
繰
返
し
王
権
側
か
ら
打
出
さ
れ
て
い
る
と
ζ

ろ
か
n

り
す
れ
ば
事
実

上
ほ
と
ん
ど
区
別
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
理
念
的
に
は
、
王
権
側
に
よ
っ
て
特
権
的
裁
判
権
の
存
在
が
意
識
さ

れ
始
め
た
と
と
に
な
る
。
ま
ず
へ
ン
リ
一
世
の
時
代
に
つ
い
て
は
こ
の
と
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

注
目
し
て
お
き
た
い
も
う

つ
の
こ
と
は
、

二
O
一
年
、

へ
ン
リ
が
肉
巾

E
E
t
J円
。
再
に
関
し
て
発
令
し
た
次
の
よ
う
な
令
状
で

ゑ
山
ヲ

Q

。
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「
裁
判
あ
る
い
は
強
盗
・
貨
幣
偽
造
の
訴
訟
に
関
す
る
股
の
新
し
い
法
令
を
(
大
司
教
は
)
法
廷
に
お
い
て
、
彼
自
身
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
実
施
す
ベ
し
。

而
し
て
彼
の
教
会
は
股
の
法
令
の
た
め
に
何
も
失
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
朕
は
彼
の
法
廷
に
お
い
て
自
ら
の
裁
判
官
に
よ
り
、
股
の
法
令
に
従

っ
て
、
そ
れ
を
な
す
べ
し
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
」

こ
の
例
は
、
ま
さ
し
く
、

の
ち
に
述
べ
る
、
十
三
世
紀
以
降
の
パ
ラ
チ
ネ
1
ト
の
原
型
を
予
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
上
記
の

令
状
か
p

り
す
れ
ば
、
。

m
g
E
の
特
権
は
明
ら
か
に
二
重
の
機
能
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

そ
の
一
つ
は
王
権
の
介
入
の
排

除
と
い
う
消
極
的
機
能
で
あ
り
、
他
は
王
法
を
自
ら
任
命
し
た
裁
判
官
に
よ
っ
て
実
現
す
る
と
い
う
積
極
的
機
能
で
あ
る
。

こ
の
乙
と
は

乙
れ
以
前
の
時
代
の
不
入
権
規
定
か
ら
も
、
あ
る
程
度
、
論
理
的
に
推
定
で
き
る
乙
と
で
あ
っ
た
。

が
こ
こ
で
は
、

こ
の
時
期
に
な
っ
て

よ
う
や
く
そ
う
し
た
推
定
を
裏
づ
け
る
明
瞭
な
史
料
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

そ
う
し
て
こ
れ
か
ら
後
は
、
ニ

立崎
重
の
機
能
の
中
、

l
」体同共国王と権申

す裁ズ，A1 7
 

チン-7 
フ

と
く
に
積
極
的
な
機
能
の
果
す
役
割
、
意
義
に
つ
い
て
注
目
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ペ
イ
ン
タ
が
、
征
服

後
ほ
ぼ
三
世
紀
に
わ
た
る
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
(
に
よ
る
財
源
)
を
分
析
し
た
際
、
一
応
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
を
定
義
し
て
、
公
的
な
機
能
を
行

ジ
ュ
ス
ア
ジ
ア

νプ

ahuv

使
す
る
特
権
(
た
と
え
ば
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
シ
エ
リ
フ
職
、
司
法
官
職
)
と
い
っ
て
い
る
が
、
彼
が
そ
の
よ
う
に
定
義
し
た
意

図
も
、

こ
の
辺
の
事
情
か
ら
十
分
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
か
ら
後
は
、
不
入
権
の
授
与
か
ら
生
じ
て
く
る
支
配
機

構
は
「
国
王
の
統
治
機
構
の
反
映
、
複
写
」
(
キ
ヤ
ム
)
で
あ
る
、

と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
決
し
て
突
飛
な
表
現
で
は
な
く
な
る
。
。
2
P同

門
同

。『
J

円
。
件
の
よ
う
な
大
き
な
特
権
を
享
受
し
た
聖
職
者
は
、

チ
ア
ン
セ
リ
に
お
い
て
国
王
に
対
す
る
勤
務
の
経
験
を
も

つ
ま
り
内
部
か
ら
国
王
の
統
治
機
構
の
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
も
い
わ
ば
支
配
機
構
の
相

イ
ク
ス
チ
エ
カ
、

っ
て
い
た
、

似
形
を
産
み
出
し
た
き
わ
め
て
重
要
な
原
因
で
あ
っ
た
。

そ
の
娘
モ

l
ド
(
マ
チ
ル
ダ
)
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
の
孫
ス
テ
1
グ
ン
と
の
聞
に
王
位
継
承
を
め
ぐ
る
争
い
が
起
り

へ
ン
リ
亡
き
あ
と
、
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説

い
わ
ゆ
る
ア
ナ

I
キ
時
代
(
一
二
二
五

l
五
四
、
内
乱
は
四
一
年
か
ら
)
に
陥
る
。

こ
の
時
期
は
、
王
位
請
求
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
正
当
性
を

獲
得
す
る
た
め
の
戦
い
に
お
い
て
バ
ロ
ン
た
ち
の
助
力
を
必
要
と
し
た
か
ら
、

王
権
側
が
移
し
い
譲
歩
を
行
な
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い

論

る
。
そ
v

つ
し
て
、

乙
れ
ら
の
譲
歩
は
著
し
く
「
回
顧
的
性
格
」

(
ス
テ
ン
ト
ン
)
を
も
っ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
当
時
最
も
野
心
的
で
無
責

任
な
バ
ロ
ン
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
ジ
エ
フ
リ
ロ
ド
ウ
N

マ
ン
ド
グ
イ
ル
が
モ

1
ド
か
ら
絶
大
な
権
力
を
か
ち
え
た
と
き
、
彼
は
ま
ず
そ
の

円
同
一
v

祖
父
や
父
の
も
っ
て
い
た
権
利
、
と
く
に
シ
エ
リ
フ
職
を
田
複
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

た
だ
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。
そ
れ
は
、
ア
ナ

1
キ
と
い
っ
て
も
完
全
な
無
秩
序
に
陥
っ
た

の
で
は
な
く
、
他
の
治
世
に
く
ら
べ
る
と
き
、
相
対
的
に
そ
う
み
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
マ
ン
ド
グ
イ
ル
が
エ
シ
ク
ス
の

乙
の
時
期
に
つ
い
て
は
、

首
席
司
法
官
職
を
得
た
と
き
、
女
王
は
彼
の
同
身
分
者
を
シ
ア
イ
ア
H

コ
1
ト
に
派
遣
し
、
彼
に
よ
っ
て
王
権
所
官
の
訴
訟
が
正
し
く
行
な

わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
監
視
さ
せ
て
お
り
、
王
様
は
特
権
の
受
与
者
に
対
す
る
、
い
わ
ば
監
督
権
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
、
簡
単
に
放

棄
は
し
て
い
な
い
。

に
も
拘
ら
ず
、

バ
ロ
ン
た
ち
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ス
な
い
し
実
力
が
増
大
し
て

こ
の
時
期
に
は
モ
ナ

1
キ
が
そ
の
機
能
遂
行
に
失
敗
し
、

い
た
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
顕
著
な
事
実
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
ア
ー
ル
ダ
ム
が
急
増
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
五
年
に
は
八
つ
し
か
な
か

っ
た
ア
ー
ル
ダ
ム
が
、

こ
れ
ら
の
ア
ー
ル
ダ
ム
の

五
五
年
に
は
こ
こ
に
ふ
え
て
い
る

u

し
か
し
ま
た
へ
ン
リ
二
世
の
治
世
に
入
る
前
に
、

中
、
六
つ
の
ア
ー
ル
ダ
ム
の
有
力
な
保
有
者
が
死
亡
し
て
お
り
、

と
考
え
れ
る
の
で
あ
る
。

へ
ン
リ
二
世
に
よ
る
急
速
な
王
権
の
回
復
に
倖
い
し
た

こ
の
こ
と
が
、

さ
て
、

こ
の
節
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
と
く
に
次
の
よ
う
な
事
象
に
つ
い
て
附
言
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
文
書
の
偽
造
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
で
あ
る
。

ひ
い
て
は
中
世
、
あ
る
い
は
英
国
の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
偽
造
と
い
う
よ

こ
れ
は
何
も
ノ
ル
マ
ン
時
代
、
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う
な
事
象
は
、
恐
ら
く
、
人
類
の
歴
史
と
と
も
に
古
い
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

乙
こ
で
語
り
た
い
の
は
、

そ
，
つ
し
た

偽
造
一
般
で
は
な
く
、
中
世
法
史
に
お
け
る
偽
造
あ
る
い
は
征
服
直
後
の
事
態
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ケ
ル
ン
に

よ
る
な
ら
ば
、
偽
造
者
は
「
そ
の
偽
書
に
よ
っ
て
法
を
抑
圧
し
、
不
法
を
勝
利
さ
せ
た
」
反
面
「
証
拠
(
H
証
書

)
N
2∞
巴
印
誌
を
提
示
す

る
と
と
に
よ
っ
て
法
伝
承
の
偶
然
を
匡

E
し
、
真
の
法
の
安
定
を
つ
く
り
出
し
た
」
と
い
村
山

先
ほ
ど
オ
ス
グ
ア
ル
ド
ロ

1
の
リ
l
ベ
ル
タ
1
ス
の
創
設
と
の
関
連
で
あ
げ
た
C
S
一
一
一
ニ
五
も
、
典
型
的
な
偽
造
文
書
で
あ
る
。

偽
造
さ
れ
た
数
節
が
、

あ
る
乙
と
を
、
級
密
な
考
証
に
よ
っ
て
明
か
に
し
て
い
る
。

リ
ク
H

ジ
オ
ン
は
、

右
の
文
書
の
中
、

一
O
九
一
年
以
前
、
修
道
士
た
ち
に
よ
り
巧
妙
に
仕
上
げ
ら
れ
た
も
の
で

ヘ
ン
リ
一
世
の
時
代
に
は
こ
う
し
た
偽
造
の
極
端
な
ば
あ
い
が
知
ら
れ
て
い

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

る

そ
の
修
道
院

ラ
ン
カ
ス
タ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

リ
チ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
司
教
は
、
偽
造
し
た
証
書
に
よ
り
、

ヘ
ン
リ
の
法
廷
か
ら
、

(
カ
グ
エ
ン
ト
リ
)
に
有
利
な
判
決
を
得
、

ζ

の
偽
書
は
、

い
る
と
い
う
。
偽
造
を
行
な
っ
た
修
道
院
等
の
個
々
の
動
機
は
さ
て
お
き
、
こ
乙
に
み
ら
れ
る
限
り
の
偽
造
の
原
因
と
し
て
は
、
ノ
ル
マ

ン
の
支
配
者
の
到
来
と
い
う
危
機
的
事
態
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
危
機
的
事
態
K
直
面
し
、
各
ロ

1
ド
は
旧
来
の
権
利
を
確
認
し
て

も
ら
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
時
に
は
偽
造
し
た
文
書
を
証
拠
と
し
て
提
出
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
と
り
わ
け
へ
ン
リ
の
よ
う
に
強
力

修
道
僧
た
ち
に
よ
っ
て
再
偽
造
さ
れ
、

そ
れ
が
諸
王
の
確
認
を
得
て

の
ち
、

な
支
配
者
が
現
わ
れ
、

そ
の
改
革
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
新
し
い
法
、
新
し
い
権
利
の
内
容
の
あ
る

こ
と
を
提
示
す
れ
ば
、
各
ロ

1
ド
は
そ
れ
に
対
応
し
て
偽
造
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

利
の
増
大
を
は
か
ろ
う
と
さ
え
し
た
で
あ
ろ
う
。
上
に
記
し
た
二
列
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
偽
造
文
の
挿
入
は
、

そ
う
し
て
あ
わ
よ
く
ば
権

ま
さ
し
く
そ
う
し
た
意
図

や
が
て
十
三
世
紀
に
お
い
て
、

か
ま
び
す
し
い
権
利
の
請
求
、
審
査
、
確
認
の
問
題
が
起
る
。

の
表
わ
れ
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

乙
の
よ

う
な
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
る
と
き
、
偽
造
も
ま
た
権
利
の
客
観
化
に
何
が
し
か
の
貢
献
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
よ
う エ
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説

な
意
味
で
、
偽
造
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
た
の
で
あ
る
。

論

山
征
服
王
の
事
業
に
つ
い
て
プ
ラ
ク
ネ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
か
く
し
て
彼
の
業
績
は
、
な
に
よ
り
も
組
織
化
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

若
干
の
大
き
な
改
革
は
行
な
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
彼
の
最
大
の
貢
献
は
、
賢
明
な
行
政
と
秩
序
あ
る
統
治
に
つ
い
て
の
ノ
ル
マ
ン
人
の
精
神
で
あ
り
、
ま

た
彼
自
身
王
権
を
断
乎
行
使
し
た
と
と
で
あ
っ
た
。

ζ

の
基
礎
の
上
に
ζ

そ
、
後
に
コ
モ
ン
ロ
ー
が
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
、

彼
は
古
く
か
ら
の
イ
ギ
リ
ス
の
法
お
よ
び
慣
習
を
引
き
つ
づ
い
て
行
な
う
ζ

と
に
満
足
し
」
た
、
と
。
な
お
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
ロ
ン
ド
ン
市
民
に
宛
て
た
証

書
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
み
え
、
伝
統
的
な
法
を
維
持
し
た
ζ

と
が
知
ら
れ
る
。

「
朕
は
、
汝
等
双
方
(
フ
ラ
ン
ス
人
・
イ
ギ
リ
ス
人
)
が
エ
ド
ワ
ー
ド
主
の
治
世
に
お
い
て
も
つ
に
価
い
す
る
も
の
で
あ
っ
た
す
べ
て
の
法
を
今
も
も
つ

に
価
い
す
る
乙
と
を
、
股
が
欲
す
る
旨
を
汝
等
に
知
ら
し
め
る
。
」
伊
藤
正
己
監
修
・
イ
ギ
リ
ス
法
研
究
会
訳
「
プ
ラ
ク
ネ
ッ
ト
・
イ
ギ
リ
ス
法
制
央
総

説
篇
上
」
ニ
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目
)
の
中
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
に
関

し
て
三
つ
、
同
二
世
に
関
し
て
七
つ
見
出
し
て
い
る
。
同

z
-
E
-
c
p
同》e
A
U
仏

uロ・

2
・

問

。

c
E
g
Lミ
ロ
g
y
y
H叶
N
Y
S
E
同
5
2
p
p
?
c
-
E
E
P
司

会

N・ロ・

ω
P
A
R
-
2
5
ω
・

云

号

宮

母

宅

5
8
m
g
z
r
2
5
z
g
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ヨ Painter，S.， Studies in the History of the English Feudal Barony， 1949. p. 98. 

富 Liebermann，Gesetze， S. 559-560.， E.H.D. p. 460. [19， 2] “Omnium terrarum， quos rex in dominio suo habet， socnam 

pariter habet; quaru吋 amuero terrarum (suarum) maneria dedit et socnam simul si時 ularemuel commu田 m;quarundam 

terrarum maneria dedit， set socnam sibi retinuit". [19， 3] “Nec sequitur socna regis data maneria， sed magis est ex 

personis". 

霊“Novastatuta m回 deindiciis sive de placitis latronurn et falsorurn monetariorum exequatur et faciat per suam propr国 m

iustitiam in curia sua nec aliquid perdet uel ecclesia sua pro novis statutis set ea ut dixi in curia sua faciat per propriam 
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55. 
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崎
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「
詮
足
状
恒
例
」
心
誕
百
酔
判
明
u
n
T
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入

恥

h



説

べ
る
よ
う
に
、
ヵ
ウ
ン
テ
イ
日
パ
ラ
タ
ィ
ン
を
支
配
し
た
ダ
l
-
7
ム
の
司
教
や
チ
ェ
ス
タ
の
ア
ー
ル
等
は
、

円
ロ
円
宮
に
お
い
て
活
躍
し
た
。

間

2
2
8
p
開口

m
-
Z
F
Hり

2
念
]55w
℃
-NN品
二
円

-HNCロ
ロ
子
』
出
.
‘
。

g
p
a
色
。
富
民
ロ
含
三

-
-
P
5
R
3・
5
由

l叶
-

m
E
ι
-
L
-
N
N
F
口町・岡山

G
E
L
-
C℃
-
n
X
4
3
g
1
5・

制
す
な
わ
ち
一
一
三
五
年
以
前
に
在
在
し
た
ア
ー
ル
ダ
ム
は
、
チ
ェ
ス
夕
、
サ
リ
、
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
、
ゥ
ォ

l
リ
ク
、
レ
ス
夕
、
ノ

l
サ
ム
プ
タ
ン
、
ハ

ン
テ
ィ
ン
ダ
ン
お
よ
び
グ
ロ

l
ス
タ
の
八
つ
で
あ
る
。
ダ

l
ピ
ィ
、
ヨ
ー
ク
、
ベ
ム
プ
ル
ッ
夕
、
エ
シ
ク
ス
、
リ
ン
カ
ン
、
ノ

1

7

7
夕
、
ァ
ラ
ン
ド

ル
(
ま
た
は
サ
シ
ク
ス
)
、
ハ

l
ト
プ
ア
ド
お
よ
び
ヴ

l
ス
タ
の
九
つ
は
、
九
テ
ィ

l
ヴ
ン
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。
ま
た
コ

l
ン
ウ
オ
ー
ペ
デ
イ
ヴ
オ

ン
ヘ
リ
フ
ァ
ド
、
オ
ク
ス
フ
ア
ド
お
よ
び
ソ

l
ル
ズ
ベ
リ
(
ウ
ィ
ル
ト
シ
ア
)
の
五
つ
は
モ

l
ド
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
の
中
に
は
、

国
王
と
同
じ
よ
う
な
令
状
を
も
っ
者
も
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
た
チ
ェ
ス
夕
、
ウ
ォ

1
リ
ク
、
へ
リ
フ
ァ
ド
、
ノ

l
サ
ム
プ
タ
ン
、
デ
ィ
ヴ
オ
ン
お
よ
び
リ

ン
カ
ン
の
六
つ
の
ア
ー
ル
ダ
ム
の
保
有
者
は
一
一
五
三
|
一
一
五
五
年
の
悶
に
死
亡
し
て
い
る

o
F
R
w
℃

NN吋
u
g℃
・
ロ

ωL)-NN∞・

倒
同
内

2
P
H
W
W
H
N
R
Z
ロ
ロ
仏
〈

2
p
g
z口
四
宮
豆
長
。

-mroア
ω
g
l
y
な
お
、
法
哲
学
講
座
第
二
巻
(
昭
況
)
所
収
の
世
良
晃
志
郎
「
封
建
社
会
の
法

思
想
」
参
照
。
世
良
教
授
に
よ
っ
て
は
、
偽
造
文
書
は
、
む
し
ろ
「
法
の
変
動
」
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
数
え
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

側

』

q
r
p
c℃
-
n
F
3・
HCHHH・
ぇ

-H自
民
・

側

同
L

白
ロ
円
包
括

HW
』・

(Uw
同，

r
o
(リ

C〈
巾
三
円
可
問
。
円
四
止
の

rmW22w
〉
河
合

Cロ巴
L
2阻
止

c
p
切
己
門
戸
叶
同

Z

O
匂
吋
民
何
回
円
∞
吋

ο閉山向。〉
F
H
Z
ω
、
口
叶
己
、
吋
同

リ
内
リ
丙
凶
口
同

(
]
F
m
v印
九
日
)
・

い
ず
れ
も
王
家
と
血
縁
関
係
が
あ
り
、
そ
の

論

一一、

へ
ン
リ

l
二
世
の
法
制
改
革
と
王
国
共
同
体
の
成
立

(1) 

へ
ン
リ
二
世
の
法
制
改
革
と
そ
の
後
の
裁
判
権
の
授
与

さ
て
本
稿
の
後
半
の
課
題
で
あ
る
へ
ン
リ
二
世
の
法
制
改
革
と
そ
れ
が
後
代
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
問
題
に
入
る
。
彼
の
法
制
改
革
は
、

英
国
中
世
史
上
最
大
の
事
件
の
一
つ
で
あ
り
、
爾
後
の
英
国
の
法
制
に
永
久
的
な
枠
組
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
。

乙
こ
で
は
そ
の
改
革
内

容
を
全
面
的
に
論
ず
る
余
裕
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
差
当
り
、
彼
の
改
革
と
イ
ミ
ユ
ニ
ス
ト
の
権
利
内
容
が
ど
の
よ
う
な
関
係
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に
あ
っ
た
か
を
問
え
ば
、

そ
れ
で
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

へ
ン
リ
の
改
革
は
イ
ミ
ユ
ニ
ス
ト
の
も

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
は
、
乙
の
と
口
一
に
つ
い
て
、

っ
て
い
た
権
利
の
リ
ス
ト
を
「
廃
語
で
み
た
さ
れ
た
不
可
解
の
リ
ス
ト
」
に
し
て
し
ま
っ
た
と
、
述
べ
て
い
る
。

た
し
か
に
、

へ
ン
リ
は

新
い
し
制
度
や
法
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
各
ロ

l
ド
の
保
持
し
て
き
た
諸
々
の
裁
判
権

g
n
g門

H
E
P
-ロ門
gmg-

P
E
v
m
Z
Yゲ弓
2
等
を
無
価
値
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
か
、

少
く
と
も
そ
れ
ら
の
も
つ
価
値
を
相
対

そ
う
ま
で
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、

的
に
低
下
せ
し
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
彼
に
よ
っ
て
新
し
い
制
度
が
つ
く
ら
れ
、
新
し
い
法
が
提
示
さ
れ
る
と
、
巨
下
の
方

で
も
そ
れ
に
応
じ
て
新
し
い
内
容
の
権
利
を
獲
得
し
て
い
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
ま
ず
、

わ
れ
わ
れ
は
い
く
つ
か
の
点
に
わ
た
っ
て

と
の
こ
と
を
例
証
し
た
い
。

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

ま
ず
へ
ン
リ
一
世
時
代
と
の
関
連
に
お
い
て
述
べ
る
と
、

シ
エ
リ
フ
は
巡
回
裁
判
官

ク
ラ
レ
ン
ド
ン
法
令
(
一
二
ハ
六
)

に
よ
っ
て
、

(
ハ
ン
ド
レ
ド
の
ば
あ
い
は
一
二
名
に
よ
る

を
受
理
す
る
権
限
を

と
と
も
に
、
殺
人
、
強
盗
、
窃
盗
等
の
重
大
犯
罪
に
つ
い
て
の
告
発

与
え
ら
れ
る
一
方
、

た
と
え
ば
同
法
令
九
条
に
は

「
城
の
内
外
、
否
ウ
オ

フ
ラ
ン
ク
プ
リ
ジ
の
組
織
を
監
督
す
る
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
。

フ
ラ
ン
ク
ペ
リ
ジ
の
検
察
を
行
な
う
た
め
、

シ
エ
リ
フ
が
法
廷
や
土
地
に
立
入
る
こ
と

ー
リ
ン
グ
フ
ア
ド
の
オ
ナ
の
中
に
お
い
で
さ
え
、

を
禁
止
す
る
者
を
無
か
ら
し
め
よ
」
と
あ
る
。
と
う
し
た
い
わ
ば
刑
事
裁
判
の
改
革
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
ふ
つ
う
の
ロ

1
ド
た
ち
が
も

っ
て
い
た

5
Fロ
包
宮
内
問
の
リ
パ
テ
イ
は
実
質
的
な
効
力
を
削
が
れ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。

新
し
い
事
態
に
対
応
し
え
な
い
小
フ
ラ
ン

ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。

だ
が
ペ
イ
ン
タ
に
よ
れ
ば
、

チ
ア
イ
ズ
が
衰
退
の
憂
目
に
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、

こ
の
よ
う
な
事
態
の
中
に
あ
っ
て
も
、
小
数
な
が
ら
、

る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
と
い
う
。

シ
エ
リ
フ
の
排
除
1

1

フ
ラ
ン
ク
プ
リ
ジ
の
検
察
を
自
ら
行
な
っ
て
い
た
者
の
あ

ま
た
同
じ
く
へ
ン
リ
二
世
の
創
設
と
推
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
パ
ン
・
弱
ビ
ー
ル
条
令
自
己

8
t
可

g仏
ロ
ロ
仏
国
一
ぬ
が
あ
る
が
、

こ
の
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説

条
令
を
実
施
し
、
罰
金
を
得
る
権
利
は
、
社
会
的
地
位
の
あ
る
人
々
に
よ
っ
て
か
な
り
広
汎
に
行
使
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
権
利
令
状
と
同
じ
く
、
封
建
法
廷
に
重
大
な
制
約
を
加
え
る
乙
と
に
な
っ
た
ー
ー
と
い
う
の
は
、
自
由
保
有
権
を
め
ぐ
る
訴
訟
は

論

乙
の
国
王
の
令
状
が
な
け
れ
ば
、

開
始
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
|
|
動
産
取
戻
令
状
当
巳
昨
年
、
8
1
2
E
が
現
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
封
主

が
封
臣
に
対
し
て
、
動
産
の
不
法
な
差
押
を
行
な
っ
た
と
き
、
封
臣
が
チ
ア
ン
セ
り
に
そ
の
回
復
の
救
済
を
求
め
る
令
状
で
あ
る
。

れ(令
rtエ状

iζ 
よ
る
訴
訟
は

ジ
オ
ン
の
と
き
、
〈
巳
EHHHHZロ
自
民
な
る
新
し
い
名
称
を
冠
せ
ら
れ
て
、
王
権
の
独
占
で
あ
る
こ
と
が
宣
言
さ

の
ち
に
引
用
す
る
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
一
節
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
に
よ
っ
て
も
そ
れ
は
王
権
所
管
の
訴
訟
の
一
つ
に
数
え
ら

れ
て
い
る
。

チ
芦

1
タ

ペ
イ
ン
タ
は
乙
れ
を
特
定
し
て
俗
人
に
与
え
た
証
書
は
発
見
で
き
な
い
が
、
そ
の
権
利
は

B
E目
。
向
者
吾
を
も
っ
者
の
権
利
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
そ
れ
を
も
っ
者
の
所

乙
の
権
利
は
授
与
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

領
に
シ
エ
リ
フ
が
立
入
る
こ
と
を
妨
げ
た
の
で
、

そ
う
し
た
裁
判
機
能
は
そ
の
所
領
の
管
理
者
に
よ
っ
て
果
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
か
ら
。
ま
た
授
与
の
一
般
的
な
記
述
を
も
と
に
し
て

l
l
「
一
切
の
り
パ
テ
イ
」
を
伴
う
、
あ
る
マ
ナ
の
授
与
と
い
う
よ
う
な
句

ー
ー
と
の
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
を
請
求
し
て
い
る
者
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
∞
同
5
4『
庄
内
問
。
一
一
回
丘
町
戸
戸
ロ
伺
(
ア
ラ
ン
ド
ル
伯
)
の
後
継
者
た
ち
の

よ
う
に
、
纂
奪
に
よ
っ
て
、
実
際
に
、
動
産
取
戻
訴
訟
を
行
な
っ
て
い
る
者
が
あ
る
。
が
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
グ
ロ
ス
タ
の
ア
ー

ル
'
の
如
き
当
時
最
も
有
力
な
人
物
が
、
国
王
の
独
占
を
無
視
し
ぐ
E
E
B
Z吉
正
と
称
ば
な
い
で
乙
の
訴
訟
を
行
な
う
こ
と
を
い
さ
ぎ

よ
し
と
せ
ず
、
国
王
の
令
'
状
に
よ
っ
て
開
審
し
て
い
る
と
い
う
事
実
'
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
以
上
の
例
は
動
産
取
民
訴
訟
が
ロ

l
ド
の
も
と
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
乙
と
を
示
す
証
拠
で
あ
る
。

そ
う
し
て
こ

の
訴
訟
は
フ
ラ
ン
ク
ブ
り
ジ
の
検
察
や
、
パ
ン
・
弱
ビ
ー
ル
条
令
色
と
も
に
、

ノ
ル
マ
ン
王
朝
下
に
一
般
に
み
ら
れ
た
神
判
を
行
な
う
権

乙
の
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門

口

)

利
ユ

mz。
向
。
正

2-
や
宮
町
自
色
E
え
よ
り
も
、
貴
重
な
り
パ
テ
ィ
と
な
っ
て
い
る
乙
と
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
以
来
、

へ
ン
リ
の
改
革
の
中
で
と
り
わ
け
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
占
有
回
復
訴
訟
句
。
Z
2
8ミ

E
丘

Ng
を

あ
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ヘ
ン
リ
二
世
は
、

一
応
、
財
産
に
対
す
る
権
利
と
し
て
吉
田

8
g
Sロ
の
あ
る
乙
と
を
指
示
し
、

そ
れ
を

侵
奪
さ
れ
た
者
に
対
し
、
国
王
裁
判
所
が
独
占
的
に
救
済
手
段
を
与
え
る
乙
と
と
し
た
。

そ
の
最
も
代
表
的
な
も
の
は
侵
奪
不
動
産
占
有

回
復
訴
訟

B
包
括

oh
口。〈

0
7出
m
S
Eロ
で
あ
る
。

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、
・
と
の
訴
訟
は
カ
ノ
ン
法
学
者
の
由
主
。
名
0
5、
ひ
い
て

は
ロ
1
7
法
の
ロ
ロ
仏
三
な
る
法
務
官
の
特
示
命
令
に
示
唆
さ
れ
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。

が
同
時
に
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
お
け
る
こ
の
訴
訟
に
は
、
非
カ
ノ
ン
法
的
、
非
ロ

I
マ
法
的
要
素
も
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
乙
の
訴
訟
の
展
開
は
、

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

い
わ
ゆ
る
「
国
王
の
平
和
」
と
い
う
公
共
性
の
観
念
と
密
接
に
結
び
つ
き
、
王
権
の
発
達
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
と
考
え
ら
れ
る
点
で

特
に
注
目
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
王
権
側
に
お
け
る
こ
う
し
た
救
済
手
段
の
導
入
は
、
国
王
裁
判
の
権
威
、
さ
ら
に
は
王
権
そ
の
も
の

の
地
位
を
高
め
、
中
央
に
お
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
地
方
に
お
い
て
も
、
国
王
の
役
人
、
裁
判
官
の
活
動
を
中
心
と
し
て
、

そ
う
し
て
不
動
産
占
有
の
侵
奪
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
ば
あ
い
、 一

般
法

形
成
の
輪
郭
を
し
だ
い
に
明
確
K
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
っ
た
。

れ
に
評
決
を
与
え
る
の
は
陪
審
で
あ
り
(
彼
ら
を
召
集
、
登
録
す
る
の
は
シ
エ
リ
フ
)
十
三
世
紀
を
通
じ
て
、

そ
の
地
の
有
力
な
自
白
人

国
王
の
正
義
H

裁
判
の
実
現
の
た
め
に
、
徹
底
的
に
訓
練
か
つ
教
育
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

や
ナ
イ
ト
が
召
集
さ
れ
、

占
有
侵
奪
の
事
件
が

「
ヘ
ン
リ
三
世
の
裁
判
記
録
を
二
、
一
ニ
研
究
し
て
み

ほ
と
ん
ど
万
人
が
万
人
を
侵
奪
し
て
い
た
立

R
P
Hぬ
と
い
う
感
じ
を
抱
か
せ
ら
れ
る
」
。

い
か
に
多
か
っ
た
か
は
、

ボ
ー
イ
ク
の
次
の
言
葉
か
ら
も
容
易
に
想
像
さ
れ
よ
う
。

る
だ
け
で
も
、

ζ

の
こ
と
は
、

そ
の
前
の
ジ
オ

ン
王
時
代
に
つ
い
て
も
ス
テ
ン
ト
ン
〈
D
-
M
)
の
級
密
な
一
研
究
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
て
い
る
。

占
有
回
復
訴
訟
に
よ
る
救
済
は
彼

の
治
世
に
も
多
く
、
彼
自
身
か
な
り
熱
心
に
こ
れ
ら
の
事
件
を
聴
取
し
て
い
た
跡
が
伺
わ
れ
、

そ
の
意
味
で
は
彼
は
タ
イ
ラ
ン
ト
に
す
ぎ 乙
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説

な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
彼
の
も
と
に
お
い
て
コ
モ
ン
"
ロ

1
の
顕
著
な
発
展
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
占
有
回
復
訴
訟
は
授
与
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

乙
れ
は
国
王
に
よ
る
裁
判
支
配
の
中
核
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

た
や
す
く
は
手

論

放
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
「
国
王
の
統
治
機
構
の
複
製
」

で
あ
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
パ
ラ
チ
ネ

l
ト
の
い
く
つ
か
で
は
、

ら
が
確
保
さ
れ
た
乙
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
乙
の
点
に
つ
い
て
は
、

パ
ラ
チ
、
不

1
ト
の
歴
史
を
検
討
す
る
、
次
節
の
行
論
の
中
で
本
格

的
に
ふ
れ
る
と
と
と
し
た
い
。

さ
て
、

ヘ
ン
リ
二
世
の
改
革
後
王
権
や
ロ

1
ド
の
も
と
に
現
わ
れ
る
裁
判
権
と
改
革
以
前
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
考
え
て
み
る
と
き
、

ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
付
、

た
し
か
に
従
来
の
裁
判
権
の
価
値
を
低
下
せ
し
め
た
が
、

そ
の
絶
無

ヘ
ン
リ
の
改
革
は
、

を
期
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
同
円
、

ヘ
ン
リ
の
改
革
の
後
に
は
む
し
ろ
よ
り
高
次
の
裁
判
権
の
授
与
が
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
付
に
つ

い
て
は

g
n
g門
戸
田
。
口
の
ば
あ
い
を
想
起
し
た
だ
け
で
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。

征
服
後
か
ら
約
三
世
紀
に
わ
た
っ
て
様
々
な
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ

ズ
を
分
析
し
た
ペ
イ
ン
タ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
印
宮
田
口
仏
国
on
な
る
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
は
、

は
、
あ
ま
り
に
広
汎
に
保
有
さ
れ
て
い
た
が
故
に
、

大
き
t1 
員バ

ロ
味

ン
の
対の

特
象
弔権

寺町ー
(J:15E 
」れ

まる
7こ l乙

英
国
の
パ
ロ
ニ
イ
の
歴
史
家
に
と
っ
て
は
、

へ
ン
リ
の
改
革
後
の
裁
判
権
の
授
与
に
つ
い
て
は
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
乙
う
。
最
初
き
わ
め
て
貴
重
な
特
権
と
さ
れ
た
も
の
も
、
時

代
の
経
る
に
し
た
が
っ
て
、

し
だ
い
に
あ
り
ふ
れ
た
権
利
と
な
っ
て
い
く
か
に
み
え
る
現
象
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

こ
の
こ
と
は
「
フ
ラ

ン
ク
プ
リ
ジ
の
検
察
権
」
を
想
起
す
る
だ
け
で
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。

ヘ
ン
リ
の
改
革
当
初
は
、
シ
エ
リ
フ
以
外
そ
れ
を
行
使
す
る
者
は
、

き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
、

一
三
世
紀
末
に
な
る
と
、

て
一
般
的
な
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
権
利
は
、

ロ
ー
ド
側
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
き
わ
め

ま
た
、

一
三
七
七
年
の
誇
願
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
に
関
す
る
特
許
状
の
中
の
一
般
条
項
を
も
っ
と
ゆ
る
や

ロ
ー
ド
た
ち
は
、

そ

れ
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か
に
解
釈
し
、
授
与
が
な
く
と
も
占
有
回
復
訴
訟
を
行
な
う
権
利
が
も
て
る
よ
う
に
懇
請
し
て
い
ら
れ
る
の
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
以
上
の

乙
と
と
関
連
し
て
、

セ
ン
ト
n
オ
I
パ
ン
ズ
修
道
院
の
法
廷
に
お
け
る
占
有
回
復
訴
訟
に
つ
い
て
、

レ
1
グ
イ
ト
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ

て
い
る
特
異
な
事
実
に
言
及
し
て
お
と
う
。

そ
乙
で
は
、

エ
ド
ワ
ド
三
世
に
な
る
と
、

そ
の
訴
訟
は
も
っ
と
も
あ
り
ふ
れ
た
も
の
と
な
っ

グ
ィ
レ

γ
H
Zフ
γ
ド

三

日

J
V

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
隷
農
地
な
の
で
あ
る
。

ζ

の
こ
と
は
、
国

て
い
る
。

そ
れ
の
適
用
さ
れ
た
土
地
は
、

が
と
く
に
興
味
深
い
の
は
、

王
の
ロ

I
ド
に
対
す
る
授
与
が
一
般
的
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
同
時
に
、

ロ
ー
ド
も
ま
た
彼
の
マ
ン
が
権
利
に
あ
ず
か

る
チ
ア
ン
ス
を
弛
緩
・
拡
大
し
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
、

と
い
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
は
、

一
般
に
、
占
有
回
復
訴

訟
制
定
当
初
、

そ
れ
に
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
の
は
自
由
保
有
地
の
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
通
説
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

フランチァイズ裁判権と「王国共同体j の成立

と
も
あ
れ
、

へ
ン
リ
の
改
革
と
そ
の
後
の
裁
判
権
の
在
り
方
を
み
る
な
ら
ば
、
最
初
、
高
い
特
権
と
し
て
そ
の
授
与
の
限

こ
の
よ
'
つ
に
、

定
さ
れ
て
い
た
も
の
も
、

そ
の
原
理
は
し
だ
い
に
緩
和
さ
れ
、

そ
の
授
与
は
一
般
化
さ
れ
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

う
し
て
、

ヘ
ン
リ
の
改
革
前
に
あ
っ
た
芦
口
自
門

r
R等
の
よ
う
な
裁
判
権
の
授
与
に
つ
い
て
も
、

恐
ら
く
同
様
の
と
と
が
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
、

g
n
g円
山
由
。
ロ
に
つ
い
て
の
ペ
イ
ン
タ
の
陳
述
は
、

ま
た
、

こ
の
よ
う
な
側
面
を
伝
え
て
い
る
発
言
と
も
、

そ
の
意
味
を
と
る
乙
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

以
上
本
節
で
は
、

へ
ン
リ
二
世
の
法
制
改
革
か
ら
説
き
始
め
、
は
る
か
そ
の
後
代
へ
の
影
響
に
つ
い
て
ま
で
、
い
い
及
ぶ
に
い
た
っ
た
。

あ
ら
た
め
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
乙
乙
で
要
約
す
れ
ば
、

そ
れ
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
ア
ン
ジ
ュ
ヴ
ィ
ン
の

諸
王
は

バ
ロ
ン
達
を

そ
の
自
然
の
敵
、

ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
を
自
然
の
悪
自
己
ロ
5
5
8
と
み
な
し
て
い
た
と
考
え
る
ζ

と
が
で
き

ぬ

ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
を
国
王
の
統
治
機
構
の
一
般
的
な
型
に
統
合

へ
ン
リ
の
改
革
は
、
長
期
的
に
み
れ
ば
、
大
で
あ
れ
、
小
で
あ
れ
、

す
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
」

そ
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説

山

Huc--DnrlyE乙
E
P
3
-
n
x
-
r
七

-N毘・

間
〉
切
回
一
回
市

C同
(
U
F
Bロ
L
c
p
。
・
戸
三
・

ωzrrmuω
己
σ
口同

(urR円。
Hw
可
-Eω
切
開
・
出
・
0
・
H》-AHO∞・

間

ω
E
r
g
-
C』

Men-了
間

YEAH-HW-E-U-HVEAFOψ
・
会
出
口

Cロ
ωユ
と
お

c
u
z
h
H胆
円
一
国
三
開
口

E
B
〈ゆ

-
O
M仲
5

8
巴
己

-Egw
ロ
2
2
u
s
-ロ

r
D
D
O
B
L
O

者
出
口
ロ
聞
広

c
E
U
A巳
〈

2
2
2
8
8
B古
田

Z
H
S
5
5
2円
E
E
〈
巳
お
口
出
阿
国
師

E
自
主
三
号
ロ
ハ
HCω
片岡山口

g
m
1
0間
HE--::3・
同
法
令
一
一
条
に

も
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
条
文
が
あ
る
。
ウ
オ
リ
ン
グ
フ
ァ
ド
の
オ
ナ
は
、
ス
テ
イ

l
ヴ
ン
の
時
代
、
モ
ー
ド
の
夫
、
回
江
田
口
出
足
。
。
ロ
互
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ

て
い
た
と
と
が
知
ら
れ
(
え

-
E
Bさ
P
開
口
包
ぽ

r
F
Z
E
r
F
唱・

8
P
ロ
-
U
)
、
ζ

の
時
代
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
有
力
な
封
建
的
所
領
の
一
つ
で
あ

セ
d
J

ュ
!
リ
ア
ル
リ
コ
ー
ト

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
へ
ン
リ
の
政
策
が
領
主
法
廷
に
大
き
な
制
約
を
加
え
た
と
推
定
さ
れ
る
根
拠
の
一
つ
も
こ
こ
に
あ
る
。
な
お
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
同
法
令
八
条
も
参
照
。

凶

E~口
広
♂

o
-
u
g了
間

v
g・
し
か
し
一
三
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
フ
ラ
ン
ク
プ
リ
ジ
の
検
察
権
は
、
き
わ
め
て
あ
り
ふ
れ
た
フ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
o

同
Z
L
U
日)同】

-mvmw@・

同
州

HM白
百
円
。
♂

O℃

n
X
V
3
m
w∞
叶

-
W
E
D
B
mロ
♂
の

-pw
間口

m-ur
ぐ日一

-
a
O
2
5
号
。
，
吋
E
2
2ロ
H
r
(
υ
S
E
q・
5
8・℃可・

ωHMlωwω
∞
印
・
ホ
マ
ン
ズ

に
よ
れ
ば
、
弱
ビ
ー
ル
条
令
の
審
理
権
と
は
「
マ
ナ
に
お
い
て
醸
造
さ
れ
、
売
り
に
出
さ
れ
た
弱
ピ

l
ル
が
法
令
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
た
基
準
に
合
致
し

て
い
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
権
利
」
で
あ
る
。

刷
乙
の
令
状
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば

ζ
E
F
E
u
m，
名
"
吋
宮
町

2Eω
え

〉

5
0口
三
【
U
C
B
E
S
E
t♂

5
g
(ご
片
足
・

5
0
3
u
宅
-NHlN∞-

そ
の
形
式
の
実
例
に
つ
い
て
は
、

3
・∞
Ni呂田

m
E
F
H
w
g
p
c℃
凸
』
了
間

V-HO吋・

附
同
ず
広
・
粗
削
》

-
H
S・
な
お

5
2
3
0同
君
互
に
つ
い
て
は
、

F
M
P
U
3
M
g
i∞
参
照
。
乙
の
特
権
を
も
っ
ロ

l
ド
の
領
地
内
に
関
す
る
令
状
を
シ
エ

リ
フ
が
受
取
っ
た
ば
あ
い
、
彼
は
そ
の
執
行
を
口

l
ド
の
ベ
イ
リ
フ
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
2
2
0『
耳
門
誌
な
る
名
称
が
現
わ
れ
る
の
は
、

へ
ン
リ
三
世
治
下
で
あ
る
が
、
乙
う
し
た
特
権
の
内
容
そ
の
も
の
は
、
一
二

O
O年
ま
で
に
は
、
明
確
な
か
た
ち
を
と
っ
て
い
た
と
ベ
イ
ン
タ
は
推
定
し

て
い
る
。

剛
山
同
日
比
仏
-
w

℃
-
H
C白・

側

H
z
p
g
m
y
グ
ロ

l
ス
タ
の
ア
!
ル
は
こ
の
時
期
の
最
も
有
力
な
ア

lLH
の
一
人
で
あ
る
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
ク
レ
ア
家
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。

ク
レ
ア
家
に
つ
い
て
は
、
司
色
ロ
芯
♂

ω-w
町
内
ロ
ふ
丘
町

g
白
口
込
ピ
ゲ
百
円
昨
日
J-u℃
-MN。
同
・
参
照
。
ま
た
、
た
と
え
ば
、
百
円

}
g
E
C同
色
白
尽
に
つ
い
て
は

論
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フランチ 7 イズ裁判権と f王国共同体Jの成立

、同，

s
r
m円ロ
owMN
司

w
吋
r
o
H
v
n
g
o
s
-
問。

-
o
d同
盟
B
O
D
L刊

Z
O口問
O
E
Z
P開

pw江
主
え
切
回
円
。
ロ
片
山
-
如
何
同

2
B
P門
戸
仏
岡
山
岳
何
--poロ
H
N
g
l
g

(
見
向

-2間
}
H
F
R
E
E
S
E
E
-
q・
5
2
)
参
照
。

凶

ノ

ル

7

ン
王
朝
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
権
利
に
つ
い
て
は

Z
R
E
E
W
〉ロ

m-0・Z
2自
白
口
町

H
-
g
n
z
z
p
宅・

8
め
J

吋・

聞
こ
れ
ら
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
司
三
宮
島
玄
室

-
E《y
c
?
n
F
r
宅

-
H
8
1
p
ζ
呂
-
E
L
L
-
R自
由
。
『
〉

2
5
P
宅

ミ

戸

仏

国

2
3
(
U
D
E
H
E
t
-

C
E
-
出
E
c
q
c
h
開
ロ
田
宮
口
《
ゲ
巴
日

C(H
呉
旦
-uHUC∞
)
参
照
。
た
と
え
ば
侵
奪
不
動
産
占
有
回
復
訴
訟
の
制
定
過
程
は
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

「
・
:
:
:
:
多
分
一
一
六
六
年
の
最
初
の
数
ヶ
月
の
う
ち
に
、
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
に
お
い
て
関
か
れ
た
会
議
に
お
い
て
、
へ
ン
リ
は
、
は
る
か
に
重
要
な

オ
ー
デ
ィ
ナ

γ
ス

プ

ロ

セ

デ

ュ

ア

一
歩
を
ふ
み
出
し
た
。
彼
は
一
つ
の
律
令
を
発
布
し
、
一
つ
の
手
続
を
制
定
し
た
。
そ
の
律
令
も
手
続
も
と
も
に
:
・
:
:
:
・
虫
色

S
ロ
D
話
。

会
ω
Z
Eロ
目
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
会
議
に
お
い
て
・
:
:
:
:
:
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
法
令
と
し
て
知
ら
れ
る
勅
令
が
π
公
布
さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ

パ
イ
プ
H
ロ
ー
ル

の
日
付
を
侵
奪
不
動
産
占
有
回
復
訴
訟
の
日
付
と
定
め
る
、
と
い
う
の
は
、
乙
の
す
ぐ
の
ち
の
宮
廷
財
政
記
録
は
:
:
:
:
・
わ
れ
わ
れ
に
『
国
王
の
ア

サ
イ
ズ
』
に
対
す
る
仏

U
E
5
5
の
た
め
に
罰
金
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
人
々
の
乙
と
を
伝
え
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
点
以
降
、
わ
れ
わ
れ
は
、

年
ご
と
に
と
の
よ
う
な
伝
え
を
う
る
よ
う
に
な
る
ο
」
司

o-znrig巳
E
E
W
C匂
・
巳
了
間
)
℃

-
H
8
1由
u
も
う
一
つ
の
占
有
回
復
訴
訟
、

g
E
E
C問
自
己
三

円

E
R
g
s円
(
相
続
不
動
産
占
有
回
復
訴
訟
)
の
規
定
は
、
ノ

l
サ
ム
プ
タ
ン
法
令
二
一
七
六
)
第
四
条
に
見
出
さ
れ
る
。
ぇ
・
開
・
同
・
0
・u匂
・
企

N・
ま
た
7

1
グ
ナ
カ
ル
タ
(
一
一
一
一
五
)
の
第
一
八
条
に
は
、
三
つ
の
占
有
回
復
訴
訟
ロ

o
g
L
E
Z
E
E
-
w
g
D
E
E
M
g
S
E
C
H
E
お
よ
び

E
F
5
E
H
V
B
m
g
S
E
C

(
僧
職
推
挙
権
回
復
訴
訟
)
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
と
は
有
名
で
あ
る
。
こ
う
し
た
訴
訟
形
式
は
、
わ
が
国
の
法
学
者
に
た
っ
て
も
、
か
な
り
古
く
か
ら
注

目
を
浴
び
て
き
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
乙
う
し
た
訴
訟
の
基
礎
と
な
っ
た
中
世
独
特
の
「
占
有
」
概
念

2
5
5
に
つ
い
て
は
型
忌

cnrl

y向同』巳田口
ι"cu-nx-wEW
℃同
y
N
U
l∞。・

間

同

ν
c
i
n
r
p
Hり
・
冨

-w
百
口
問

Z
g
q
H
H
H
ω
ロ
L
H
h
c
E
何
牛
耳
R
P
H
U鳥
"
同
Y
H
5・
以
下
目
口
問
国

g
門司

HHH
と
略
記

O

M
E
g
g
p
u
y向
-w
百
ロ
ぬ
』

c
E
E仏
任
。

(UCEHZC同』
E
C
n巾
u
s
a
-
(初丘町』回目
H
F
0
2
z
B
S
E
E
c
q
γ

回

目
ν
巳
ロ
仲
間
♂
明
白
ロ
門

E

∞R
Oロ
u
C

匂
-E-

岡
本
節
註
凶
参
照
。

聞
の
同

Bw
吋
『
お
り
2
-
5ぬ
釦
口
牛
町
内
ニ

-
o同
開
口

m
z
r
p
u
Z
L丘
町

Bw
℃
-
N
5・

回
円
、

2
0
2
u
H凶・

ω
z
-
2
5
ζ
g
q
Z乱
用

由

E
c
q
w
S
ω
∞
L
M匂・

5
N
U
-

こ
乙
で
一
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
一
九
五
八
年
、
秋
、
ロ
ン
ド
ン
で
行
な

わ
れ
た
英
ソ
歴
史
家
会
議
に
お
け
る
ケ
ア
ム
・
コ
ス
ミ
ン
ス
キ
の
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
特
質
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
乙
の
席
上
で
の
コ
ス
ミ
ン
ス
キ
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説

の
発
言
は
、
ヴ
イ
ノ
グ
ラ
ド
フ
以
来
、
英
国
農
業
史
の
研
究
に
と
り
わ
け
関
係
の
深
い
、
ソ
ヴ
ェ

l
ト
の
歴
史
家
の
見
解
を
知
る
上
で
、
ま
乙
と
に
興
味

深
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
コ
ス
ミ
ン
ス
キ
が
へ
ン
り
二
世
の
改
革
の
い
わ
ば
階
級
性
と
い
う
べ
き
も
の
を
指
摘
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
へ
ン
リ
の
立
法
に
よ
っ
て
、
自
由
人
と
非
自
白
人
と
が
峻
別
さ
れ
、
そ
の
断
絶
は
、
国
王
裁
判
所
の
発
展
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た

と
。
と
す
れ
ば
国
王
裁
判
所
に
よ
る
救
済
手
段
の
発
明
の
ご
と
き
も
、
非
自
白
人
H
農
民
に
と
っ
て
は
全
く
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
乙
れ
に
対
し

ケ
ア
ム
は
、
隷
農
の
地
位
は
無
権
利
な
も
の
で
な
く
、
国
王
裁
判
所
は
、
た
ん
に
富
裕
な
自
由
民
だ
け
で
な
く
、
貧
し
い
自
由
民
に
た
い
し
て
も
保
護
を

あ
た
え
た
と
応
答
し
た
よ
う
で
あ
る
。

ζ

れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
い
か
に
も
英
ソ
の
歴
史
家
ら
し
い
や
り
と
り
と
り
で
あ
る
。

私
は
、
乙
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
乙
う
考
え
る
。
恐
ら
く
、
中
世
の
諸
王
の
施
策
の
ど
と
き
も
の
は
、
専
ら
、
支
配
層
を
対
象
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の

で
な
は
い
の
か
、
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
そ
の
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
占
有
回
復
訴
訟
も
、
当
初
に
お
い
て
は
、
殆
ど
専
ら
自
由
保

有
地
を
も
っ
者
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
当
初
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
特
権
を
、
し
だ
い
に
一
般
化
し
て
い
く
の

が
、
英
国
国
制
の
特
質
、
あ
る
い
は
支
配
層
の
被
支
配
属
に
対
す
る
や
り
方
、
あ
る
い
は
与
巾

s
o
n
g
5
2
5ロ
の
一
つ
の
在
り
方
で
あ
る
、
と
。
一
四
位

仏

w
p
h
v
山
リ
か
セ
ン
ト
H

オ
l
パ
ン
ズ
の
法
廷
に
お
け
る
丘
一
F
E
に
関
す
る
こ
の
訴
訟
の
適
用
も
、
そ
う
し
た
一
般
化
の
一
例
を
示
し
て
る
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
一
般
化
す
る
ば
あ
い
、
支
配
層
に
と
っ
て
は
、
そ
の
特
権
が
、
特
権
と
し
て
の
価
値
を
も
た
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
1

1ー

た
と
え
ば
、
従
来
の
特
権
以
上
の
特
権
が
出
来
て
く
る
と
い
う
事
情
1

1

が
発
生
し
て
い
る
ζ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

(
右
の
コ
ス
ミ
ン
ス
キ
の
発
言
は
、
の
ち
に
、
草
稿
に
移
さ
れ
、
の
。
・
《
(
U
-
u
巾
h
z
z吋
国
市
岡
田
》
回
E
H
W
M〈
口
湖
玄
-
w

〉
ヱ
の
の
の
℃
・

5
g切
に
遺
稿
と
し

て
発
表
さ
れ
た
。
福
富
正
実
氏
に
よ
っ
て
そ
の
翻
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
。
山
口
経
済
学
雑
誌
十
二
巻
三
号
、
悶
お
。
こ
ζ

で
は
、
そ
れ
を
利
用
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。
)

制

。

ωBW
】
凶
〈

c-E片品
cp-u-Aω
吋
・
た
だ
し

h

自由
Z
B
E
印
命
、
に
は
次
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
「
犯
罪
は
自
然
犯
旨
丸
戸
田
呂
田
ぬ
か
法
定
犯
自
己
ロ

B

}以

g
z
z
z
g
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
が
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
違
反
は
自
然
犯
で
あ
り
、
他
方
法
定
犯
と
は
、
国
会
制
定
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
犯
罪
で
あ

っ
て
勅
令
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
」
乙
れ
は
、
コ
ウ
ク
の
定
義
で
あ
る
(
伊
藤
正
己
「
イ
ギ
リ
ス
公
法
の
原
理
」
昭
初
、
六
七
頁
よ
り
引
用
。
ケ
ウ
ム
が

本
文
の
よ
う
な
記
述
を
行
な
っ
た
と
き
、
果
し
て
、
右
の
コ
ウ
ク
定
裁
を
念
頭
に
お
い
た
か
、
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ

を
、
中
世
の
意
味
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
本
稿
の
冒
頭
で
、
ハ
ス
キ
ン
ズ
の
言
葉
を
か
り
で
説
明
し
た
意
味
で
の
コ
モ
ン
H

ロ
!
と
対

立
す
る
特
権
(
領
域
)
と
考
え
て
い
な
い
こ
と
だ
け
は
、
た
し
か
で
あ
る
。

論
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(2) 

パ
ラ
チ
ネ
l
ト
の
特
権
の
歴
史

|
|
ダ

1
ラ
ム
、

エ
リ
イ
、

チ
ェ
ス
タ
の
ば
あ
い
l
l
ー

前
節
の
末
尾
で
述
べ
た
へ
ン
リ
の
改
革
に
対
す
る
評
価
を
、
代
表
的
な
三
つ
の
リ
パ
テ
イ
な
い
し
カ
ウ
ン
テ
イ
H

パ
ラ
タ

イ
ン
の
歴
史
を
探
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
も
う
少
し
具
体
的
に
裏
付
け
て
み
た
い
。
〔
一
〕
ま
ず
ダ

1
ラ
ム
の
カ
ウ
ン
テ
イ
u
パ

ラ

タ

イ

ン

か
ら
。 本

節
で
は
、

こ
の
領
域
の
特
異
な
起
源
は
、

ノ
1
サ
ム
ブ
リ
ア
の
支
配
者
た
ち
ー
ー
ー

ω正
巳
ロ
(
九
世
紀
後
半
)
、

0
2戸
叶
。
丘
町
(
十
・
十
一
世
紀
)

ー
ー
の
ウ
エ
セ
ク
ス
か
ら
の
独
立
の
努
力
に
負
う
て
い
る
。
そ
し
て
一

O
六
六
年
の
後
、

5
0岳
民
の
も
と
で
ノ
l
サ
ム
ブ
リ
ア
は
ヨ

I
ク

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

と
ノ

1
サ
ム
パ

1
ラ
ン
ド
の
二
つ
の
ア
ー
ル
ダ
ム
に
分
割
さ
れ
、
後
者
は
一

O
七
五
年
、
ノ
ル
マ
ン
人
の
最
初
の
ダ

I
ラ
ム
司
教
巧
包
各
日

の
手
に
渡
っ
た
。

ノ
I
サ
ム
ブ
リ
ア
の
支
配
者

1
ア
ー
ル
は
、

と
こ
ろ
で
、

ド
ウ

1
ム
ズ
デ
イ
"
ブ
ク
の
中
の
一
句
「
エ
ド
ワ
ド
の
時
代

:
国
王
は
、
該
ア
ー
ル
の
マ
ナ
で
は
何
も
の
も
有
せ
ざ
り
き
」
と
あ
る
と
と
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
不
入
の
特
権
を
も
っ
て
い
た
と
考
え

れら

竺~~
そ
の
ア
ー
ル
か
ら
権
利
を
継
承
し
た
ダ

1
ラ
ム
の
司
教
た
ち
も
、
宅
問
一
口
『
号
以
後
、
そ
の
ま
ま
特
権
を
維
持
し
て
い
た
と
推
定
さ

法
制
上
の
観
点
か
ら
し
て
、

し
か
し
、

ダ
1
ラ
ム
が
、

カ
ウ
ン
テ
イ
H

パ
ラ
タ
イ
ン
の
実
質
を
備
え
は
じ
め
て
く
る
の
は
、

へ
ン
リ
二

世
の
従
弟
で
こ
の
地
の
司
教
で
あ
っ
た
出
正
門
一

rHVEra(在
位
一
一
五
三
|
九
五
)
な
い
し
ジ
オ
ン
王
の
と
き
か
ら
で
あ
る
。

ヒ
ュ

1
の

と
き
「
朕
の
祖
父
へ
ン
リ
(
一
世
)
の
時
代
に
裁
判
権
を
も
っ
て
い
た
す
べ
て
の
事
件
に
つ
い
て
法
廷
を
聞
き
、

こ
の
司
教
区
の
人
々
は
裁

判
の
惚
怠
あ
る
ば
あ
い
を
除
き
、
司
教
の
法
廷
以
外
の
と
こ
ろ
で
訴
訟
を
な
し
得
な
い
」

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
彼
は
、
従
来
国
王

の
支
配
下
に
あ
っ
た
∞
邑

Z
掲
の
ワ

1
ペ
ン
テ
イ
ク
(
該
カ
ウ
ン
テ
イ
の
東
南
部
の
一
端
)
を
買
い
取
り
、

ダ
1
ラ
ム
の
領
域
に
対
す
る
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説

支
配
を
完
成
し
た
。
彼
は
ま
た
、
先
に
述
べ
た
の
伺

E
E
O同

J

円
。
品
等
と
同
じ
く
、
国
王
の
統
治
機
構
の
内
情
に
よ
く
通
じ
て
お
り
王
権

そ
れ
に
対
応
し
て
、
司
教
区
の
古
い
法
や
制
度
の
改
革
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
模
倣
さ
れ
て
、

側
の
改
革
に
際
し
て
は
、

論

に
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。

ヒ
ュ

1
の
死
後
十
一
年
目
、

つ
ま
り
ジ
オ
ン
王
の
と
き
、
司
教
区
内
部
の
変
動
を
如
実
に
一
示
す
、
き
わ
め

て
興
味
深
い
事
件
が
起
っ
て
い
る
。

。gF
a
p
N
の

g
F
a
な
る
者
が
、
最
初
、

そ
の
自
由
保
有
地

5
2
おロ
m
B
g
E
B
を
め
ぐ
る
訴
に
つ
き
、
司
教
の
令
状
に
よ
っ

て
召
喚
さ
れ
、
グ
ラ
ン
ド
n
ア
サ
イ
ズ
(
大
陪
審
、
す
で
に
国
王
裁
判
上
の
手
続
と
な
っ
て
い
た
)
を
用
い
得
な
い
こ
と
、

つ
ま
り
決
闘
裁

判
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
宣
告
さ
れ
た
。

そ
こ
で
ジ
エ
フ
り
は
国
王
裁
判
官
の
前
に
現
わ
れ
、

い
か
な
る
自
由
人
も
自
由
保
有

地
に
つ
い
て
は
、
国
王
の
令
状
が
な
け
れ
ば
訴
え
ら
れ
な
い
以
上
、

こ
の
よ
う
な
強
制
に
服
す
る
必
要
は
な
い
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対

し
司
教
フ
イ
リ
プ
は
、

ヒ
ュ

1
の
と
き
彼
に
よ
っ
て
享
有
さ
れ
、
国
王
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
一
切
の
特
権
を
記
し
た
証
書
を
提
出
し
、

こ
の
事
件
に
つ
い
て
も
自
ら
の
令
状
に
よ
っ
て
裁
判
し
う
る
こ
と
在
主
張
し
た
。

こ
の
事
件
に
当
面
し
た
裁
判
官
た
ち
は
か
な
り
困
惑

し
、
そ
の
解
決
は
し
ば
ら
く
遅
滞
し
た
が
、
そ
れ
は
、
結
局
、

チ
ァ

1
タ

国
王
の
証
書
の
授
与
に
よ
っ
て
終
末
を
み
た
。
そ
の
証
書
は
、
自
由
保
有
地
に
つ
い
て
は
王
国
の
慣
習
、

出
丸
山
耳
目
円

r
p
(該
司
教
区
の
古
名
)
の
ナ
イ
ト
、

フ
リ
1
ホ
ー
ル
ダ
へ
の

で
な
け
れ
ば
訴
え
ら
れ
え
な
い
ζ

と、

王
法
的
な
ア
サ
イ
ズ
に
よ
る
の

こ
う
し
た
ア
サ
イ
ズ
を
司
教
の
法
廷
で
用
い
る
こ
と
を
承
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
の
事
件
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
次
の
三
つ
の
点
で
あ
る
。

司
教
の
法
廷
の
存
続
に
お
い
て
果
し
た
、

そ
の
第
一
ほ
、

ナ
イ
ト

フ
リ
I
ホ
ー
ル
ダ
の
役
割
で
あ
る
。
彼
ら
は
、

ジ
ェ
フ
リ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
新
し
い
訴
訟
手
続
の
便
利
さ
を
見
抜
き
、

そ
れ
を
求
め

た
と
思
わ
れ
る
。

が
、
ダ

1
ラ
ム
の
法
廷
の
独
立
性
ま
で
放
棄
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

司
教
が
こ
の
事
件
の
途
中
で
亡
く
な
っ
た
こ

と
に
も
よ
る
が
、
彼
ら
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
ア
サ
イ
ズ
を
も
ち
、

ダ
1
ラ
ム
の
司
教
の
リ
1
ベ
ル
タ

I
ス
を
救
う
た
め
」
国
王
の 挙
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ト
レ
ザ
リ
に
多
額
の
金
額
を
支
払
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
す
ぐ
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、

や
や
王
権
側
に
有
利
に
で
は
あ
る
が
、

コ
ム
プ

そ
の
解
決
策
に
は
、

ロ
マ
イ
ズ
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
結
末
で
は
、
王
国
の
他
の
と
乙
ろ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
ア

サ
イ
ズ
、
法
慣
習
の
導
入
を
条
件
に
、
司
教
自
身
の
法
廷
の
存
続
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

第
三
は
、

こ
の
よ
う
に
、
事
件
当
事
者
の
個
別
的
な
問
題
が
一
つ
び
と
つ
解
決
さ
れ
、

そ
れ
ら
が
集
積
さ
れ
て
い
く
乙
と
に
よ
っ
て
、

一
般
法

1
コ
モ
ン
"
ロ

1
が
形
成
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

王
法
を
一
般
的
な
ら
し
め
る
の
に
、
国
王
の
役
人
、
裁
判
官
の
果
し

た
役
割
は
大
き
い
が
、
彼
ら
の
チ
ア
レ
ン
ジ
に
対
す
る
、

こ
う
し
た
地
方
の
マ
グ
、
不
I
ト
や
ナ
イ
ト
た
ち
の
リ
ス
ポ
ン
ス
を
も
考
慮
に
入

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

れ
て
、

は
じ
め
て
、

よ
り
真
実
の
契
機
が
理
解
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

コ
モ
ン
u
ロ
1
形
成
の
、

か
く
て
こ
の
後
「
ダ

1
ラ
ム
の
司
教
の
法
廷
は
、
大
ロ

1
ド
の
支
配
下
に
あ
る
人
民
の
法
廷
た
る
こ
と
を
や
め
、
国
王
の
司
法
制
度
を

モ
デ
ル
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
小
司
法
制
度
に
発
展
し
た
。

ン
に
直
面
す
る
。
」

わ
れ
わ
れ
は
大
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
の
も
と
を
去
り
、

カ
ウ
ン
テ
イ
N

パ
ラ
タ
イ

そ
れ
自
身
の
チ
ア
ン
セ
ラ
、
令
状
登
録
簿

E
m
5
2
0向

者
同
伊
丹
印

コ
ロ
ナ
、
貨
幣
鋳
造
官
を
有
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
一
三

O
二
年
の
司
教
の
ス
チ
ュ
ワ

I
ド
の
言

葉
に
よ
れ
ば
「
司
教
は

2
∞
包
宮
の
し
る
し
と
し
て
王
冠
の
か
わ
り
に
司
教
冠
を
い
た
だ
く
」
い
わ
ば
、
第
二
の
王
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
二
九
三
年
の
記
録

κよ
れ
ば
、

こ
の
特
権
領
域
は
、

あ
ら
ゆ
る
訴
訟
の
た
め
の
裁
判
官
、

ワ
一
〕
つ
ぎ
に
、
も
う
少
し
規
模
の
小
さ
い
、

エ
リ
イ
の
リ
パ
テ
イ
の
歴
史
を
み
て
み
よ
う
。

乙
の
リ
パ
テ
イ
も
ま
た
十
世
紀
後
半
、

エ
ド
ガ
ル
が
エ
リ
イ
の
修
道
院
(
七
世
紀
、
∞
仲
間
昨
日
5
5
5円
山
田
の
開
基
)
に
〆

oruを
授
与
し
た

そ
の
起
源
を
負
う
て
い
る
(
九
七

O
年)。

エ
ド
ワ
ド
機
悔
王
の
と
き
に
、

は
じ
め
て
か
の
権
利
授
与
の
定
式
が
見
出
さ
れ
る
。

乙
と
に
、

こ
れ
に
よ
っ
て
大
修
院
長
者
三

p
w
は
古
宮
口
m
m
E
F
m
o
F
E
E
s
r
n
w
恒
三
佐
江
口
問
等
を
得
て
い
る
。
征
服
王
の
と
き
も
ほ
Y
同
じ
旨
の
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説

文
書
を
得
た
。

た
だ
前
者
に
は
、
ぽ
白
}
内
町
田
ロ
仏

g
r
R
が
欠
け
て
い
る
の
に
、
後
者
に
は
そ
れ
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
十
一
世
紀
に
お
け
る

d
f
n
g仏
g
w
R
の
授
与
に
は

(
ゲ
1
ベ
ル
)
と

「
私
的
な
法
廷
開
設
権
に
も
っ
と
も
好
都
合
な
状
況
は
ハ
ン
ド
レ
ド
の
占
有
で
あ
っ
た
」

論

い
う
一
般
論
か
ら
す
れ
ば
、
法
廷
開
設
権
を
含
ん
で
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
、
決
定
的
な
証
拠
は
な
い
。
逆
に
、

エ
ア
ル
ド
ル
マ
ン
や
シ
エ
リ
フ
が
乙
れ
を
主
宰
し
て
い
る
事
例
が
見
出
さ
れ
る
。

エ
リ
イ
に
お
い
て

聴
取
さ
れ
た
訴
訟
は
、

が
と
も
か
く
、

ア
イ
ル
N
オ
ブ
H

エ
リ
イ
に
お
け
る
司
教
に
つ
い
て
の
異
状
に
大
き
な
特
権
の
記
録
が
現
わ
れ
る
の
は
、
十
二
世
紀
末
の

リ
チ
ァ

1
ド
一
世
の
証
書
に
お
い
て
で
あ
る
。

そ
う
し
て
こ
の
証
書
で
は
、

ア
イ
ル
と
司
教
の
他
の
所
領
と
の
聞
に
鋭
い
区
別
の
な
さ
れ

て
い
る
の
が
目
に
つ
く
、
す
な
わ
ち
ア
イ
ル
以
外
の
所
領
に
お
い
て
は
、

ア
ン
グ
ロ
u
ノ
ル
マ
ン
時
代
の
権
利
授
与
の
定
式
の
中
に
見
出

さ
れ
る
よ
う
な
権
利
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、

高
次
の
イ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
イ
ル
に
お
い
て
は
「
王
権
の
一
切
の
強
請
」
か
ら
の
自
由
と
い
う
、

か
く
て
十
三
世
紀
後
半
に
い
た
り
、

シ
ェ
リ
フ
や
そ
の
下
僚
と
し
て
の
ベ
イ
リ
フ
は
何
人
も
、

は
司
教
の
ベ
イ
リ
フ
に
一
切
の
開
審
令
状
を
送
り
、

ア
イ
ル
に
立
入
る
こ
と
を
え
ず
、
彼
ら

そ
の
執
行
を
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
国
王
裁
判
官
が
来
た
と

き
も
同
様
で
、
司
教
が
彼
自
ら
の
裁
判
官
に
よ
り
、

王
権
所
管
の
訴
訟
を
含
む
一
切
の
訴
訟
を
決
定
す
る
乙
と
が
で
き
た
。

た
と
え
ば
一

二
五

O
年
巡
回
裁
判
官
が
ア
イ
ル
内
の
斗
三
ι

に
来
た
と
き
、
彼
ら
は
そ
こ
で
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
な
く
、

乙
の
村
の
土
地
に
関
す

る
自
己
N

白
色
口
。
JNO-
門出

amu-ロ
(
侵
奪
不
動
産
占
有
回
復
訴
訟
、
占
有
回
復
訴
訟
の
一
つ
)
は
司
教
の
ベ
イ
リ
フ
に
よ
っ
て
、
行
な
わ
れ
て

い
る
。ま

た
ア
イ
ル
は
、

巡
回
裁
判
の
介
入
を
排
除
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
中
央
の
法
廷
の
管
轄
を
も
排
除
し
た
。

そ
の
一
例
を
あ
げ
る
と
、

一
二
九
七
年
、
冨

w
g巴
な
る
人
物
が
、
襲
撃
、
強
盗
に
遭
っ
た
旨
を
王
座
裁
判
所
に
訴
え
た
と
き
、

そ
の
審
理
の
進
行
す
る
前
、
司
教
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こ
の
事
件
を
司
教
の
法
廷
に
移
管
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
中
央
の
法
廷
か

ら
司
教
自
身
の
法
廷
へ
訴
訟
を
移
管
し
た
例
は
、
十
四
世
紀
に
な
る
と
益
々
多
く
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

の
ベ
イ
リ
フ
が
や
っ
て
来
て
、
主
人
の
リ
パ
テ
イ
を
主
張
し
、

要
す
る
に
、
ア
イ
ル
の
司
教
は
、
十
三
世
紀
の
経
過
中
、
と
く
に
十
四
世
紀
以
後
、
国
王
と
同
じ
役
人
・
裁
判
官
を
有
し

|
|
l
S
E
E
-回・

色
。
ロ
え
ぬ
。
回
二
'm--4m
弓
あ
る
い
は
ミ
2

8門

H
H
2
5
E
2
吉
田
江
口
白
色
富
田
町
N
O
、
治
安
判
事
、

円

凶

》

の
よ
う
な
機
能
を
果
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
等

l
l、
あ
た
か
も
王
権
の
代
理
人

〔
一
一
己
最
後
に
、
上
述
の
聖
界
領
と
の
対
比
に
お
い
て
、
典
型
的
な
俗
界
領
と
し
て
、

乙，っ。

チ
ェ
ス
タ
の
ア
ー
ル
ダ
ム
の
歴
史
を
み
て
お

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

チ
エ
シ
ア
は
、
征
服
と
そ
の
後
の
封
建
社
会
の
産
物
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
は
、

の
ち
に
は
そ
の
ア
1

乙
の
地
域
は
、

マ
I
シ
ア
王
国
、

ル
ダ
ム
の
一
部
で
あ
り
、
十
世
紀
の
中
頃
ま
で
に
、
そ
れ
が
田
口
一
吋
(
H
岳
町
立
に
分
割
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
、

の
ほ
か
に
、
取
立
て
て
い
う
べ
き
こ
と
が
な
い
。
チ
エ
シ
ア
が
歴
史
の
脚
光
を
浴
び
始
め
る
の
は
、

ム」い
v

っ
こ
ム
」

一
O
六
九
年
、

マ
1
シ
ア
の
叛
乱
に

あ
い
、
征
服
王
が
そ
の
甥
出
口
m
F
巳
〉
2
g
n
r
g
を
こ
の
地
に
封
じ
て
か
ら
で
あ
る
。

ヒ
ュ

I
の
所
領
に
は
、

私
的
な
役
人
、

裁
判
官

一
片
の
王
領
地
も
存
在
し
な
か
っ
た
、

チ
ェ
シ
ア
全
体
に
は
、

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
こ
と
は
、

し
か
し
、
他

が
存
在
し
、
ま
た
、

へ
リ
フ
ァ
ド
シ
ア
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ア
ー
ル
を
他
の
ア

1

の
有
力
な
ア
ー
ル
の
支
配
し
て
い
た
シ
ュ
ロ
プ
シ
ア
、

ル
か
ら
区
別
さ
せ
て
い
く
の
は
、
次
の
よ
う
な
事
件
で
あ
る
。
君
主
戸
B
M
C
M
{
5
(
ウ
ィ
リ
ア
ム
二
世
)
と
問
。
ゲ
目
立
の
ロ
三
宮
古
が
対
立
し

こ
う
し
た
政
治
的
畑
眼
な
い
し
行
動
が
、

ヒ
ュ

1
は
前
者
に
味
方
し
た
。

の
ち
の
チ
ェ
ス
タ
の
ア
ー
ル
ダ
ム
の
運
命
に
幸
い
し

た
と
き
、

前
に
述
べ
た

m
R
。回ゲ

2
ロ
の
よ
う
な
一
時
的
に
有
力
で
あ
っ
た
ア
ー
ル
が
い
ち
早
く
没
落
す
る
の
に
対
し
、

門口

v

存
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
優
越
を
保
ち
つ
つ
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説

同
じ
と
と
は
、
ラ
ニ
ユ
ル
フ
二
世

K
つ
い
て
も
い
え
る
。
彼
は
ア
ン
ジ
ュ

1
の
へ
ン
リ
(
の
ち
の
二
世
)
が
ス
テ
ィ

I
ヴ
ン
と
対
立
し
た

と
き
、
前
者
と
運
命
を
共
に
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
代
の
年
代
記
作
者
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
彼
の
支
配
し
た
所
領
は
、
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

論

つ
ま
り
彼
の
財
力
や
軍
事
力
の
基
礎
は
、
生
産
力
の
低
い
チ
ェ
ス
タ
以
外
の
と
乙
ろ
、
北
部
、
東

部
、
中
部
の
諸
州
に
散
在
し
て
い
る
所
領
に
あ
っ
た
。

王
国
の
三
分
の
一
に
及
ん
だ
と
い
う
。

し
か
し
チ
ェ
ス
タ
を
支
配
し
た
ア
ー
ル
の
中
で
、
特
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ラ
ニ
ュ
ル
フ
三
世
(
別
名
田
口
ロ
骨
一
三

-r、

一
八
七
|
一
二
三
四
)
で
あ
る
。
彼
は
ウ
ェ

1
ル
ズ
の
支
配
者
と
婚
姻
等
を
通
じ
て
同
盟
し
、

月
一
目
J
V

央
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
縦
横
に
そ
の
勢
力
を
扶
殖
し
た
。
彼
は
ま
た
、
ジ
オ
ン
、
へ
ン
リ
三
世
の
末
丁
年
時
代
を
通
じ
て
、
国
王
の
最
も
有

ジ
オ
ン
は
彼
の
助
言
が
な
け
れ
ば
何
事
も
な
し
え
な
い
と
さ
え
い
っ
て
い
る
と
い
う
。
ラ
ニ
ュ
ル
フ
の
時
代
は
、

彼
ら
を
後
楯
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中

力
な
顧
問
で
あ
り
、

国ン

g I 
え世
::r"の
;二法
五制

包草
をの
主直
張(後
中で

白 2
り o

lζ 
へ
ン
り
が
あ
ら
た
に
旦
自
由
。
ご
官
。

5
4ロ
の
独
占
を
強
く
主
張
し
た
の
に
応
じ
、

ア
ー
ル
は

「
新
し
い
主
権
の
原
理
」
を
適
用
し
た
。

裁
判
制
度
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
国
王
裁
判
と
同
様

な
令
状
に
よ
る
訴
訟
手
続
が
発
達
し
た
。

ラ
ニ
ユ
ル
フ
は
、
自
ら
の
カ
ウ
ン
テ
イ
u
コ
I
ト
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
開
審
令
状
登
録
簿

同
叩
恒
三
向
。
問
。
江
町
宮
田
』
4
4
門
官
を
そ
な
え
た
。
と
く
に
興
味
深
い
の
は
、
彼
が
自
ら
の
司
法
官
官
2
w
u
k
対
し
次
の
よ
う
な
書
簡
を
宛
て

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
あ
る
い

g
g
g
(陪
審
々
理
)
が
余
の
令
状

5
0立
仏
〆
ロ
自
己
記
に
よ
り
余
の
チ
ェ
ス
タ
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
n
(
n
コ
1
ト
)

で
行
な
わ
れ
た
よ

B
0
2門

H
.
8
2
2
2
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
占
有
回
復
訴
訟
の
一
つ
で
あ
り
、

乙
の
事
実
か
ら
、

チ
ェ
ス
タ
で
は
そ
の

他
の
占
有
回
復
訴
訟
も
行
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
彼
の
時
代
口
。
自
由

aaHNO}}止
の
宮
島
町
ぬ
と
い
う
有

名
な
裁
判
記
録
が
現
わ
れ
て
い
る
が
、
乙
れ
は
一
一
九
五
年
以
後
、
同
王
裁
判
官
の
前
で
行
な
わ
れ
た
和
解
(
譲
渡

)
E
2
8仏
8
5
2
r

の
記
録
を
保
存
す
る
と
い
う
国
王
裁
判
所
の
慣
行
の
影
響
を
受
け
、
そ
れ
を
模
倣
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
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て
い
る
。
ま
た
こ
の
ア
ー
ル
の
も
と
で
ほ
と
ん
ど
チ
ア
ン
セ
リ
、

て
い
る
。

イ
ク
ス
チ
エ
カ
と
よ
ん
で
で
も
い
い
よ
う
な
制
度
が
出
き
あ
が
っ

要
す
る
に
、
十
二
世
紀
末
の
チ
ェ
ス
タ
の
特
殊
な
地
位
に
着
目
し
、

そ
れ
を
記
述
し
た
修
道
僧

r
E自
に
よ
れ
ば
「
ラ
ン
ド
ウ
ー
ル

ハ
H
V

の
で
あ
る
。

フ
ス
伯
は
、
:
:
:
:
:
:
君
主
と
同
じ
よ
う
に
、
権
能
が
あ
り
、
主
君
と
し
て
法
規
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
」

さ
て

乙
の
ア
ー
ル
ダ
ム
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
諸
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

一
、
チ
ェ
ス
タ
の
ア
ー
ル
た
ち
の
権
力
は
、

は
じ
め
か
ら
彼
ら
に
与
え
ら
れ
た
特
殊
な
地
位
に
、

と
い
う
よ
り
は
、

こ
れ
ま
で
み
て
き

た
と
と
ろ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
封
建
領
主
と
し
て
の
政
治
的
実
力
に
依
存
し
て
お
り
、

こ
う
し
た
ア
ー
ル
た
ち
の
初
期
の
奪

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

闘
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、

の
ち
に
こ
の
ア
ー
ル
ダ
ム
が
パ
ラ
チ
、
不
l
ト
と
し
て
結
晶
し
う
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

二
、
ま
乙
と
に
意
外
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

こ
の
ア
ー
ル
ダ
ム
は
、

へ
ン
リ
三
世
の
治
下
、

一
二
三
七
1
1
1
四
一
年
の

聞
に
王
国
に
併
合
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
経
過
は
、

ほ
ぼ
次
の
如
く
で
あ
る
。
ラ
ニ
ユ
ル
フ
三
世
が
死
ぬ
と
(
一
二
三
二
)
、

そ
の
長

女
の
息

rrロ
岳
凸

ω円
。
丹
(
ハ
ン
テ
ィ
ド
ン
伯
)
が
そ
の
あ
と
を
襲
い
、

彼
は
間
も
な
く
息
を
も
た
ず
に
死
ん
だ
(
一
二
三
七
)
。
そ
の

と
き
ア
ー
ル
の
称
号
と
そ
の
不
可
分
の
物
と
に
対
す
る
権
利
は
、
ジ
オ
ン
の
孫
娘
と
そ
の
夫
君
主
回

s
r
m，

2
2
に
あ
る
こ
と
が
承

認
さ
れ
た
が
、

チ
ェ
ス
タ
の
カ
ウ
ン
テ
イ
の
所
領
が
上
述
の
権
利
の
属
性
(
従
物
)
で
あ
る
の
か
否
か
が
、
大
い
に
争
わ
れ
た
。

し
て
結
局
そ
れ
は
、
他
の
遺
産
と
同
じ
よ
う
に
、
分
割
さ
れ
う
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
へ
ン
リ
三
世
は
、

そ
の
共
同
相

続
人
(
女
)
た
ち
の
権
利
を
こ
と
ご
と
く
買
占
め
、

つ
い
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
そ
の
妻
は
、
国
王
に
、

乙
の
ア
ー
ル
ダ
ム
を
譲
渡
し
た
。

の し
でて
あ王
る8権

Ov の

手
中
l乙
帰
し
7こ
チ
ェ
ス

タ
は

の
ち
に
、

エ
ド
ワ
ド
一
世
に
与
え
ら
れ
、
彼
の
ウ
ェ

1
ル
ズ
攻
略
の
基
地
と
な
っ
て
い
っ
た

そ
，
っ

か
く
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説

ポ

1
イ
ク
に
よ
れ
ば
、

乙
の
事
件
は
ま
さ
に
「
独
立
的
な
、
バ
ロ
ン
層
の
中
の
最
強
の
保
塁
が
破
壊
さ
れ
た
」

こ
と
を
意
味
す
る
。

が
っ
て
そ
れ
は
中
世
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
の
封
建
制
の
展
開
か
ら
み
て
も
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
事
件
と
い
え
る
。

一
世
代
前
の
支
配
者
の
も

論

が
、
男
子
相
続
人
や
有
能
な
支
配
者
の
有

無
と
い
う
よ
う
な
パ

1
ス
ナ
ル
な
要
因
が
、
支
配
の
構
造
に
大
き
な
役
割
を
果
す
の
は
、
中
世
社
会
一
般
の
現
象
と
い
う
べ
き
で
あ

と
に
お
け
る
制
度
的
な
発
展
を
想
う
と
き
、

こ
の
事
件
は
意
外
な
感
じ
さ
え
抱
か
さ
せ
る
。

ろ
う
。

チ
ェ
ス
タ
の
ば
あ
い
は
、
む
し
ろ
、
日
生
的
な
も
の
で
あ
れ
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、

ひ
と
た
び
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
と

し
て
制
度
化
さ
れ
る
や
、
支
配
者
の
目
的
に
よ
っ
て
モ
デ
フ
ア
イ
さ
れ
る
と
と
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
根
本
的
に
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
ま
さ
に
王
権
に
併
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

乙
の
ア
ー
ル
ダ
ム
は
他
の
オ
ナ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
共
同
相
続
人
間
へ
の
分

散

1
解
体
と
い
う
運
命
を
回
避
し
え
た
の
で
あ
り
、

ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
の
中
央
政
府
に
お
い
て
訓
練
さ
れ
、

エ
ド
ワ
ド
一
世
治
下
、

そ
こ
か
ら
派
遣
さ
れ
た
役
人
の
も
と
で
、

チ
ェ
ス
タ
の
行
政
機
構
は
再
編
成
、
改
革
さ
れ
、

王
国
の
慣
行
と
調
和
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。三

、
し
か
し
、

チ
エ
シ
ア
の
人
々
は
、
あ
ら
た
に
派
遣
さ
れ
て
き
た
役
人
た
ち
の
新
し
い
手
続
や
能
率
主
義
に
、

た
だ
ち
に
な
じ
ん
で

し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
は
、
彼
ら
は
新
参
者
と
は
事
あ
る
ご
と
に
対
立
し
「
頑
固
な
保
守
主
義
」

に
固
執
し
た
。

と
の
時

国
王
の
役
人
た
ち
に
よ
る

1
」
を
守
る
と
い
う
主
旨
の
事
件
で
み
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

「
新
奇
で
聞
い
た
こ
と
も
な
い
」
改
革
や
侵
害
に
対
し
「
チ
ェ
シ
ア
H

ロ

期
の
チ
ェ
シ
ア
の
法
廷
の
記
録
は
、

こ
の
点
は
、
先
に
述
べ
た
、

ダ
1
ラ
ム
の
ジ
エ
フ
リ
の
動
き
と
よ
い
対

照
を
な
し
て
い
る
。

ジ
ェ
フ
リ
は
、
司
教
に
対
抗
し
て
、
国
王
裁
判
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
。
右
の
よ
う
な
チ
エ
シ

と
い
う
の
は
、

ア
の
人
々
の
保
守
的
態
度
は
、
俗
界
の
き
わ
め
て
強
力
な
、

と
い
う
事
情
に
由

し
た
が
っ
て
独
立
的
な
ロ

1
ド
の
支
配
に
服
し
て
い
た
、

来
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
す
で
に
併
合
事
件
の
始
ま
っ
た
一
二
三
七
年
頃
か
ら
、

ζ

れ
ま
で
の
国
王
裁
判
の
判
決
か
ら
は
不

し
た
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明
な
問
題
点
ョ
。
。
片
岡
)
♀
己
に
つ
い
て
は
、
チ
エ
シ
ア
の
慣
習
が
適
用
さ
る
べ
し
、
と
い
う
主
張
が
現
わ
れ
て
き
て
、
パ
ラ
チ
ネ
1
ト
と
し

一
般
的
な
基
礎
を
提
供
し
た
。
併
合
の
終
了
し
た
あ
と
も
、
チ
エ
シ
ア
の
人
々
に
あ
る
土
着
的
な
保

て
の
カ
ウ
ン
テ
イ
と
い
う
観
念
に
、

守
主
義
は
、

こ
う
し
た
観
念
を
強
化
し
て
い
っ
た
ろ
う
。

エ
ド
ワ
ド
は
、

一
三

O
O年、

マ
1
、
グ
ナ
H

カ
ル
タ
の
再
確
認
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
と
き
、

そ
れ
と
は
別
個
に
、

こ
と
が
適
切
で
あ
る
、

ラ
ニ
ユ
ル
フ
H

ブ
ラ
ン
ド
グ
イ
ル
が
破
の
臣
下
た
ち
に
授
与
し
た
特
権
の
確
認
と
同
じ
確
認
を
行
な
う

と
考
え
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
チ
ェ
ス
タ
の
パ
ラ
チ
、
不
l
ト
の
ば
あ
い
、

そ
の
独
自
な
性
格
は
、
歴
代
の
強
力
な
ア
ー
ル
、
国
王
と
そ
の
役
人
お
よ
び

チ
エ
ジ
ア
の
人
々

1
ア
ー
ル
の
バ
ロ
ン
、

ナ
イ
ト
、

フ
ル

1
ホ
ー
ル
ダ
、

の
三
者
の
混
合
し
た
努
力
に
よ
っ
て
形
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

山
以
下
の
叙
述
は
、
専
ら
次
の
三
つ
の
研
究
に
負
う
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
官

-4uc・同
J

W

吋
宮

(VEロ
q
p
E
Eぬ
色
町

O
R
E
F
s
o
p
ζ
己

-R

岡山

-w
叶
F
m
〉
σr-OV
刊
口
同
∞
U
F
O
M
)
江口

C
同
開
}
デ
]
戸
由
日
H
U

回
日
1

門田口
-
D
E
m
F
・
c-w
吋
y
o
何
回
E
j
C
自
由
ロ
L
〔

U
C
ロロ
q
H
ν
色
白
件
宮
町

C

問。r
g
S
F
H
U
臼
・
さ
て
、

こ
れ
ら
の
特
権
領
域
の
叙
述
に
入
る
前
に
、
若
干
注
意
な
い
し
補
足
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
そ
れ
ら
三
つ
の
特
権

領
域
は
、
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
特
権
領
域
の
す
べ
て
で
は
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
三
つ
は
、
い
わ
ば
大
特
権
領
域
に
属
す
る
。
そ
の
他
の
領

域
の
リ
パ
テ
ィ
や
パ
ラ
チ
ネ

1
ト
に
つ
い
て
は
、
い
な
、
乙
れ
ら
三
つ
の
大
特
権
領
域
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
研
究
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
点
が
多
い
と
恩
わ
れ
る
。
乙
乙
で
行
な
っ
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
す
る
、
ほ
ん
の
素
描
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ζ

う
し
た
特
権
領

域
が
中
世
英
国
の
国
制
に
お
い
て
、
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
い
た
か
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
乙
の
素
描
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

補
足
し
て
お
き
た
い
第
二
の
点
は
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
特
権
領
域
の
名
称
に
関
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
は
じ
め
か
ら
、
パ
ラ
タ
ィ
ン
(
H
司
忠
良
百

5
↓

冨
宮
山
口
問
)
と
い
う
形
容
詞
や
パ
ラ
チ
ネ
i
ト
(u
宮
]
邑

E
吉
田
↓
官
一
色

E
豆
と
い
う
名
称
を
も
っ
て
、
自
ら
称
し
た
り
、
よ
ば
れ
た
り
し
た
の
で
は
な
い
。

ダ

l
ラ
ム
の
司
教
に
パ
ラ
タ
イ
ン
と
い
う
語
が
冠
せ
ら
れ
る
の
は
、
一
二
九
三
年
で
あ
り
(
『
匂

8
7
0七
-
E
L
N∞
)
、
パ
ラ
チ
、
不

I
ト
と
い
う
語
|
|

こ
れ
は
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
は
じ
め
て
用
い
た
|
|
が
チ
ェ
ス
タ
に
関
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
一
二
九
七
年
で
あ
る
。
し
か
も
パ
ラ
チ
、
不
l
ト
と
い
う
言
葉
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説

や
カ
ウ
ン
テ
ィ
日
バ
ラ
タ
イ
ン
の
法
理
論
は
、
十
五
世
紀
頃
に
な
っ
て
、
漸
く
一
般
化
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る

B
R
s
n一D口問
r
u
D同y
n
p
u
℃

M
g。

そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
一
応
国
王
の
令
状
の
適
用
し
な
い
こ
と
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
検
討
す
る
の
は
、
後
代
、
そ
の
よ
う

な
名
祢
で
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
前
の
、
そ
う
し
た
領
域
に
つ
い
て
の
実
質
で
あ
る
。

凶

パ

ラ

チ

ネ

l
卜
の
閣
制
史
的
意
義
を
洞
察
し
、
ダ
1

ラ
ム
の
司
教
領
に
関
し
て
い
ち
早
く
そ
の
体
系
的
研
究
を
公
け
に
し
た
ラ
プ
ス
り
は
、
そ
の
研
宛

の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「

:
-
j
i
-
-
ダ
l
ラ
ム
、
チ
ェ
ス
夕
、
ラ
ン
カ
ス
タ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
三
つ
の
パ
ラ
チ
ネ

1
ト
は
、
実
際
、
本

質
に
お
い
て
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
の
伯
領
や
公
領
に
対
応
す
る
、
大
知
行
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
そ
れ
ら
の
パ
ラ
チ
ネ
l
ト
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
封
建
制

に
つ
い
て
の
一
般
佑
に
対
し
て
、
著
し
い
例
外
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
組
織
を
説
明
す
る
と
と
は
・
・
:
:
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
封
建

制
の
歴
史
九
の
貢
献
と
な
る
。
」
戸
呂
田

-3・
0-uny
匂
-
Y
つ
ま
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
も
、
一
見
、
大
陸
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
大
知
行
」
間
見
出
仲

間
止
の
存
在
す
る
ζ

と
、
そ
れ
ら
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
封
建
制
に
関
す
る
一
般
論
と
、
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
つ
か
が
パ
ラ
チ
ネ

l
ト
研
究
に
と
っ
て

重
大
な
問
題
と
な
る
乙
と
が
、
ラ
プ
ス
リ
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

間

以

上

、

F
E
-
w
H》司

5

5・
た
だ
し
こ
れ
は
、
ラ
プ
ス
リ
が
ペ
イ
ジ
説
を
祖
述
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

凶
以
上
、

FE--
匂円

y
g
H
l
E。
ヒ
ュ

l
は
、
国
主
の
巡
回
裁
判
官
で
あ
っ
た
。

回

以

上

、

EMP--v℃
・
尽
G
I
A
凶戸

ω民
間
目
ジ
エ
フ
リ
は
と
の
パ
ラ
チ
ネ

l
ト
の
バ
ロ
ン
で
あ
り
、
司
教
の
コ

l
ト
の
忠
諸
国
ω
C
H
(
裁
判
官
の
助
言
者
、
補

佐
人
)
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。

刷

H
V
丘
-
w

同

v
-
H
2
・

m
n由同
H
f
何
〈
O
]
ロ巴

8
・

3
・
品
谷
町
・

矧

E
E・
匂
・
お
由
・

間
以
上
、
宮
口

-
F
8・
n
F
U
3・
M
印

1
8・

帥

リ

チ

ァ

l
ド
一
世
時
代
の
こ
の
証
書
に
よ
れ
ば
、
「
ア
ン
グ
ル
族
の
古
き
王
た
ち
は
、
ェ

l
ゼ
ル
ド
レ
ダ
へ
の
尊
敬
の
念
か
ら
、
ま
た
彼
女
の
常
に
彼

ら
と
共
に
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
、
乙
の
ア
イ
ル
を
か
か
る
リ
l
ベ
ル
タ

l
ス
を
も
っ
て
豊
か
に
し
た
が
ゆ
え
に
、
王
権
の
一
切
の
強
請
か
ら
「
(
ぶ
自
己

同問問白

Z
m何回円
ZCロ白
A
ロ
O口
紅
白
田

E
S
E
-
8
m
g
〉
口
問

]
O
E
B
D
r
z〈
町
内
町
民

5
5
2
σ
g
B
H
w
p
m
E
B
L
m
gロ品目
B
E
E
g
g
s
-
F
Zゲ
目
立
国
同
向
島
S
・

2
2
5・
)
、
ァ
イ
ル
は
自
由
と
な
る
。
「
他
方
ア
イ
ル
の
外
に
あ
る
エ
リ
イ
の
教
会
領
に
お
い
て
は
・

:
:
a
i
-
-
-
g
r
a
E
F
H
F
c
-
2
岳

g
g
w
z
p口問
2
4

2
Z同
町
♀
者

3
0
2
F
L耳
三
p
r
Eロ
g
rロ
ク
鳴

x
r
r百
「
お
よ
び
財
宝

(
B
S
E『
5
)
を
除
く
償
金
の
支
払
わ
れ
る
他
の
す
べ
て
の
刑
罰
」
に
つ
い
て
の

特
権
が
承
認
さ
れ
た
。

FE-w
日
》

-s-
出
口
円

E
己

w。℃
-nFW
同)・

ω戸叶・

論
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フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

四
回
Z
F
H》

NωN-

間

F
E
-
-
3・
Nuuiι
・

闘

H
E
F
3・
Nω
品
目
-

M
H
F
E
-
-
3・
Nω
印
1

∞

い
る
。

間
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
乙
の
パ
ラ
チ
ネ

1
ト
の
、
き
わ
め
て
密
度
の
高
い
、
歴
史
叙
述
を
行
な
う

K
当
り
、
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
い
か

に
し
て
、
ま
た
な
に
ゆ
え
、
そ
し
て
い
か
な
る
点
に
お
い
て
、
英
国
の
政
治
的
発
展
が
、
大
陸
の
主
要
国
家
l
l
i
そ
こ
で
は
英
国
の
パ
ラ
チ
ネ
!
ト
に
類

似
し
た
準
王
国
的
が
・

j
i
-
-
:
一
般
的
で
あ
っ
た
!
ー
の
発
展
と
は
異
な
っ
た
方
向
に
分
岐
し
て
い
っ
た
か
」
を
理
解
す
る
鍵
は
、
チ
ェ
ス
タ
の
歴
史
の

中
に
あ
る
、
と
。
因
み
に
、
ラ
ン
カ
ス
タ
の
パ
ラ
チ
ネ

l
ト
は
、
十
回
世
紀
の
後
半
、
チ
ェ
ス
タ
の
ば
あ
い
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
主
権
に
よ
っ
て
、
人
為

的
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
∞
貧
富
己
D
口
出

Y
C古
巳
了
間
》
・
印
・

側
以
上
、

F
-
F
H》
戸

間

以

上

、

臣

氏

-wE-P
戸

間
以
上
、

FE-w
同
省
己

wHNVE-
彼
の
政
策
の
根
源
は
、
リ
ン
カ
ン
、
ヵ
l
ラ
ィ
ル
、
ゥ
ォ
リ
ツ
夕
、
ヵ
ヴ
エ
ン
ト
リ
等
に
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の

傾
向
は
、
そ
の
後
の
支
配
者
岡
山
吉
ロ
ほ
の

2
ロ
c
k
ラ
ニ
ユ
ル
フ
三
世
に
も
継
添
さ
れ
て
い
る
。

四
回
r
E
U

同
V

・

5
・

川
刷

HrE-H)-H品
・
彼
は
ま
た
、
=
二
五
年
、
レ
ス
タ
の
オ
ナ
を
、
同
一
六
年
に
は
ラ
ン
カ
ス
タ
の
オ
ナ
を
得
て
お
り
、
同
一
七
年
に
は
、
リ
ン
カ
ン
伯

に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。

凶

巴

区
u
H
Y

ミ
・
乙
の
言
葉
が
最
初
に
現
わ
れ
る
の
は
、
ラ
ニ
ユ
ル
フ
三
世
の
三
二
五
/
一
六
年
の
問
自
己
与
ω
2
2
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

ジ
オ
ン
の
い
わ
ゆ
る

7
1
グ
ナ
何
カ
ル
タ
と
は
、
別
個
に
、
乙
の
ア
ー
ル
に
よ
っ
て
チ
エ
ジ
ア
の
バ
ロ
ン
た
ち
(
ア
ー
ル
の
封
臣
)
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
乙
の
乙
と
一
つ
に
よ
っ
て
も
、
ア
ー
ル
の
独
自
の
権
力
の
在
り
方
が
、
容
易
に
想
像
さ
れ
え
よ
う
。

問
「
和
解
」
と
い
う
の
は
、
決
闘
裁
判
に
か
わ
っ
て
現
わ
れ
て
き
た
、
争
訟
解
決
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
。
決
闘
裁
判
は
、
し
だ
い
に
儀
礼

的
な
も
の
と
な
り
、
闘
い
が
始
ま
る
と
、
裁
判
官
あ
る
い
は
当
事
者
の
友
人
が
仲
裁
に
入
り
、
両
者
の
聞
に
「
最
終
的
平
和
」
を
成
立
さ
せ
る
の
が
常
と

な
っ
た
。
ヘ
ン
リ
二
世
の
改
革
の
あ
と
は
、
乙
の
「
和
解
」
が
書
面
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
ば
あ
い
「
こ
れ
は
、
わ
が
君
、
国
王
陛

下
の
法
廷
で
行
な
わ
れ
た
最
終
的
和
解
で
あ
る
」
と
い
う
書
式
が
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
と
の
書
類
は
三
部
か
ら
な
る
吉
《

]
2
2
5
(歯
型
捺
印
証
書
)
で
あ

北法 14(2・81)283

か
く
て
ミ
ラ
ー
は
、
ア
イ
ル
u
オ
ヴ
u
エ
リ
ィ
の
リ
パ
テ
ィ
を
、

r
r
R
q
宮
内
己
主

5
0、
あ
る
い
は
』
E
m
m
M
，-umL25注
目
と
よ
ん
で



説

り
、
二
部
は
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
に
渡
さ
れ
、
一
部
は
国
王
の
も
と
に
保
帯
さ
れ
た
(
そ
れ
は
同

B
H
C問
問
自
と
も
い
わ
れ
る
)
。
え
司
♀

-Dnr!ζ
由主・

2
《Y
O
同y
n
p
u
z
-
-
u℃
・
志
向

-WEEnrロ
2
F
吋
・
町

-
H
u
〉

(
U
2
E
Z
同

E
C
G
D『
子
ゅ
の

D
5
5
0ロ
戸
俗
芸

wsι
∞(品

HroLW)酒田
)
-
m
∞
。
・
な
お
ラ
ニ

ユ
ル
フ
三
世
の
法
廷
で
行
な
わ
れ
た
「
和
解
」
の
実
例
に
つ
い
て
は
切

hWHEn-E間
y
c匂・
2
了
目
当
目
印
。
同
・
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
乙
の
ば
あ

い
の
書
式
の
冒
頭
は
「
乙
れ
は
、
わ
が
君
、
ラ
ニ
ユ
ル
フ
伯
の
法
廷
で
行
な
わ
れ
た
最
終
的
和
解
出
口
丘
町

g
ロ
g
E
5
で
あ
る
」
と
な
る
。

闘
以
上
、
裁
判
制
度
に
つ
い
て
は
、
回

R
E
n
-
-
E間
}
f
c℃
・
巳
了
匂
円

y
H寸
l∞

倒

H
E
P
L
u
-
E‘
ロ
・
由

-
A
r
s
H
N
S
Lロロ
5
8
B
E
B
B
-
v
c
g
m
5
5
℃
C
R
a
p
=
z
n
g
z
a
R
P
Gロ
宮
古
江
口
円
。
官

P
F
・

2
H
V
B
B
U
S

内
向

8
5

同
】

c
z
-
H
E
r
s
-ロ
guu・

四
回
》
0
3
n
r
m
w
m
迄
-w
吋
}
M
E
m
g
F
n
g
E
q
H
N
5
z
o
N
呂
田
w
-
v
z
p
g匂‘ロ
0
8・
た
だ
し
、
乙
れ
は
∞
同
町
宅

RHl出
E
司
P
H山
・
の
研
究
[
同
国

-HN・

MMMJJEVNC)]
の
祖
述
で
あ
る
。

州

四

回

》

2
1
n
r
p
Hり

-
V
向
"
百
口
何
回
巾
ロ
ミ
ロ
H
L
w
勺

-EM-

間

∞

日

En--E間
}MWC℃
巳
了
℃

NN

こ
の
点
に
つ
き
、
な
お
、
次
の
よ
う
な
一
事
件
を
記
し
て
お
と
う
。
そ
れ
は
、
一
二

O
四
年
、
チ
エ
シ
ア
の
中
に
お

い
て
で
は
な
く
、
ト
リ
ニ
テ
ィ
で
起
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

ζ

れ
に
よ
っ
て
も
、
当
時
地
方
に
み
ら
れ
た
土
着
性
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
類
推
し

て
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。

君
主

5
5
0
5
8
な
る
者
が
、

HNFng正
問
2
0
-
に
よ
る
侵
奪
《
出
虫
色
田
町
ロ
の
結
果
そ
の
損
害
賠
償
と
し
て
六

0
マ
ル
ク
受
取
る
こ
と
に
な
っ
た
件

に
つ
き
、
シ
エ
リ
フ
〉
宮
口
が
立
合
う
乙
と
を
命
じ
た
令
状
を
シ
ア
イ
ア
H

コ
l
ト
に
提
出
し
た
。
乙
れ
に
対
し
リ
チ
ァ

l
ド
H

レ
ヴ
ル
(
上
記
の
リ
チ
ア

ド
と
同
名
の
息
)
は
、
父
・
(
兄
)
弟
お
よ
び
彼
自
身
を
公
正
に
取
扱
っ
て
く
れ
る
乙
と
を
シ
エ
リ
フ
に
願
っ
た
。
彼
ら
は

J
m昨
日
出

-
g
r
o
B
5
2
2
m
g
E

色
町
田
〔
佐
官

E
由
。
ョ
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
。
シ
エ
リ
フ
は
そ
の
点
承
知
し
た
が
令
状
は
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
答
え
た
。
リ
チ

7
1
ド
は

ふ
た
た
び
上
記
の
主
張
を
繰
返
し
、
シ
エ
リ
フ
は
新
参
者
で
あ
る
と
つ
け
加
え
た
。
シ
エ
リ
フ
は
自
分
が
よ
そ
の
地
域
か
ら
来
た
こ
と
を
認
め
た
が
、
同

時
に
、
そ
乙
で
は
彼
も
ま
た
「
地
方
の
ジ
エ
ン
ト
リ
」
と
考
え
ら
れ
る
と
つ
け
加
え
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
両
者
の
対
立
は
激
化
す
る
。
そ
の
後
シ
エ

ク
ラ

1
ク

リ
フ
の
部
下
が
一
人
の
書
記
を
逮
捕
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
リ
チ

7
1
ド
は
こ
れ
を
妨
害
し
、
書
記
は
裁
判
な
く
し
て
投
獄
さ
る
べ
き
で
な
い
と
主
張
し

た
。
シ
ェ
リ
フ
は
自
ら
書
記
を
逮
捕
し
た
。
と
乙
で
巧

E
S
E
-
N
2止
が
彼
の
兄
(
弟
)
を
な
だ
め
る
た
め
仲
裁
に
入
り
、
保
証
人
っ
き
で
書
記
を
釈
放

し
て
く
れ
る
よ
う
シ
エ
リ
フ
に
頼
ん
だ
。
し
か
る
に
シ
エ
リ
フ
ば
リ
チ
ァ

l
ド
を
、
さ
ら
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
を
も
逮
捕
し
よ
う
と
し
た
。
そ
乙
で
ウ
ィ
リ
ア

ム
は
、
自
分
の
逮
捕
に
関
す
る
国
王
の
令
状
は
み
て
い
な
い
と
や
り
返
し
、
乙
の
よ
う
な
令
状
な
し
で
も
投
獄
さ
る
べ
き
か
ど
う
か
を
法
廷
に
問
う
た
。

そ
う
し
て
さ
ら
に
、
自
分
は
か
つ
て
国
王
の
た
め
に
沙
門
号
。
烈
百
四

J
Z
Z
獄
中
に
あ
っ
た
と
と
が
あ
る
が
、
国
王
が
望
む
な
ら
い
つ
で
も
、
ふ
た
た

論
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び
そ
ζ

に
行
く
覚
悟
が
あ
る
と
附
言
し
た
の
で
あ
る
。

乙
の
事
件
を
記
し
た
ホ
ル
ト
は
、
よ
そ
者
に
対
す
る
地
方
の
騎
士
の
根
深
い
偏
見
の
み
な
ら
ず
、
人
々
の
イ
モ
!
シ
ア
ン
を
か
き
た
て
な
が
ら
自
分
に

有
利
な
主
張
を
展
開
し
て
い
く
彼
ら
の
巧
妙
な
テ
タ
ニ
ク
が
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
面
白
さ
が
あ
る
、
と
評
し
て
い
る
。
出
G
-
F
』

-
h
-
H
r
∞R
O
S

E
M
L
P
o
何
百
三

(
U
}
5
2
2
u
-
W
E
E
-
-
N
F凶
一
日
(
包
印
印
)
己
℃
℃
・
ロ

lHN・

刊
岬

H
r
E
.

四

回
r
E・

(3) 

リ
パ
テ
ィ
に
対
す
る
義
務
の
強
制
と
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
裁
判
権
の
理
論

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

不
完
全
で
は
あ
る
が
、
代
表
的
な
パ
ラ
チ
、
不
1
ト
の
歴
史
を
迫
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
れ
ら
が
い
か
に
し
て
国
壬
の
統
治
機
構
の
中
に
編

入
さ
れ
た
か
、

か
な
り
具
体
的
に
知
り
え
た
こ
と
と
思
う
。

そ
れ
ら
は
単
に
王
権
の
干
渉
を
排
除
す
る
こ
と
に
尽
き
た
の
で
は
な
く
、

の
統
治
機
構
の
一
環
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

り
1
ベ
ル
タ

1
ス
あ
る
い
は
パ
ラ
チ
ネ

1
ト
の
国
王
統
治
機
構
へ
の
編
入
に
よ
っ
て
、

合
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
は
、
ひ
と
つ
の

王
国
全
体
が
一
つ
の
コ
ミ
ユ
ユ
テ
ィ
と
し
て
統

「
傾
向
」
と
し
て
み
る
と
き
は
、

「
成
長
」
と
い
う
一
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ

い
わ
ゆ
る

し
い
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
乙
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
個
々
の
ケ

1
ス
に
お
け
る
権
利
の
授
与
|
裁
判
l
確
認
の
そ
れ
で
あ
り

一
応
独
立
し
た
リ
I
ベ
ル
タ

I
ス
を
多
元
的
に
内
包
し
つ
つ
も
、

そ
の
結
果
と
し
て
、

「
国
家
」
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
成
立
し
て
く
る

か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
単
に
自
然
に
成
長
し
て
き
た
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
権
利
・
特
権
を
確
認
授
与
し

た
ば
あ
い
、
王
権
は
こ
れ
ら
を
積
極
的
に
保
護
し
、
反
面
ま
た
こ
れ
ら
に
積
極
的
に
義
務
を
課
し
た
の
で
あ
る
。
封
建
社
会
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
事
実
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
中
世
史
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
は
、
陳
腐
の
事
柄
に
属
す
る
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
に
も
拘 そ
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説

ら
ず
私
が
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
と
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
英
国
史
に
関
し
て
常
々
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
疑
問
を
も
っ
て
い

ヲ
匂
か
ら
で
あ
る
。
国
王
に
対
す
る
バ
ロ
ン
や
ジ
エ
ン
ト
リ
の
叛
逆
が
屡
々
み
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、

な
ぜ
モ
ナ

I
キ
は
存
続
し
え
た
の

論

か
。
あ
る
い
は
、
ジ
エ
ン
ト
リ
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ

1
の
形
成
が
か
な
り
早
期
に
み
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
と
並
存
し
て
な
ぜ
貴
族
身

モ
ナ

1
キ
や
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
英
国
人
の
価
値
意
識
を
探
る
こ
と
も
、

う
し
た
聞
に
答
え
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
る
と
考
え
る
。
英
国
に
お
い
て
は
臣
下
の
国
王
に
対
す
る
、
あ
る
い
は

分
の
枠
H
貴
族
制
は
存
続
し
え
た
の
か
。

H
U
U

立、
1
1
 

被
支
配
身
分
の
支
配
身
分
に
対
す
る
価
値
意
識
は
実
に
根
深
い
。

そ
れ
は
あ
る
と
き
は
忠
誠
心
、
あ
る
と
き
は
ス
ノ
パ
リ
と
し
て
現
わ
れ

る
よ
う
に
み
え
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
価
値
意
識
の
根
強
い
存
在
は
、
英
国
の
支
配
身
分
が
カ
ス
ト
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

オ
ー
プ
ン

で
あ
っ
た
乙
と
(
乙
の
こ
と
は
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
初
発
か
ら
王
権
が
か
な
り
強
大
で
あ
っ
た
乙
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
)

あ
る
い
は
英
国
の
大
土
地
所
有
者
層
の

gn-5ぞ
g
g田
(
ネ
ミ
ア
)
と
い
う
よ
う
な
要
因
と
深
い
関
連
を
も
っ
て
い
る
。

あ
る
い
は
ま
た

こ
う
し
た
価
値
意
識
の
培
養
は
、
支
配
身
分
に
よ
る
被
支
配
身
分
に
対
す
る
、
パ
ー
ス
ナ
ル
な
関
係
を
基
軸
と
し
た
徹
底
的
な
訓
練
・
教

育
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
、
支
配
身
分
そ
の
も
の
が
被
支
配
身
分
の
価
値
意
識
の
対
象
と
な
る
何
も
の
か
を

も
っ
て
い
た
と
考
え
る
乙
と
は
行
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
強
制
的
な
支
配
の
契
機
の
み
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
い
わ
ば
社
会
的
訓
練
と
い
う
の

は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
に
お
い
て
国
王
・
貴
族
の
聞
に
い
か
に
し
て
保
護
・
義
務
の
観
念
、

れ
た
か
と
い
う
乙
と
を
問
題
と
し
た
い
の
は
以
上
の
よ
う
な
疑
問
に
由
来
す
る
。

い
い
か
え
れ
ば
責
任
の
原
則
が
醸
成
さ

こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
、

し
か
し
ま
た
、
次

の
よ
う
な
見
解
を
と
る
ζ

と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
支
配
身
分
が
支
配
身
分
と
し
て
の
責
任
の
原
則
を
自
覚
し
、

そ
の
責
任
を
相
当
程
度
実

際
に
果
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
他
方
に
お
い
て
被
支
配
身
分
の
中
に
忠
誠
心
、

つ
ま
り
急
速
な
デ
モ
ク
ラ
タ
イ
ゼ

1
シ
ヨ
ン
は
容
易
に
起
り
え
な
い
、

ス
ノ
パ
リ
が
根
深
く
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
下
か
ら
の
衝
撃
に

よ
る
古
い
統
治
機
構
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
解
体
、

と
。
中
世
の
支
配 こ
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身
分
の
中
に
み
ら
れ
る
観
念
や
慣
行
は
、

や
が
て
、
近
世
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ

I
・
ジ
エ
ン
ト
リ
の
そ
れ
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。
前
者
は

後
者
の
原
型
を
な
し
て
い
る
。
私
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
中
世
の
支
配
身
分
の
中
に
醸
成
さ
れ
て
く
る
保
護
・
義
務
の
観
念
・

慣
行
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、

リ
パ
テ
ィ
の
保
護
の

ふ
た
た
び
本
稿
の
問
題
に
立
返
っ
て
、

問
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
で
に
へ
ン
リ
一
世
時
代
、
数
多
く
の
チ
ア

1
タ
が
、
授
与
さ
れ
た
リ
パ
テ
イ
を
侵
害
し
た
役
人
そ
の
他
に
対
し
、

の
「
国
王
の
罰
金
」
を
課
し
て
い
る
(
実
際
に
徴
収
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
)
。
ジ
オ
ン
王
時
代
に
な
る
と
、
。
日
目
印
刷
州
諸
仲
間
H
N
O
]
】
聞
や

エ

ア

リ

ロ

ー

ル

Aha-v

巡
回
裁
判
記
録
に
は
、
リ
パ
テ
イ
の
占
有
を
一
個
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
と
し
て
支
持
し
て
い
る
訴
訟
が
多
く
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
ロ

m
S話回

一
O
リ
ブ
ラ

1
タ

フランチァイズ裁判権と「主国共同体」の成立

国
ゲ
ゲ
白
片

0
5
8
E
E
Z
Z円仲間同何回目(リ
1
ベ
ル
タ

1
ス
に
反
し
て
大
修
院
長
を
苦
む
る
勿
れ
)
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
定
型
令
状
(
当
然
令
状

当
号
え

gロ
宮
市
)
が
現
わ
れ
る
の
は
、
十
三
世
紀
初
頭
の
令
状
登
録
簿
に
お
い
て
で
あ
る
。
か
く
し
て
国
王
は
特
権
の
濫
用
の
認
め
ら
れ

な
い
限
り
、

乙
れ
を
意
識
的
に
保
護
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ミ
ラ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
国
王
の
統
治
機
構
は
リ
パ
テ
イ
の
後
に
良
き

そ
の
支
持
者
と
し
て
も
存
在
し
て
い
た
」
(
傍
点
筆
者
)
の
で
あ
る
。

指
導
者
と
し
て
存
在
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、

リ
パ
テ
ィ
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
保
護
は
、
反
面
、
義
務
の
勧
告
、
強
制
を
伴
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

つ
ぎ
に
リ
パ
テ
イ
の

保
護
者
に
対
す
る
義
務
遂
行
の
要
請
に
つ
い
て
述
べ
る
。

だ
が
そ
の
前
に
一
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
こ

う
し
た
保
護

|
1義
務
の
要
請
が
、
実
際
上
は
封
建
法
の
原
則
の
拡
張
か
ら
生
じ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
点
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は

王
権
に
よ
っ
て
授
与
さ
れ
た
特
権
・
裁
判
権
の
検
討
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
た
め
、
捨
象
さ
れ
て
い
る
面
で
あ
る
が
、

乙
の
時
期
ま
で

に
は
、
国
王
を
頂
点
と
し
て
い
わ
ば
土
地
保
有
の
態
様
の
ピ
ラ
ミ
ド
が
完
成
さ
れ
、
土
地
法
も
ま
た
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
い
ち
じ
る
し
く

発
展
し
て
き
で
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

そ
の
た
め
リ
パ
テ
ィ
の
保
有
は
、

い
わ
ゆ
る
《
シ

1
ジ
ン
》
と
し
て
保
護
さ
れ
る
と
と
も
に
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説

同
時
に
、
封
の
授
与
に
対
し
て
は
、
軍
役
・
諮
問
に
応
ず
る
等
の
義
務
を
も
っ
て
答
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
封
建
法
上
の
原
則
に
服
せ
し

め
ら
れ
た
、

と
も
み
え
る
の
で
あ
る
。

リ
パ
テ
ィ
も
ま
た
義
務
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

論

さ
き
に
述
べ
た
へ
ン
リ
二
世
の
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
法
令
で
は
「
ウ
ォ

I
リ
ン
グ
フ
ア
ド
の
オ
ナ
の
中
に
お
い
で
さ
え
」

そ
こ
に
立
入
っ
て

刑
事
犯
の
逃
亡
者
を
追
跡
す
る
権
限
が
シ
エ
リ
フ
に
与
え
ら
れ
、
各
ロ

1
ド
は
犯
人
逮
捕
に
協
力
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
。
乙
の

乙
と
は
権
利
令
状
の
原
則
l
l
l
自
由
保
有
権
に
関
し
て
、

封
主
が
正
義
u
裁
判
を
施
乙
す
こ
と
を
怠
っ
た
ば
あ
い
、

国
王
の
シ
ェ
リ
フ
が

そ
れ
を
な
す
ー
ー
が
、
論
理
上
、
封
建
的
な
民
事
裁
判
か
ら
公
的
な
刑
事
裁
判
に
拡
張
さ
れ
、

や
が
て
次
の
よ
う
な
定
式
が
一
般
的
と
な

る
先
ぶ
れ
を
示
す
、
「
法
を
実
施
せ
よ
、

そ
の
と
き
汝
は
汝
の
法
廷
を
失
う

然
ら
ざ
れ
ば
朕
の
シ
エ
リ
フ
か
裁
判
官
が
そ
を
な
す
べ
し
、

ベ
し
」
。

そ
し
て
実
際
、

こ
の
こ
と
が
ダ

I
ラ
ム
の
司
教
の
よ
う
な
有
力
な
臣
下
の
身
の
上
に
起
り
、

の
権
威
を
か
り
で
、
彼
の
リ
パ
テ
ィ
を
否
認
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、

エ
ド
ワ
ド
一
世
は
、
「
議
会
に
お
け

る
国
王
評
議
会
」

エ
リ
ィ
に
お
い
て
は

B
Z
E

。
問
委
円
伊
丹
が
現
わ
れ
る
や
(
と
い
う
こ
と
は
一
応
、

シ
エ
リ
フ
に
対
す
る
排
除
権
が
得
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
)
、
す
ぐ
そ
の
あ
と
を
追
っ

て
唱
同
紅
白
。
口
。
B
吉
宮

]
F
2
s
s
g
が
行
使
さ
れ
、

リ
パ
テ
ィ
の
ベ
イ
リ
フ
が
令
状
の
執
行
を
怠
っ
た
と
き
、

シ
エ
リ
フ
は
国
王
の
命
令

を
遂
行
す
る
た
め
、
リ
パ
テ
イ
の
中
に
踏
み
ζ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。

起
っ
て
い
る
。
ま
た
三
二
七
年
の
マ

1
グ
ナ
"
カ
ル
タ
は
、

そ
の
た
め
ベ
イ
リ
フ
と
シ
エ
リ
フ
と
の
聞
に
は
げ
し
い
確
執
が

そ
の
第
四
二
条
に
お
い
て
、
私
的
な
フ
ラ
ン
ク
プ
リ
ジ
の
温
存
を
認
め
、

「
す
べ
て
の
人
は
そ
の
リ

1
ベ
ル
タ

1
ス
を
わ
が
祖
父
へ
ン
リ
の
時
代
に
お
い
て
と
同
様
に
も
つ
乙
と
が
で
き
る
」
と
す
る
一
方
、
検
察

権
が
シ
エ
リ
フ
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
よ
う
と
、

ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
保
有
者
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
よ
う
と
、
「
朕
の
平
和
が
励
行
さ
れ
、

と
し
て
い
る
。

任
命
昨
日
比
口
問
問
(
日
フ
ラ
ン
ク
プ
り
ジ
の
古
名
)
は
従
来
通
り
正
し
く
組
織
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

乙
れ
な
ど
は
権
利
の

保
護
1

1
義
務
関
係
を
明
確
に
謡
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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ま
た
、
特
権
を
も
っ
者
に
対
し
、
国
王
が
ど
の
よ
う
に
義
務
の
遂
行
を
勧
告
・
説
得
し
た
か
を
き
わ
め
て
グ
イ
グ
イ
ッ
ド
に
伝
え
て
い

る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

一
二
三
七
年
、

ヘ
ン
リ
I
三
世
は
ピ

1
タ
1
パ
ラ
の
大
修
院
長
に
宛
て
次
の
よ
う

に
書
き
送
っ
て
い
る
。

「
朕
は
わ
が
王
国
の
す
べ
て
の
ベ
イ
リ
フ
に
、
股
の
平
和
の
妨
害
者
に
対
し
て
、
夜
ご
と
見
張
り
が
続
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
監
視
す
る
よ
う
命
じ
、

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

ま
た
リ
パ
テ
ィ
の
保
有
者
に
も
彼
が
そ
の
リ
パ
テ
ィ
の
中
で
、
上
の
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
監
視
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
以
上

貴
下
が
貴
下
の
リ
パ
テ
ィ
の
中
で
殺
人
、
強
盗
の
行
な
わ
る
る
ま
ま
に
放
置
し
、
股
の
平
和
を
維
持
す
る
何
ら
の
手
段
も
と
っ
て
い
な
い
の
は
驚
異
で
あ
る

・
。
そ
れ
故
股
は
貴
下
に
申
付
け
る
、
貴
下
が
貴
下
の
リ
パ
テ
ィ
を
保
存
し
た
い
と
願
う
な
ら
ば
、
犯
罪
者
や
平
和
破
壊
者
を
取
締
ま
る
よ
う
配
慮
さ

れ
ん
こ
と
を
。
そ
う
す
れ
ば
貴
下
は
股
の
平
和
を
愛
す
る
者
と
し
て
の
あ
か
し
を
た
て
た
こ
と
に
な
り
、
朕
は
貴
下
が
義
務
を
怠
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
貴
下

の
リ
パ
テ
ィ
に
手
を
出
す
必
要
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

か
く
し
て
、
特
権
と
義
務
、
免
除
と
負
担
と
は
い
わ
ば
表
裏
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
乙
乙
で
は
、

か
な
り
た
て
ま
え
的
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
効
果
は
割
引
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、

そ
う
し
た
勧

告
、
説
得
に
は
、

そ
れ
が
繰
返

し
主
張
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
て
く
る
、
支
配
階
層
の
社
会
通
念
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
の
で

あ
る
。
ま
さ
し
く
E

ロ
ozgBoz-m山内

3

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
こ
の
こ
と
は
、
貴
族
階
級
の
み
な
ら
ず
、
国
王
自
身
に
も
あ
て
は
ま
っ
た
。

「
留
の
三

5
2
の
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
(
ダ

1
ラ
ム
の
司
教
領
の
そ
れ
)
の
レ
レ
小
に
し
て
守
品
群
」
と
自
ら
称
し
た
エ
ド
ワ
ド
一
世
の
言

葉
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

し
か
し
エ
ド
ワ
ド
と
は
異
り
、

乙
の
よ
う
な
自
覚
の
な
い
国
王
を
迎
え
た
ば
あ
い
、
臣
下
は
乙
れ

に
、
統
治
者
と
し
て
の
義
務
を
説
い
た
り
強
制
し
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
ス
キ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、

も
と
・
も
と

「
コ
モ
ン
日
ロ

I
の
手
続
は

l
i
-
大
権
的
行
為
の
結
果
で
あ
る
け
れ
ど
も
|
|
国
王
白
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説

身
を
も
拘
束
す
る
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
」
、
あ
る
い
は
「
コ
モ
ン
日
ロ

1
の
法
規
や
手
続
は
、

う
言
葉
で
行
政
的
活
動
の
範
囲
を
制
限
す
る
た
め
の
基
準
と
な
っ
た
」
と
い
う
。

コ
モ
ン
n
ロ
l
の
発
展
に
お
け

し
だ
い
に
、

法
の
支
配
と
い

こ
れ
は
い
わ
ば
、

論

一
つ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
。
乙
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
説
明
す
る
こ
と
自
体
、
英
法
史
の
大
き
な
テ

1
マ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

少
く
と
も
そ
の
説
明
の
一
つ
の
前
提
と
し
て
、
あ
る
と
き
は
国
王
か
ら
臣
下
へ
強
調
、
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
と
き
は
臣

る、下
か
ら
国
王
へ
強
調
、
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
階
層
の
聞
に
成
立
し
て
く
る
義
務
観
念
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
リ
パ
テ
ィ
の
権
原
審
査
・
確
認
の
問
題
に
ふ
れ
る
。

こ
の
問
題
も
、
十
三
世
紀
に
な
っ
て
突
然
現
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、

り
前
か
ら
起
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

再
四
の
公
布
・
確
認
や
シ
エ
リ
フ
・
巡
回
裁
判
官
に
よ

し
か
し
、

マ
1
グ
ナ
日
カ
ル
タ
の
再
三
、

る
門
官
。
一
委
曲
ロ
ロ
ロ
件
。
審
問
(
散
発
的
に
せ
よ
後
者
が
始
ま
る
の
は
三
二
八
年
以
後
と
い
わ
れ
る
)
を
は
じ
め
と
し
、
十
三
世
紀
に
は
と
く

に
、
権
原
審
査
・
確
認
の
記
録
で
満
た
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
述
し
た
リ
パ
テ
ィ
の
保
護
、
義
務
の
勧
告
・
強
制
を
具
体
化
し

実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
当
然
生
じ
て
く
る
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
ζ

で、

こ
う
し
た
記
録
の
中
で
、
重
要
と
思
わ
れ
る
い

く
つ
か
の
例
を
あ
げ
、

そ
れ
ら
の
意
義
を
検
討
し
た
い
。

一
二
二
五
年
(
へ
ン
リ
三
世
の
治
世
、

し
て
い
た
と
い
う
乙
と
を
理
由
と
し
て
、

第
三
回
目
の
マ

1
グ
ナ
日
カ
ル
タ
公
布
の
直
後
)
、

ヨ
ー
ク
シ
ア
の
人
々
が
、

古
き
時
代
に
享
受

リ
パ
テ
ィ
を
請
求
し
、
隣
州
の
リ
ン
カ
ン
シ
ア
の
慣
習
を
引
合
い
に
出
し
た
と
き
、
国
王
と
そ

の
顧
問
た
ち
は
再
公
布
さ
れ
た
チ
ァ

1
タ
が
最
も
確
定
的
な
リ
パ
テ
ィ
の
授
与
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
と
り
、

リ
パ
テ
ィ
享
有
の
事
実
と

し
て
遡
り
う
る
の
は
ジ
オ
ン
王
時
代
ま
で
で
あ
る
と
し
て
、
シ
エ
リ
フ
に
次
の
よ
う
な
指
示
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ジ
オ
ン
王
時
代

に
享
有
さ
れ
て
い
た
国
王
の
リ
パ
テ
ィ
と
右
の
チ
ア

1
タ
の
中
で
明
文
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
リ
パ
テ
ィ
は
、

王
権
に
留
保
さ
れ
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ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
「
何
人
の
請
求
あ
る
も
ロ
ロ

-z。
宮

S
E叩
叶
開
口
宮
自
己
目
。
ロ
O
i
-
-
:
:
そ
の
ま
ま
に
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

カ
ン
シ
ア
を
悪
し
き
例
と
し
て
引
用
す
る
と
と
を
許
し
て
は
な
ら
ぬ
、
な
ぜ
な
ら
、

n
u
v
 

テ
イ
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
。

そ
こ
で
は
、
他
の
州
よ
り
も
、

よ
り
よ
く
朕
の
リ
パ

乙
の
指
示
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
国
王
の
権
利
も
ま
た
リ
パ
テ
ィ
と
し
て
観
念
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
国
王
の
リ
パ
テ

イ
が
暗
に
臣
下
の
そ
れ
と
の
い
わ
ば
相
関
的
な
関
係
に
お
い
て
観
念
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
指
示
は
、

ポ

1
イ
ク
に

よ
れ
ば
、

リ
パ
テ
ィ
の
享
有
に
は
特
定
の
指
示
が
必
要
で
あ
り
、
古
い
文
書
の
一
般
条
項
に
乗
じ
て
そ
れ
を
享
有
し
て
は
な
ら
な
い
と
す

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

いる
う3見
~解

つ
ま
り
の
ち
に
法
の
支
配
と
な
り
、

A
C
。
羽
白
同
門
出
口
円
。
の
審
問
の
基
礎
と
な
っ
た
ド
ク
ト
リ
ン
の
芽
生
え
を
示
し
て
い
る
と

も
う
一
つ
の
例
は
、

一
二
四
四
年
、

シ
エ
リ
フ
に
宛
て
ら
れ
た
次
の
よ
う
，
な
令
状
で
あ
る
。

「
わ
が
王
国
の
す
べ
て
の
人
々
は
、
国
王
の
正
義
の
翼
の
も
と
で
、
股
の
担
先
に
よ
っ
て
彼
ら
に
授
与
さ
れ
た
リ
パ
テ
イ
を
享
有
し
た
い
と
願
っ
て
い
る

と
同
じ
く
、
股
の
王
冠
に
属
す
る
権
利
や
リ
パ
テ
ィ
が
安
泰
で
あ
る
こ
と
を
願
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
股
は
汝
に
以
下
の
こ
と
を
命
ず
る
、
す
な
わ
ち
汝
は

何
人
に
対
し
て
も
汝
の
管
轄
内
に
お
い
て
、
股
の
王
冠
に
属
す
る
と
知
ら
れ
て
い
る
リ
パ
テ
ィ
を
使
用
す
る
こ
と
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
イ
ン
グ

ク
オ
ラ
ン
ト

ラ
ン
ド
の
王
た
る
股
お
よ
び
投
の
祖
先
か
ら
与
え
ら
れ
た
十
分
な
権
原
を
有
す
る
ば
あ
い
:
:
:
:
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
リ
パ
テ
ィ
が
股
の
父
ジ
オ
ン
王
と

A
U
M
M
 

彼
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
バ
ロ
ン
た
ち
の
問
で
も
た
れ
た
、
ラ
ニ
ミ
l
ド
の
会
議
の
と
き
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
ば
あ
い
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」

シ
エ
リ
フ
に
リ
パ
テ
ィ
の
監
視
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
パ
テ
イ
が
い
か
な
る

権Z
ラ乙

原7れ
l乙は
よい
つっ
て ま
享で
有 も
さ すよ

れく
て
し、

る
か

ま
ナこ

一
一
二
五
年
の
事
件
の
時
点
に
お
い
て
、

そ
れ
ら
が
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
か
ど
う ン
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説

か
を
、
事
実
に
照
し
て
調
査
し
た
上
で
、
監
視
す
る
乙
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、

p
w
R
M吋
門

H
g
E
SロM
に
よ
り
、

イ
ク
ス
チ
ェ

カ
の
改
革
・
強
化
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、

こ
う
し
た
調
査
・
監
視
は
シ
エ
リ
フ
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
履
行
さ
れ
る
こ
と

論

が
求
め
ら
れ
、
も
し
何
ら
か
の
疑
い
が
あ
れ
ば
、
陪
審
に
諮
問
す
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

が
こ
の
令
状
に
お
い
て
、
と

り
わ
け
注
目
し
て
お
き
た
い
乙
と
は
、
「
小
さ
な
国
家
理
論
」
白
ロ
丘
町

p
g弓
主
任
自
由
S
Z
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

そ
こ
で
は
、

一
切
の
り
パ
テ
ィ
が
、
私
人
に
よ
っ
て
は
、

た
だ
国
王
の
授
与
に
よ
っ
て
の
み
、
し
か
も
「
国
王
の
正
義
の
翼
」
の
も
と
に

お
い
て
、
享
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
二
五
五
年
の
国
家
的
規
模
で
行
な
わ
れ
た
大
審
聞
に
お
い
て

は
、
リ
パ
テ
イ
に
対
す
る
王
権
の
優
越
は
、

こ
の
審
問
は
、

B
E
E
。
向
者
同
町
を
も
っ
者
は
、

よ
り
一
層
明
確
に
現
わ
れ
て
く
る
。

を
国
王
の
授
与
に
よ
っ
て
も
っ
て
い
る
か
、

そ
れ
と
も
シ
エ
リ
フ
の
許
可
に
よ
る
も
の
か
、
ま
た
、
国
王
の
保
証
な
し
に
フ
ラ
ン
ク
プ
リ

ジ
の
検
察
や
動
産
取
民
訴
訟
を
行
な
っ
て
い
る
者
は
い
か
な
る
者
か
、
を
陪
審
に
応
答
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
冒
頭
に
は
「
王
冠

の
権
利
と
リ
パ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
ま
た
大
司
教
、
司
教
、

バ
ロ
ン
、

ナ
イ
ト
お
よ
び
そ
の
他
の
フ
リ
ー
ホ
ー
ル
ダ
の
誰
が
王
冠

ア

ノレ

に
属
す
る
リ
パ
テ
ィ
を
纂
奪
し
て
い
る
か
、
ま
た
こ
れ
ら
の
リ
パ
テ
ィ
の
内
容
は
何
で
あ
る
か
」
と
あ
り
、

と
い
う
観
念
が
、
自
明
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

リ
パ
テ
ィ
は
王
権
に
属
す
る

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
裁
判
権
に
つ
い
て
の
理
論
化
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
あ
る
事
件
は
、
い
わ
ば
、
神
聖
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
王
個
人
に
属
し
、
王
自
身
の
裁
判
官
を
除
い
て
は
、
何
人
に
も
譲
渡
さ
れ
得
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
プ

リ
ジ
の
検
察
、
動
産
取
戻
訴
訟
、
ア
サ
イ
ズ
違
反
に
対
す
る
刑
罰
、
盗
人
へ
の
判
決
が
そ
れ
ら
に
入
り
、
こ
の
種
の
す
べ
て
の
事
件
は
、
平
和
、
し
た
が
っ

て
王
冠
に
属
す
る

0

・j
i
-
-
裁
判
(
管
轄
)
権
、
平
和
の
事
件
お
よ
び
正
義
と
平
和
と
に
関
連
す
る
事
件
は
、
た
だ
王
冠
と
王
の
権
威
に
の
み
属
し
、
そ
れ
以

外
に
は
何
人
に
も
属
さ
な
い
。
・
:
:
:
:
こ
の
よ
う
な
権
利
や
裁
判
(
管
幣
)
権
は
、
人
に
も
土
地
に
も
譲
渡
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
権
利
の
享
有
と
い
う
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仕
方
で
も
行
使
と
い
う
仕
方
で
も
、
私
人
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
得
な
い
、
た
だ
し
こ
の
権
利
が
委
任
さ
れ
た
裁
判
権
と
し
て
授
与
さ
れ
た
ば
あ
い
は
例
外
で

(

叫

》

あ
る
」
。

こ

乙

に

引

用

し

た

限

り

で

の

ブ

ラ

ク

ト

ン

の

陳

述

か

ら

す

れ

ば

、

平

和

と

正

義

H
裁
判
と
に
関
す
る
事
件
は
、
神
聖
な
も
の

と
し
て
、

王
権
か
ら
委
任
さ
れ
た
ば
あ
い
を
除
き
、
何
人
に
も
授
与
さ
れ
得
な
い
こ
と
、
(
い
わ
ゆ
る
「
国
王
の
平
和
」
の
観
念

の
確
立
)
ま
た
そ
れ
ら
の
授
与
、
委
任
は
、
土
地
の
譲
渡
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る

ζ

と
等
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
と
が
わ
か
る
。

一
般
に
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
リ

1
ベ
ル
タ

l
ス
あ
る
い
は
百
∞
と
お
に
関
す
る
理
論
は
、
次
の
二
つ
の
言
葉
に
要
約
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ

フランチァイズ裁判権と「王国共同体Jの成立

る
。
「
委
任
さ
れ
た
裁
判
権
は
委
任
さ
れ
え
な
い
」

E
F巴丘
5
5
r
g
m三
田
口
O
ロ

宮

S
2
r
z
m
R
-
3
「
時
効
は
王
権
に
対
抗
し
え
ず
」

E

ロ
己

Z
B
お

B
日
呂
田
。
ロ
ロ
日
昨

Hom-30
前
者
は
、
す
で
に
、
グ
ラ
ン
グ
イ
ル
に
も
見
出
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
よ
っ
て

さ
ら

K
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
が
、

い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
の
理
論
の
内
容
で
あ
る
。
か
く
て
、
十
三
世
紀
中
葉
に
い

た
り
、
少
く
と
も
理
念
的
に
は
、

フ
ュ

I
ダ
ル
な
裁
判
と
、

ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ザ
ル
な
裁
判
と
の
区
別
が
、
明
確
な
表
現
を
か
ち
う
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

山
こ
の
乙
と
と
関
連
し
て
、
中
世
英
国
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
概
念
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
。
一
三
世
紀
中
葉
以
後
、
バ
ロ
ン
や
カ
マ
ン
ズ
に
よ

り
、
自
ら
の
階
層
を
指
称
す
る
た
め
r
(
U
0
5
5ロ
巳
同
出
回
同
巾
間
口
-w(UOBBロロ田
E
b
L
叩
釘
仲
間
同
同
町
等
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
く
る
。
も
と
も
と
の
C
B
B
z
p

h
c
B
B
C
E
u
ゎ
c自
己
ロ
吉
田
な
る
語
は
、
都
市
(
共
同
体
)
の
住
民
や
州
の
住
民
を
表
わ
し
た
語
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

β
c
B
B
Cロ
叱
な
る
英
語
は
、
こ
れ

ら
か
ら
出
て
い
る
。
し
か
し
中
世
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
語
は
、
こ
う
し
た
意
味
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
マ

l
グ
ナ
H

カ
ル
タ
六
一

条
の
わ
2
回
目
ロ
ロ
同

S
2
5
芯
円
円
。
は
、
マ
ケ
ク
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
バ
ロ
ン
の
み
を
さ
し
て
い
る
。
最
初
に
か
か
げ
た
表
現
は
、
一
二
五
八
年
、
一
二
七

O
年
の
史
料
で
は
「
全
国
民
」
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
一
二
七
五
年
の
ス
タ
チ
ュ

l
ト
の
わ
C
B自
己
ロ
釦
口
広
仏
内
宮
お
口
。
、
二
ニ
二
二
年
の
ス
タ
チ
ユ

l
ト
の
め
2
ロ
B
Zロ
田
口
広
札
口

E
苫
-E
目
。
は
議
会
に
召
集
さ
れ
た
、
つ
ま
り
代
表
と
し
て
の
ナ
イ
ト
や
パ

l
ジ
エ
ス
を
示
し
て
い
る
(
た
だ
し
一
一
二
二
二
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説

年
の
こ
の
語
の
解
釈
に
つ
い
て
、
現
在
で
は
、
種
々
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
に
、
私
が
ゲ
イ
ン
ズ
H

ポ
ス
ト
の
見
解
を
紹
介
し
た
こ
と
が

あ
る
。
「
北
大
法
学
論
集
」
十
三
ノ
一
「
イ
ギ
リ
ス
初
期
議
会
史
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
」
註
間
参
照
)
。

以
上
は
、
い
ず
れ
も
コ
ム
ニ
タ

l
ス
、
コ
ミ
ユ

l
ン
な
る
語
に
限
定
の
詞
が
つ
い
た
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
語
単
独
で
も
、
国
民
、
バ
ロ
ン
層
、
代

表
者
の
全
集
団
を
表
わ
し
て
い
る
例
が
見
出
さ
れ
る
。
以
上
、

pu江件
l
Uロ
E=~切
除
わ
え
与
え

Pω
宮
内
出
命
的
白

E
Z
G古田

E勺同
v
r
s
g
B
q
s
ω
z
r
g

hoロ
m丹
W
E
t
-ロ
mL
出
町
宮
門
〕
ご

]
F
8
0
e
同
】
品
ム
ド
叶
1
∞
・
ロ
-

H
。

ジ
オ
リ
フ
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
パ
ラ
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
、
テ
ナ
ン
ト
"
イ
ン
"
チ

l
フ
の
集
団
H

バ
ロ
ン
層
が
考
え
ら
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
し
て
最
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
の
は
、
パ
ラ
で
あ
る
が
、
コ
ミ
ユ

l
ン
な
る
観
念
は
拡
張
さ
れ
て
、
テ
ナ
ン
ト
付
イ
ン
H

チ
l
フ
の
集
団
に
も
適
用
さ

れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
。
。

B
邑
Z
Eロ
巳
臣
民
D
q
え
冨
旦
お

g]
何
口
町

]
S
F
S
E
3
E
E目
)
宅
・
旧
民
l
吋・

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
、
私
が
「
王
国
全
体
が
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
統
合
さ
れ
」
た
と
い
う
と
き
、
主
に
王
権
を
中
心
と
す
る
バ
ロ
ン
層
の
統

合
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
ま
ず
最
初
に
、
パ

l
ラ
メ
ン
ト
に
来
り
、
「
王
国
の
共
同
体
」
と
称
す
る
と
き
、
自
ら
が
最
も
よ
く

全
王
国
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
観
念
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

聞
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
や
や
唐
突
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
掃
話
を
記
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
論
文
の
筆
者
ケ

ア
ム
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
若
い
社
会
主
義
者
た
ち
の
集
会
の
中
に
い
た
と
き
、
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
が
、
彼
ら
に
「
も
ち
ろ
ん
、
あ
な
た
方
は
み
な
レ
パ
プ
リ

ユ
ー
ス
フ
ル

カ
ン
で
し
ょ
う
が
:
・
・
:
:
・
」
と
語
り
か
け
た
と
乙
ろ
、
即
座
に
「
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
、
モ
ナ

1
キ
は
た
い
へ
ん
有
益
で
あ
る
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

れ
が
な
け
れ
ば
や
っ
て
い
け
な
い
」
と
反
論
さ
れ
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
人
が
び
っ
く
り
し
た
の
を
目
撃
し
た
と
い
う
。
。
由
民
♂
国
・
巴
-
u
d
司
}
岡
田
件
。
内
各
m

g庄
内
山
ぬ
〉

m
g
w回
田
町

2
5
F
M由
E
E
吋
色
白
三
百
rm
】

O

百円
U
O
B
ロ
冨
白

E
o
s
-
c
n
Z
5・
5
8
)
-
H
U
B
-
匂
・
ロ
・
乙
乙
で
パ
ジ
オ
ッ
ト
以
来
、

有
名
な
英
国
の
国
家
構
造
に
つ
い
て
の
所
論
を
引
合
い
に
出
し
て
論
ず
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
も
、
モ
ナ

l
キ
は
、
現
在
に
お
い
て
も
、

英
国
の
国
制
の
中
に
ゆ
る
ぎ
な
く
定
着
し
て
お
り
、
右
の
挿
話
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
モ
ナ

l
キ
に
対
す
る
価
値
意
識
が
容
在
し
て
い
る
こ
と
は

事
実
な
の
で
あ
る
。
歴
史
家
は
、
こ
う
し
た
事
実
を
説
明
す
る
責
任
の
一
端
を
負
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
価
値
意
識
は
ま
た
、
貴

族
制
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

閣

の

g
r
開
〈

D
E
E
r
司
-
A
U
N
ロ
・
ぉ
・

川
間

H
F
E
-
w
℃・

8
∞'

刷

出

c
E
m君。同同
v
・
g・
-
〉
百
三
D
q
c片岡山口問一
2
r
E
F
F
S
N
U・
唱
。

s・

山
山
富
5
2・C
匂・門戸同

-L-N怠・

論
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説

(4) 

ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
裁
判
権
の
理
論
と
そ
の
実
際

論

こ
の
理
論
は
、
実
際
に
、
適
用
さ
れ
、
効
力
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
っ
た
こ
と
は
明
ら
で
あ
る
」
と
い
い
、

こ
の
あ
と
や

と
乙
ろ
で
、

「
乙
の
原
則
が
遵
わ
れ
な

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
は
、

円

2
V

「
真
実
と
い
う
よ
り
は
予
言
的
な
も
の
」
と
い
っ
て
い
る
。

ホ
ー
ル
ズ
ワ

1
ス
は

が
て
述
べ
る
よ
う
に
、

こ
う
し
た
見
方
は
、
大
局
的
に
み
れ
ば
、

た
だ
こ
乙
で
一
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

正
し
い
と
い
え
る
。

ら
と
い
っ
て
乙
の
理
論
が
、
現
実
に
対
し
、
何
ら
の
意
味
も
な
か
っ
た
、
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
英
国

に
お
い
て
は
、
法
や
政
治
の
理
論
と
現
実
と
の
関
係
は
微
妙
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

キ
ヤ
ム
は
、

一
時
期
に
せ
よ
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
理

論
が
実
際
に
適
用
さ
れ
て
い
た
と
と
を
推
測
さ
せ
る
一
つ
の
証
拠
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
一
二
五
五
年
の
審
聞
に
対
す
る
、
次
の
よ
う
な

抗
議
を
の

rs巳
B
Zと。
E
か
ら
引
用
し
て
い
る
。

「
国
王
は
大
憲
章
に
お
い
て
、
教
会
に
対
し
、
そ
れ
以
前
に
教
会
が
行
使
し
て
い
た
一
切
の
リ
パ
テ
イ
を
確
認
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
い
か
な
る
保
証
に
よ

っ
て
か
か
る
リ
パ
テ
イ
を
行
使
し
て
い
る
の
か
応
答
せ
よ
、
と
聖
職
者
に
強
制
す
る
。
そ
し
て
も
し
か
く
強
制
さ
れ
た
聖
職
者
が
、
授
与
者
の
証
書
を
提
出

す
る
と
、
た
と
え
そ
れ
が
授
与
者
の
も
っ
て
い
る
一
切
の
権
利
を
与
え
た
こ
と
を
一
菰
つ
で
あ
っ
て
も
、
聖
職
者
の
請
求
し
た
り
パ
テ
イ
が
、
明
文
に
よ
っ
て

言
及
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
陳
述
は
、
聖
職
者
を
救
っ
て
く
れ
ず
、
授
与
者
の
意
思
は
何
ら
効
力
を
発
揮
し
な
い
。
さ
ら
に
明
文
に

よ
る
言
及
が
あ
っ
て
も
、
実
際
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
無
効
と
な
り
、
こ
れ
に
対
し
、
長
期
の
使
用
が
証
明
さ
れ
、
言
及
が

な
い
ば
あ
い
、
長
期
の
占
有
は
国
王
に
対
し
何
ら
効
力
を
も
た
ず
、
と
い
わ
れ
る
。
」

乙
の
例
か
ら
察
す
れ
ば
、
当
時
の
裁
判
官
た
ち
は
、

リ
パ
テ
イ
を
律
す
る
様
々
な
基
準
を
使
い
わ
け
で
、

リ
パ
テ
イ
の
権
原
を
証
明
す

る
際
の
障
壁
と
な
し
、

リ
パ
テ
イ
の
保
有
者
を
悩
ま
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
し
て
、
末
尾
の
一
句
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
結

だ
か
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局
は
「
時
効
は
王
権
に
対
抗
し
え
ず
」

王
権
の
至
上
性
を
擁
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
原
則
を
も
っ
て
き
て
、

つ
ぎ
に
こ
う
し
た
争
訟
の
内
容
に
つ
い
て
、
多
少
と
も
具
体
的
な
事
情
の
知
ら
れ
る
、
も
う
一
つ
の
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
グ

ロ
ー
ス
タ
伯
の
日
》
一
四
時
同
。
同

(
U
F
B
が
ケ
ン
卜
州
に
お
い
て
保
有
し
て
い
た
ハ
ン
ド
レ
ド
に
対
し
、

王
権
側
が
そ
の
リ
パ
テ
イ
を
請
求
し
た

こ
と
か
ら
起
っ
た
事
件
で
あ
る
。

一
二
七
九
年
一
月
、

カ
ン
タ
ペ
リ
に
お
い
て
ケ
ン
ト
州
に
つ
い
て
の
巡
回
裁
判
が
行
な
わ
れ
た
。

ζ

の

ク
オ
ラ
ン
ト

と
き
、
国
王
評
議
会
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
令
状
l
l
lジ
ル
バ

l
ト
は
い
か
な
る
権
原
に
よ
っ
て
ケ
ン
ト
州
に
お
け
る
こ
つ
の
ハ
ン
ド
レ

ド
、
当
回
目

E-ロ
ぬ
ま
口
町
と

Err-仏
を
保
有
し
て
い
る
か
ー
ー
に
対
し
、

ジ
ル
バ

I
ト
側
の
弁
護
人
、
代
理
人
は
、

そ
れ
に
答
え
る
義

務
な
し
と
主
張
し
、

そ
の
令
状
が
全
く
「
新
奇
な
」
種
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
令
状
に
は
誰
が
ハ
ン
ド
レ
ド

そ
の
理
由
と
し
て
、

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

を
請
求
し
て
い
る
の
か
、

そ
の
名
前
の
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
た
。

そ
の
た
め
こ
の
事
件
は
い
っ
た
ん
国
王
評
議
会
へ
も
持
ち
込

ま
れ
た
。

そ
こ
で
は
、

乙
の
令
状
に
は
新
し
い
点
が
何
も
な
く
、

そ
れ
が
久
し
く
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
乙
と
が
言
明
さ
れ
、

づ
い
て
、
王
座
裁
判
所
の
裁
判
官
一

O
名
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
声
明
文
が
起
草
さ
れ
た
。

乙
れ
に
よ
っ
て
、

円
山
口
。
当
日

E
E
o
の
審
問

に
お
い
て
は
、
当
事
者
と
し
て
の
国
王
の
名
を
あ
げ
る
乙
と
は
不
必
要
で
あ
る
こ
と
、

そ
う
し
て
、
も
し
使
用
さ
れ
た
令
状
の
文
句
が
、

請
求
さ
れ
た
り
パ
テ
イ
は
王
権
に
属
す
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
王
権
に
属
さ
ぬ
リ
パ
テ
イ
も
あ
る
と
い
う
ζ

と
が
合
意
さ
れ
よ
う

し
か
る
に
す
べ
て
の
リ
パ
テ
イ
は
国
王
に
起
源
を
も
ち
、

そ
れ
は
王
権
か
、
あ
る
い
は
十
分
な
権
原
|
|
国
王
の
-
証
書
な
い
し
イ
ム
メ
モ

り
ア
ル
な
時
代
か
ら
の
保
有
ー
ー
を
も
っ
者
か
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

が
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
国
王

評
議
会
に
お
け
る
こ
の
裁
定
は
、

ふ
た
た
び
カ
ン
タ
ペ
リ
に
も
ち
帰
ら
れ
た
。

そ
こ
で
ジ
ル
バ

1
ト
は
、
権
原
証
明
書
を
提
出
す
る
ζ

と

が
、
そ
れ
は
国
王
の
証
書
で
も
な
く
、

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

イ
ム
メ
モ
リ
ア
ル
な
時
代
か
ら
の
保
有
を
示
す
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

え
っ
て
、

こ
ん
ど
の
審
理
で
は
、
上
記
の
ハ
ン
ド
レ
ド
は
=
二
六
!
一
二

O
年
の
聞
に
、

ジ
ル
バ

I
ト
の
祖
父
が
某
人
か
ら
譲
受
し
た
も てコか
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説

の
で
あ
る
乙
と
、

そ
の
間
国
王
の
後
見
を
受
け
た
乙
と
が
判
明
し
、
結
局
、

そ
れ
以
来
そ
の
相
続
者
に
は
二
人
の
未
丁
年
者
が
あ
り
、

う
と
う
す
る
う
ち
に
、

そ
れ
ら
は
国
王
の
手
中
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
「
最
終
判
決
」
は
保
留

論

さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
事
件
を
祖
述
し
た
キ
ヤ
ム
は
「
ジ
ル
バ

1
ト
の
権
原
は
十
分
に
裁
定
を
受
け
な
か
っ
た
が
、

っ
た
」
と
評
し
て
ル

μ。
右
の
事
件
に
お
い
て
ま
ず
気
付
か
れ
る
と
と
は
、
審
問
さ
れ
た
側
も
審
問
し
た
側
も
、

そ
の
裁
定
は
有
効
だ

一
応
、
法
的
根
拠
を
出

し
合
っ
て
争
そ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
出
し
方
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
れ
ば
い
ち
じ
る
し
く
形
式
論
理
的
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(
伯
側
か
ら
出
さ
れ
た
相
手
方
の
名
義
の
請
求
、

そ
れ
に
対
す
る
国
王
裁
判
官
の
応
答
)
。

そ
の
意
味
で
は
こ
う

し
た
争
い
は
、
決
し
て
「
実
力
」

の
み
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、

ジ
ル
バ

I
ト
側
か
ら
出
さ
れ
た
権
原
証
明
窪
田

は
十
分
に
裁
定
さ
れ
る
と
と
な
く
、

い
わ
ば
王
権
側
の
張
っ
た
土
俵
で
審
理
が
進
め
ら
れ
、

「
最
終
判
決
」
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
事

か
っ

実
上
王
権
側
の
勝
訴
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
。
気
付
か
れ
る
も
う
一
つ
の
点
は
、

リ
パ
テ
イ
の
権
原
と
し
て
国
王
の
証
書
の

ま

b
f」
、

l
t
l
 

こ
の
こ
と
は
、
先
ほ
ど
あ
げ
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
理

イ
ム
メ
モ
リ
ア
ル
な
時
代
か
ら
の
保
有
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
と
で
あ
る
。

論
「
時
効
は
王
様
に
対
抗
し
え
ず
」
か
ら
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
王
権
側
の
譲
歩
を
示
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
ζ

の
事
件
は
、

り
パ
テ
イ

に
お
け
る
王
権
の
至
上
性
を
打
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
そ
の
妥
協
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し

た
事
態
が
な
ぜ
起
っ
た
か
を
知
る
た
め
に
は
、

し
か
し
、

ェ
ド
ワ
ド
一
世
の
治
世
全
般
に
つ
い
て
の
り
パ
テ
イ
の
在
り
方
を
み
な
け
れ
ば

「
ご
っ
「
晶
、

O

J
I
P
ν
e
J
t
 

さ
て
十
三
世
紀
の
末
葉
、

ふ
た
た
び
リ
パ
テ
イ
の
審
問
H
調
査
が
開
始
さ
れ
た
と
き
l
l
l
一
二
五
八
年
の
オ
ク
ス
フ
ァ
ド
協
約
の
事
件

等
に
よ
り
、
調
査
は
一
時
中
止
さ
れ
て
い
た
ー
ー
ー
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
理
論
は
し
だ
い
に
不
明
瞭
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

い
ま
そ
の
徴
表
と
思
わ
れ
る
も
の
を
列
挙
す
る
と
|
|
ジ
ル
バ

1
ト
の
事
件
と
同
じ
く
一
二
七
九
年
の
一
法
令
で
は
、

イ
ム
メ
モ
リ
ア
ル そ
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な
リ
パ
テ
イ
の
保
有
は
良
い
保
証
と
さ
れ
て
お
り
、

プ
リ

l
デ
ン
グ
ズ

一
二
七
八
l
九
四
年
の
巡
回
裁
判
の
訴
答
書
の
中
で
も
、

こ
の
よ
う
な
主
張
が
繰

返
し
承
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
国
王
の
法
律
顧
問
音
た
る
の
巴
宮
与
え
同
，
r。
E
Sロ
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
法
諺
「
時
効
は
王
権
に
対

抗
し
え
ず
」
は
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
に
関
し
て
効
力
を
も
た
な
い
、
と
明
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
乙
の
頃
現
わ
れ
る
法
律
書

E
m
z、
∞
江
口
。
ロ

を
み
て
も
、

そ
と
で
は

H
m
m白
-
E
に
つ
い
て
の
観
念
は
媛
昧
と
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
目
立
回
で
は
足
回
国
営

B
な
る
語
が
用
い
ら
れ
て

い
る
が

(
先
程
引
用
し
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
一
節
の
冒
頭
参
照
)
、

そ
れ
に
は
何
ら
の
註
釈
も
説
明
も
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
，
っ
し
て
エ

ド
ワ
ド
二
世
の
治
世
の
一
三
一
二
年
、

リ
パ
テ
イ
は
、
土
地
に
附
属
す
る
相
続
や
譲
渡
の
可
能
な
財

ロ
ン
ド
ン
の
巡
回
裁
判
に
お
い
て
、

フランチ 7 イズ裁判権と「王国共同体」の成立

疑産
問で
視あ
さる
れ、

てと
い提

なー言
い乙さ

さ
れ
7こ
と
き

そ
れ
は
何
ら

。gh
p
a
y
ω
n
g宮
の
よ
う
な
国
王
側
の
恐
る
べ
き
法
律
顧
問
官
に
よ
っ
て
も
、

か
く
し
て
、
グ
ロ

I
ス
タ
の
法
令
(
一
二
七
八
)
と
そ
れ
に
基
い
て
派
遣
さ
れ
た
巡
回
裁
判
官
の
審
問
活
動
に
も
拘
ら
ず
、

ナ

ク

ラ

「
神
聖
な
」
も
の
と
い
う
よ
り
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
一
形
式
、

リ
パ
テ
イ
は

あ
る
い
は
封
建
的
土
地
保
有
の
属
性
と
み
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

一
二
九

O
年
の
法
令
で
は
、
結
局
、

ド
ワ
ド
の
政
策
そ
の
も
の
を
み
て
も
、

二

九

O
年
以
降
|
|
乙
れ
が
イ
ム
メ
モ
リ
ア
ル
な
時
点
の

エ
ド
ワ
ド
の
治
世
を
通
じ
て
、

リ
パ
テ
イ
の
保
有
者
の
変
更
は

限
界
と
さ
れ
た
l
|
享
有
さ
れ
た
一
切
の
リ
パ
テ
イ
を
確
認
し
て
お
り
、

ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
乙
れ
は
明
ら
か
に
、
現
実
肯
定
、
歴
史
的
事
実
の
承
認
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、

エ
ド
ワ
ド
は
「
革
新

的
」
で
な
く
、
「
伝
統
的
」

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

エ
ド
ワ
ド
の
円
以
口
。
者
白

q
g
g
政
策
は
失
敗
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
調
査
の
目
的
が
リ
パ
テ
イ
の
奪
取
に
あ
っ
た
の

だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
失
敗
し
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
エ
ド
ワ
ド
が
そ
の
一
連
の
政
策
の
中
で
貫
こ
う

と
し
て
い
る
も
の
は
、
「
対
応
す
る
義
務
が
な
け
れ
ば
特
権
も
な
し
」

の
原
別
で
あ
っ
た
か
に
み
え
る
。

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、

こ
の
よ エ

北法 14(2・97)299



説

う
な
原
則
に
基
き
、
彼
は
ダ

1
ラ
ム
の
司
教
に
対
し
、
そ
の
リ
パ
テ
イ
の
否
認
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。

プ
ロ
パ
テ
ィ

の
胸
中
に
あ
っ
た
も
の
は
、
「
財
産
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
義
務
を
果
す
こ
と
だ
」
と
い
う
、

エ
ド
ワ
ド

キ
ヤ
ム
に
よ
れ
ば
、

デ
イ
ズ
レ

1
リ
が
封
建
制
に
つ
い

論

て
語
っ
た
言
葉
に
、
近
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

十
四
世
紀
後
半
に
入
っ
て
も
、
右
に
述
べ
た
事
態
に
変
り
は
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
リ
パ
テ
イ
に
対
す
る
要
求
は
高
ま
り
、
大
き
な
特

理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
固
め
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
特
権
領
域
は
、
内
部
で
国
王

権
領
域
は
、
ま
す
ま
す
そ
の
地
位
を
、

の
統
治
機
構
と
の

「
同
質
化
」
を
起
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
客
観
的
に
み
れ
ば
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
機
構
全
体
に
と
っ
て
は
、

第
一
次
的
に
脅
威
と
な
る
ζ

と
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
で
は
「
新
封
建
制
」
(
あ
る
い

た
だ
中
世
末
期
に
な
る
と
、

は
「
擬
似
封
建
制
」
)

な
る
事
態
が
発
生
し
、

初
期
の
封
建
制
を
特
色
ず
け
て
い
た
、
忠
誠

大
領
主
と
そ
の
お
抱
え
の
従
者
と
の
間
に
、

と
信
頼
と
い
う
責
任
の
雰
囲
気
と
は
異
質
的
な
、
徒
党
的
、
私
的
な
人
的
関
係
が
蔓
延
す
る
。

こ
の
新
封
建
制
と
の
関
連
で
、

リ
パ
テ
イ

は
、
ふ
た
た
び
劇
し
い
攻
撃
を
受
け
る
と
と
に
な
忍
。
中
世
の
諸
特
権
に
対
す
る
本
格
的
な
攻
撃
は
、

チ
ュ

1
ダ
王
朝
の
諸
君
や
エ
ド
マ

ン
ド
H
ダ
ッ
ド
レ
ー
の
よ
う
な
裁
判
官
た
ち
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
。

中
世
後
期
に
お
け
る
と
う
し
た
問
題
を
論
ず
る
た
め
に
は
、

のし
拾か
頭 し
が稿
介を
入あ
しら
て た
くめ
る て
か考
り究
で し
あ た
るとい

ζ

れ
ま
で
み
た
時
期
よ
り
も
、
か
な
り
複
雑
な
歴
史
的
要
因
、
と
く
に
カ
マ
ン
ズ

そ
こ
に
は
、

さ
て

ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
裁
判
権
の
理
論
と
そ
の
実
際
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
わ
れ
わ
れ
は
、
最
後
に
、

ス
ト
レ

I
ア
と
共
に
、
次
の

よ
う
に
結
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
こ
の
理
論
は
、

一
切
の
裁
判
権
は
、
上
級
の
支
配
者
の
授
与
に
起
源
を
も
っ
、

が
政
治
的
な
利
点
を
も
っ
て
い
た
の
だ
。
」

と
主
張
す
る
、

し
か
し

そ
れ
は
、
歴
史
的
に
は
そ
の
通
り
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、

そ
れ
は
、

や
が
て
来
る
べ
き
絶

対
主
義
の
理
論
を
予
示
し
て
い
る
か
に
み
え
る
、

王
権
側
か
ら
打
出
さ
れ
た
、

き
わ
め
て
早
熟
な
国
家
理
論
、
あ
る
い
は
政
治
的
な
シ
ム

北法 14(2・98)300



ボ
jレ

で
あ
っ
た
と
い
う
と
と
が
で
き
る
。

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

凶

-Ic--cnrlζ
日三
g
p
o℃
-
n
x
u
r
H
}
日
誌
-

か
疑
わ
し
い
」
と
い
っ
て
い
る
。

凶

出

c
E
m者
C
1
y
k
r
z
E
C門
司

C同
開
口
町

-
2
r
F
E
F
r
H
Y
∞吋・

聞

の

F
E
E
S
宮田』
o
g
v
〈
♂

ω
8
1町・

2
庄
内
8
5
h出口
f

開
〈

c-Erg-
℃
-
A
A
0・

凶
以
上
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
(
い
白

gu
河
口
口
骨
E
w
宅
-
N
8
1叶・

間

以

上

の

諸

例

は

わ
E
H
f
何
〈

c
-
5
5
p
-
v
h広
H

に
よ
る
。

倒
(
リ
白
戸
田
E
L
B
P
-
Y
N
8・

間
本
稿
の
は
じ
め
の
註
(
序
・
註
捌
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
世
後
期
の
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
の
問
題
を
取
扱
っ
て
い
る
が
、
京
国
百
円
m
n
E
口
町
民
丘
町
田
=

。
片
岡
山
口
問

-ur
閉
め
口
含

}E出
=
で
あ
る
。
以
下
の
叙
述
は
主
と
し
て
右
の
論
文
に
よ
る
。

ユ
ン
ス
テ
ィ

l
チ
ュ
ジ
オ

γ

附
英
国
の
国
制
に
関
し
て
、
-
般
に
「
ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
」
な
る
語
が
最
も
ふ
?
つ
に
用
い
ら
れ
る
の
は
「
参
政
権
」
「
選
挙
権
」
の
意
味
に

お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
用
法
は
、
カ
マ
ン
ズ
の
パ
l
ラ
メ
ン
ト
へ
の
出
席
と
そ
の
代
表
制
の
構
造
と
に
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
乙
の
よ
う
な
用
法
も
、
と
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
フ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
の
意
味
H

「
公
権
を
行
使
す
る
機
能
」
(
一
の
聞
の
註
凶
参
照
)
を
念
頭
に
お

く
な
ら
ば
、
持
伏
し
て
突
飛
な
意
味
変
化
の
結
果
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
マ
ン
ズ
の
代
表
制
成
立
後
は
「
選
挙
権
」

ζ

そ
「
公
権
を
行
使
す
る

機
能
」
の
最
も
大
き
な
一
つ
で
あ
ろ
う
か
ら
。

川
間

2
5百
円
w』

-HNw
叶
「
巾
口
町
2
-
c司
自
0

5

0
問
問
。

E
L
m
-
F
2
M
E
M
E
-ロ
(
一
口
]
阿
君
色
同
p
h
g
z
q
H
W口
円
。
】
以
内
山
由
円
五
円

r
o
Hり
D
ロロ《目白巴
Cロ
D
同
Y
向。乱。門口

ω
0
6

2
2
U
H
W
℃
匂
吋
∞
!
∞
∞
ゆ
間
同
℃
・
∞

ω)・

メ
ィ
ト
ラ
ン
ド
は
さ
ら
に
続
け
て
「
国
王
自
身
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
、

大
い
に
努
力
し
た
か
ど
う

結

日

要

約

と

補

足

文
書
に
よ
る
裁
判
権
の
授
与
は
十
世
紀
の
中
葉
頃
か
ら
見
出
さ
れ
る
。

そ
の
内
容
は
ハ
ン
ド
レ
ド
に
お
け
る
国
王
貢
租
、
裁
判
に
よ
る
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説

収
益
の
授
与
で
あ
っ
た
。

乙
の
ζ

と
は
、
同
時
に
、
不
入
権
な
い
し
そ
の
領
域
が
発
生
し
て
く
る
乙
と
を
意
味
し
た
。

し
か
し
そ
の
詳
し

い
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
国
王
の
役
人
を
排
除
し
、

か
つ
自
ら
の
法
廷
を
も
っ
と
い
う
特
権
が
、
明
確
に
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、
征
服
後

論

そ
し
て
そ
の
後
、

ほ
ぼ
半
世
紀
の
聞
に
お
い
て
で
あ
る
。

王
権
側
に
、

へ
ン
リ
一
世
、

と
く
に
へ
ン
リ
二
世
の
よ
う
な
強
力
な
支
配
が
現

わ
れ
、
様
々
な
法
制
上
の
改
革
が
行
な
わ
れ
る
と
、

そ
れ
に
対
応
し
て
、

ま
た
新
し
い
特
権
"
自
由
(
領
域
)
が
出
現
し
て
く
る
。

し
た
が

っ
て
、
王
権
が
強
化
増
大
さ
れ
る
と
、
特
権
u
自
由
(
領
域
)
が
、

い
わ
ば
反
比
例
し
て
減
少
し
て
く
る
と
は
、

こ
よ
よ
り
と
斗
」
阜
、
、
て
し
盲
よ
、
。

ナ
J
J
j
d
t
y
q
p
u
'
u
p
v
y

か
え
っ
て
そ
の
数
も
ふ
え
、
権
利
の
内
容
も
程
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
、

と
み
ら
れ
る
。

た
だ
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

こ
の
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
史
料
が
豊
富
に
な
っ
て
く
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
依
然
と
し
て
残
る
、

と
い
う
点
で
あ

る
。
強
力
な
君
主
の
改
革
に
よ
る
王
権
の
強
化
増
大
と
い
う
こ
と
も
、

こ
れ
ま
で
深
い
自
覚
や
意
識
を
伴
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に

新
し
い
法
や
権
利
が
発
見
さ
れ
、
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
来
来
の
慣
行
が
、
法
や
権
利
と
し
て
規
定
を
受
け
取
る
こ
と

に
よ
っ
て
(
も
ち
ろ
ん
廃
棄
さ
れ
る
も
の
も
あ
ろ
う
)
、
行
政
組
織
や
司
法
制
度
が
分
化
し
、
複
雑
化
し
、
秩
序
だ
て
ら
れ
る
、

と
い
，
っ
こ

と
で
、
必
ず
し
も
実
力
の
増
大
を
意
味
す
る
と
は
い
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

が
そ
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
特
権
日
自
由
領
域
の
増
加
が
み
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、

中
世
中
期
以
降
、

国
王
を
頂
点
と
し
そ
れ
ら
の
統

A
口
が
行
な
わ
れ
る
の
は
、
新
た
に
発
生
し
て
く
る
特
権
H

自
由
領
域
の
支
配
機
構
が
、

国
王
の
そ
れ
の

「
複
製
」
と
し
て
成
立
し
て
く
る

と
い
う
い
わ
ば
客
観
的
条
件
と
、

リ
パ
テ
イ
保
持
者
に
対
す
る
義
務
の
勧
告
、
強
制
と
権
原
審
聞
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

王
権
側
が
、

乙
の
権
原
審
問
と
義
務
の
強
制
の
た
め
に
つ
く
り
出
し
た
理
論
が
、

ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
裁
判
権
の
理
論
で
あ
っ
た
。

そ
の
明
確
な
表
現
は

プ
ラ
ク
ト
ン
に
見
出
さ
れ
る
。

し
か
し
義
務
の
強
制
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
い
。

反
面
、
特
権
n
自
由
に
対
す
る
確
認
、
保
護
が
あ
っ
た
。

あ
る
い
は
臣
下
の
抵
抗
に
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あ
い
、
国
王
は
そ
う
す
る
乙
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
乙
と
も
あ
っ
た
。

こ
の
特
権
H

自
由
は
、

ブ
ラ
ン
チ
ア
イ
ズ
裁
判
権
の
理
論
に
よ
っ

て
制
約
を
受
け
た
に
も
拘
ら
ず
、
事
実
上
は
、
混
同
さ
れ
て
、
確
認
、
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

以
上
が
中
世
英
国
に
お
い

て
、
自
由
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
実
態
で
あ
る
。

以
上
こ
と
は
、

マ
ル
ク
ウ
ェ
イ
ン
の
指
摘
以
来
有
名
と
な
っ
た
中
世
英
国
の
憲
法
思
想

に
見
出
さ
れ
る
二
つ
の
領
域
|
|
|
固
王
の
意
思
の
い
わ
ば
絶
対
的
で
あ
る
「
統
治
」

Em己
Z
E
R
C
E
3
3
の
領
域
の
ほ
か
に
、

な
い
「
法
」
」

5
E
W
E
R
u
の
領
域
の
存
在
し
た
こ
と
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
一
下

そ
v

つ
で
は

中
世
英
国
に
お
い
て
は
、
右
は
述
べ
た
義
務
と
保
護
と
を
い
わ
ば
基
軸
と
し
て
、
国
王
と
貴
族
層
と
の
聞
に
は
、
支
配
身
分
と
し
て
の

フランチァイズ裁判権と「王国共同体」の成立

仲
間
意
識
な
い
し
協
働
関
係
が
成
立
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
関
係
が
破
れ
た
乙
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。

内
乱
を
想
起
し
て
み
た
だ
け
で
も
、
両
者
の
間
に
は
む
し
ろ
対
立
的
局
面
の
方
が
多
か
っ
た
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
乙
の

い
く
つ
か
の

よ
う
な
対
立
の
過
程
に
お
い
て
貴
族
た
ち
は
、

そ
の
特
権
を
獲
得
し
て
い
っ
た
面
も
大
き
く
、
私
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
契
機
の
意
義
を

忘
却
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
そ
の
典
型
的
な
一
例
と
し
て

「
同
輩
の
裁
判
」
」
包
∞
B
g
H
H
)可
宮
2
凹
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
中

世
・
中
後
期
に
お
い
て
国
王
裁
判
官
の
活
躍
を
中
心
と
す
る
コ
モ
ン
H

ロ
1
n
「
国
法
」
が
発
展
し
て
く
る
と
、
貴
族
た
ち
は
そ
れ
に
対
抗

し
、
国
王
が
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
よ
う
な
事
件
に
お
い
て
は
、

自
律
性
を
一
不
す
た
め
に

コ
モ
ン
日
ロ
1
法
廷
の
裁
判
に
服
す
る
ζ

と
を
拒
み
、

「
同
輩
の
裁
判
」
を
要
求
し
て
や
ま
な
か
っ
た
事
例
も
多
く
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、

自
ら
の
階
層
の

わ
ば
ロ
ン
グ
H

タ
1
ム
に
お
い
て
英
国
の
国
制
を
眺
め
る
と
き
、

そ
こ
で
は
モ
ナ
1
キ
を
頂
点
と
す
る
統
合
は
解
体
し
て
い
な
い
。

カミ

乙
の
よ
う
な
歴
史
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
、
私
は
あ
え
て
、
国
王
と
貴
族
と
の
聞
に
、
仲
間
意
識
・
協
働
関
係
の
存
在
を
指
摘
し

特
権
H

自
由
領
域
の
支
配
機
構
と
閏
王
の
統
治
機
構
と
の

そ
う
し
た
観
念
・
関
係
の
具
現
さ
れ
た
、

制
度
的
な
実

「
同
質
化
」

の
中
に
、

体
の
一
つ
を
看
取
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

か
な
り
大
き
な
特
権
日
自
由
を
も
っ
領
域
が
現
わ
れ
、

そ
こ
で
国
王
の
令
状
が
形
式 L 、な

ぜ
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説

上
通
用
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
、

許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

壬
国
と
い
う
共
同
体
に
と
っ
て
脅
威
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は

そ
乙
で
も
王
国
の
慣
習
、
換
言
す
れ
ば
、
国
王
裁
判
官
の
も
た
ら
す
正
義
と
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
慣
習
と
の
コ

論

ム
プ
ロ
マ
イ
ズ
が
実
現
さ
れ
て
い
た
。

そ
う
し
て
中
世
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
ζ

の
よ
う
な
基
礎
が
、

の
ち
の
英
国
に
お
い
て
、
統
治

の
仕
事
を
遍
在
的
な
官
僚
制
の
み
に
委
ね
る
必
要
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
情
の
遠
因
の
一
端
と
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
ト
ク
グ
イ
ル
の
言
葉
を
か
り
て
い
え
ば
、
ま
さ
に

(
「
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド

「
英
国
人
は
、
司
法
の
集
中
化
を
考
え
つ
い
た
最
初
の
国
民
」

紀
行
乙
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

山
富
ロ
ロ
3
5
W
C℃
円

y
n
E℃
・
同
ぐ

凶
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
世
全
体
を
通
じ
「
同
撃
の
裁
判
」
を
検
討
し
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
し
て
は
、
穴

2
5ア
ロ
.(U-w
同

ELmsg同
ゲ

可

司

2
5
w
H甲
山
N

(
国
防
円
高
正
同
町
件
。
円
片
山
-
v
p
D
G四
日
勺
町
出
向
)
が
あ
る
。
以
上
の
叙
述
は
そ
れ
に
よ
る
。
因
み
に
「
同
輩
の
裁
判
」
の
規
定
と
し
て
は
円
。

m
g
出
。
ロ
ユ
2

吋
ユ
ヨ
広
ゎ
・
臼
・

7
l
グ
ナ
H

カ
ル
タ
(
一
一
一
一
五
)
第
三
九
条
が
有
名
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
序
註
矧
参
照
。

凶

ζ

の
点
に
つ
い
て
は
、

Z
巴
E
P
Z
R
U

、H
F
O
何
回
『
}
同
唱
え

R
E
C同
月

r
o
h
o
g
g
D
D
ド
白
司
、
〉
富
田
口
わ
〉
Z
Z
H
ω
吋
。
自
の
〉
F
E
w
a
S肘
巧
出
、
円
以

(
H
E
g
u
M
V同
y
H
S
N
H
N
参
照
。
様
々
な
領
域
の
法
慣
習
が
統
合
さ
れ
て
い
く
と
い
う
ば
あ
い
、
そ
の
前
提
と
し
て
す
で
に
様
々
な
法
慣
習
が
寄
在
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
多
様
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
領
域
的
特
性
(
た
と
え
ば
あ
る
7

ナ
と
か
パ
ラ
チ
ネ
l
ト
の
そ
れ
)
や
地
域
的
特
性

(
た
と
え
ば
ケ
ン
ト
州
、
そ
の
住
民
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
の
「
征
服
」
に
協
力
し
た
の
で
、
そ
の
地
の
独
特
な
法
慣
習
の
温
存
が
認
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ

る
)
を
考
慮
し
て
、
初
期
の
コ
モ
ン
H

ロ
l
の
形
態
を
観
察
し
て
い
る
の
が
、
ニ

I
ル
ス
ン
の
上
記
の
論
文
で
あ
る
。
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THE INTEGRATION OF FRANCHISAL JUSTICE 

AND ((THE COMMUNITY OF THE REALM)) 

Kazuo Y AMASHIT A 

Assistant (Lega! History) 
Facu!ty of Law， 

Hokkaido University 

How are we to consider the relation between the privileged 

territories such as county palatine and the development of the com-

mon-law， i.e. the law made or developed by the king and his judges 

in mediaeval England? This is the question the present paper offers. 

1n order to approach the problem， being enlightened by Dr. 

Cam's studies， the writer tried to investigate the factual conditions 

of the rights and jurisdictions which were found in the liberties of 

Oswaldslow and Isle of Ely or in the palatinates of Durham and 

Chester about from the 10 th to the 14 th century. Henrician 

reforms had marked an epock in the evolution of fanchisal justice. 

Maitland has once argued that Henry II's attack was directed 

on crime itself rather than on franchisal jurisdiction. 1ndeed his 

attack was bound to reduce the lesser franchises， but it seems to 

the writer that just after his reforms came into being the greater 

and higher franchises and that the unification of them under the 

crown was promoted. Why so? 1t is because Henry's reforms 

and policies taken by his successors resulted in integrating the 

greater or lesser franchises into the general pattem of royal gov-

emment. 1n other words， the franchisal jurisdictions on the part 

of barons were assimilated into the royal administration of justice. 

Perhaps this assimilation was in part at least due to the idea of the 

co-operative work of govemment between the king and the mag-

nates. Here we can see one of the reasons why the idea of “the 

community of the realm" came about from the middle of the 13 th 

century onwards. 

Therefore， though there could be found an increase in number 
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of franchise in the later middle ages， we should not immediately 

regard that situation as the disintegration of the royal govemment. 

1t ran on much the same lines within liberties (or palatinates) as 

without. There was being e旺ectedthe common-law as the custom 

of the realm. 
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