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長
期
の
慣
習
法
と
は
な
に
か
。
(
表
題
)

一
慣
習
法
と
は
な
に
か
。

い
か
な
る
慣
習
法
が
長
期
だ
と
い
わ
れ
る
か
。

慣
習
法
は
、
一
判
決
に
よ
り
導
入
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
ニ
判

決
に
よ
っ
て
か
。

慣
習
法
が
判
決
を
通
じ
て
導
入
さ
れ
る
の
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
同

じ
よ
う
に
裁
か
れ
る
こ
と
を
民
族
あ
る
い
は
属
州
長
官
が
よ
い
と
す

る
場
合
だ
け
で
あ
る
。

慣
習
法
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
か
ら
認
識
さ
れ
る
か
。
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浩
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六

慣
習
法
の
効
力
の
強
さ
は
、
ど
の
程
度
か
。

慣
習
法
は
、
成
文
の
法
律
を
一
部
廃
棄
〔
限
定
〕
す
る
か
。
そ
れ
は
、

ど
の
よ
う
な
場
合
か
。

七

(1) 

成
文
法

(
-
5
2
1匂
Z
E
)
に
つ
い
て
は
、
上
で
述
べ
た
。
わ
れ
わ
れ

は
、
こ
こ
で
は
、
不
文
法

C
E
ロ
。
ロ
∞
円
『

f
z
g
)
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く

こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
た
め
に
、
勅
法
集
纂
も
、
「
長
期
の
慣
習
法
。
。
ロ
官

8
5
Z
2ロ
品
。
)
と
は
な
に
か
L

と
い
う
章
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

わ
れ
わ
れ
は
、
慣
習
法
と
は
な
に
か
、
ま
た
、
慣
習
法
と
い
う
語
は
ど
こ
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料

か
ら
き
た
か
、
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

資

慣
習
法
と
は
、
す
な
わ
ち
、
不
文
法
、
民
族
〔
な
い
し
国
民
〕
の
長

期
に
わ
た
る
習
い
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
法
公

5
5
2
5
5
宮
古
ロ
ロ

(2) 

門出

Z
E
B
-
-
D円

同

znzg)
で
あ
る
。
H

・H

・N
・ω
に
あ
る
よ
う
に
。
ま
た
、
慣

習
法

(
8
5
5
E号
)
と
は
、
「
共
通
の
習
慣

(
2
5
5口
口
町
田

8
5
E号
)
」

の
一
種
だ
と
も
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、

gロ回口巾
z
a
o
に
は
、
別
の
用
法
が

あ
り
、
別
の
意
味
、
別
の
本
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
長
期
の
慣
習
法
と
は
な
に
か
。
本
章
の
表
題
は
こ
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
表
題
の
も
と
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
諸
法
文
が

こ
の
問
題
を
追
求
す
る
仕
方
は
、
な
ま
く
ら
で
あ
る
。

二
慣
習
法
は
、
す
な
わ
ち
、
一

O
年
な
い
し
こ

O
年
の
期
間
導
入
さ
れ

て
い
れ
ば
、
長
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
最
長
期
、
つ
ま
り
三

O
年
、
あ
る
い
は
、
高
齢

2
0
口
問
忠
吉
田
)
、
つ
ま
り
四

O
年
も
あ
れ
ば
な

お
さ
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
五

O
年
あ
れ
ば
、
長
期
だ
と
い
う
こ
と
を
証

明
で
き
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
長
期
の
慣
習
法
は
、
法
律
に
代
わ
る
役
割
を
果
た
す
と
い
わ
れ
て

い
る

o
n・∞

-s-Hに
あ
る
よ
う
に
。
と
こ
ろ
で
、
時
効
は
、
一

O
年
の
も

(
4
)
 

の
が
長
期
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ロ
∞
・
官
・
に
あ
る
よ
う
に
。
し
た
が
っ

て
、
慣
習
法
に
つ
い
て
も
、
問
題
が
お
こ
る
の
は
同
じ
土
地
に
い
る
者
同

土
の
聞
に
限
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
一

O
年
で
長
期
だ
と
解
す

る
の
が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
記
憶
が
な
い
も
の

(5) 

が
長
期
だ
と
説
く
者
も
い
る
。
そ
の
論
拠
は
、
ゎ
・
∞

-S-N
お
よ
び

0
・Sω
・

(6) 

N

・
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
、
こ
れ
が
よ
い
と
は
考
え
な
い
。

三

一

O
年
な
い
し
二

O
年
の
間
に
同
旨
の
判
決
が
一
度
下
さ
れ
て
い
れ

ば
、
〔
慣
習
法
を
認
め
る
の
に
〕
十
分
で
あ
る
か
と
問
う
人
が
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
こ
の
間
い
に
対
し
て
、
私
は
、
否
と
答
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
少

な
く
と
も
二
度
繰
り
返
さ
れ
な
け
れ
ば
、
慣
習
〔
法
〕
と
は
い
え
な
い
か

ら
で
あ
る
。
わ
-
H

・h
p

・ω
-
h
p

に
あ
る
よ
う
に
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
異
論
を

だ
す
と
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
〔
私
の
考
え
に
従
え
ば
〕
結
果
的
に
、
二
度

の
例
に
し
た
が
っ
て
裁
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
あ
っ
て
は
な
ら

(8) 

な
い
こ
と
だ
、
と
。
わ
吋
・

8
・5
に
あ
る
よ
う
に
。

四
私
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
長
期
間
に
わ
た
っ
て
少
な
く
と
も
二

度
の
判
決
が
慣
習
法
を
導
入
す
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
場
合
、
次
の
こ
と

を
読
み
取
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
、
将
来
に
わ
た
っ

て
同
じ
よ
う
に
裁
か
れ
る
こ
と
を
、
つ
ま
り
、
今
後
と
も
常
に
同
じ
よ
う

に
行
な
わ
る
べ
き
こ
と
を
、
民
族
〔
な
い
し
国
民
〕
(
℃
。
匂
己

5)
全
体
あ

る
い
は
属
州
長
官
(
℃
日
巾
お
印
)
が
よ
し
と
す
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
慣
習
法
は
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
外
に
は
生
じ
よ

う
が
な
い
。
慣
習
法
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
な
に
か
ら
識
別
さ
れ

北法38(5-6・1'280)1316 



る
か
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
三
つ
の
事
柄
か
ら
識
別
さ
れ
る
。

ま
ず
、
異
議
な
く
そ
の
よ
う
に
守
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
か
ら
。
次
に
、

こ
の
よ
う
に
行
な
っ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
苦
情
を
い
う
嘆
願
書

2
5巳
'

Z
凶
)
を
受
け
取
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
。
第
三
に
、
〔
訴

訟
に
お
い
て
〕
慣
習
法
が
な
い
と
異
議
が
だ
さ
れ
た
が
、
こ
の
異
議
が
却

け
ら
れ
て
慣
習
法
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か

ら
で
あ
る
。

五

Azonis Summa in C. 8. 52 

六
慣
習
法
の
効
力
の
強
さ
は
ど
の
程
度
か
。
す
な
わ
ち
、
慣
習
法
は
、

法
律
を
作
り

(
g
E一
丘
三
、
廃
棄
し
(
白

σ
g
E
E
H
)、
解
釈
す
る

(-22・

(

叩

)

(

日

)

℃
『
兄
島
『
一
対
)
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

0
・H
・ω
・ωN-H
お
よ
び

ω∞
な
ら
び
に

(ロ)

口
N
b
に
あ
る
よ
う
に
。
し
か
し
、
以
上
の
三
法
文
は
古
い
も
の
で
あ
っ

て
、
現
在
で
は
、
事
態
は
逆
に
な
っ
て
い
る
と
説
く
者
も
い
る
。
(
い
・
∞
・
印
N-N

に
も
あ
る
よ
う
に
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
法
文
に
お
い
て
は
、
全
権
力

(
日
)

は
元
首
(
耳
目
ロ

B
U印
)
に
移
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
前

の
三
法
文
は
、
〔
帝
国
内
の
〕
邦
共
同
体

(
n
-
i
g目
)
が
自
ら
の
た
め
に
慣

習
法
に
よ
り
定
め
た
こ
と
を
対
象
に
し
て
い
る
〔
と
説
く
者
も
い
る
〕
。
な

ぜ
な
ら
、
慣
習
法
は
、
成
文
法
律
に
よ
り
、
あ
る
い
は
、
反
対
の
慣
習
法

に
よ
り
廃
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
成
文
法
律
は
成
文
法
律
に
よ
っ
て
の
み

廃
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
前
の
三
法
文
は
、

一
般
慣
習
法

(gロ印
Z
2
E一。
m巾ロ
R
m
w
Z
印
)
、
つ
ま
り
、
元
首
が
容
認
す
る
慣
習
法
、
〔
法

律
に
反
す
る
こ
と
を
国
民
が
〕
確
実
に
知
っ
た
う
え
で
(
円
巾
三
回
目
円
ぽ
三
宮
)

導
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
慣
習
法
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
最
後

の
法
文
は
、
あ
る
土
地
の
特
別
慣
習
法
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
は
、
確
実
に
知
っ
た
う
え
で
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
土
地
で
守
ら

れ
て
い
る
と
し
て
も
、
法
律
を
廃
棄
し
な
い
〔
と
説
く
人
々
も
い
る
〕
0

0・

∞・
2
ω
-
H
同
)
あ
る
よ
う
に
。
し
か
し
、
こ
れ
は
反
対
だ
と
思
わ
れ
る
。
ロ
合

ロ
い
い
に
あ
る
よ
う
に
。

七
し
か
し
、
法
律
が
そ
れ
に
反
対
の
慣
習
法
の
後
に
続
く
も
の
か
、
そ

れ
と
も
、
そ
れ
よ
り
先
に
あ
る
も
の
か
を
分
別
せ
よ
。
法
律
が
後
に
続
く

場
合
、
こ
の
法
律
は
後
法
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
先
に
あ
る
慣
習
法
を
〔
抵

触
す
る
限
り
で
〕
一
部
廃
棄
〔
限
定
〕
す
る

E
R
c
m白
円
巾
)
。
逆
の
場
合
に

は
、
慣
習
法
が
法
律
を
一
部
廃
棄
す
る
。
た
だ
し
、
慣
習
法
が
認
め
ら
れ

る
の
を
法
律
が
禁
止
す
る
場
合
は
別
で
あ
る
が
。
利
息
に
関
す
る
わ
れ
わ

れ
の
法
律
の
よ
う
に
。
し
か
し
、
錯
誤
に
よ
り
慣
習
法
が
導
入
さ
れ
た
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
守
ら
れ
て
い
る
土
地
で
あ
っ
て
も
、
法
律
を

一
部
廃
棄
し
な
い
。
ロ
-
H

・ω・
誌
の
事
案
を
、
そ
こ
で
示
し
た
よ
う
に
、
わ

れ
わ
れ
と
は
別
様
に
措
定
し
て
、
異
論
を
唱
え
る
人
が
い
る
と
し
て
も
。

法
律
が
約
定
に
よ
る
一
部
廃
棄
を
可
能
と
す
る
も
の
(
当
事
者
一
方
の
利

益
に
な
る
よ
う
に
と
導
入
さ
れ
た
約
定
で
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
。
た

北法38(5-6・1.281)1317



料

と
え
ば
、
負
債
額
よ
り
低
額
の
質
で
あ
る
場
合
に
、
残
額
は
訴
え
ら
れ
な

い
と
い
う
約
定
の
よ
う
に
)
か
ど
う
か
を
分
別
す
る
人
々
も
い
る
。
可
能

と
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
法
律
は
、
慣
習
法
に
よ
っ
て
、
ぞ

れ
が
守
ら
れ
て
い
る
土
地
で
一
部
廃
棄
さ
れ
る
、
と
説
く
。
逆
の
場
合
、

す
な
わ
ち
、
法
律
が
約
定
に
よ
り
一
部
廃
棄
さ
れ
え
な
い
場
合
に
は
、
慣

習
法
に
よ
っ
て
も
不
可
能
で
あ
る
と
説
く
。
こ
の
分
別
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・

(

凶

)

(

川

口

)

パ
ツ
ス
ィ
ア
l
ヌ
ス
が
れ
-
N

・ω-S
に
お
い
て
示
し
た
も
ろ
も
ろ
の
事
案

に
つ
い
て
行
わ
れ
、
彼
ら
は
、
慣
習
法
を
約
定
と
同
列
な
も
の
と
し
て
い

る
が
、
そ
う
す
る
に
は
も
っ
と
も
と
思
わ
れ
る
理
由
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

慣
習
法
も
黙
示
の
同
意

(gロ田町
5
5
g三
吉
田
)
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

U-H
・ω
・
詰
山
に
あ
る
よ
う
に
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
は

E
し

く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
明
示
的
に

同
意
で
き
な
い
狂
人
な
ど
に
対
し
て
は
、
慣
習
法
の
効
力
を
主
張
で
き
な

(
却
)

い
か
ら
で
あ
る
。
。

E-N-E
に
あ
る
よ
う
に
。
た
だ
し
、
次
の
よ
う
に
答

え
る
の
で
あ
れ
ば
別
で
あ
る
が
。
す
な
わ
ち
、
全
体
〔
団
体
〕
(
ロ
巳
〈

2
・

回目

g
凹
)
の
う
ち
の
多
数
が
同
意
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
す
べ

て
の
人
々
が
同
意
し
た
の
と
同
じ
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
慣
習
法
の
効
力

(
幻
)

を
対
抗
で
き
る
、
と
。
ロ
・

8
・H-E
に
あ
る
よ
う
に
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、

(
印
)

ヨ
ハ
ネ
ス
・
パ
ツ
ス
ィ
ア

l
ヌ
ス
に
従
っ
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
よ
。
こ

の
〔
多
数
、
決
の
〕
準
則
は
、
選
挙
の
場
合
は
正
し
い
。
同
様
に
、
〔
多
数
決

資

で
決
め
ら
れ
れ
ば
〕
全
体
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
も
正
し
い
。

多
数
が
行
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、
〔
事
情

を
〕
知
ら
な
い
一
個
人
が
訴
え
ら
れ
う
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

正
し
く
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
慣
習
法
は
個
々
人
の
財
産
を
奪
う
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
個
々
人
が
訴
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
〔
多
数
の
同
意
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
〕
で
き
る
こ
と
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
が
義
務
を
負
う
と
私
自
身
に
対
し
て
千
回
約
定
さ
れ

て
も
、
そ
れ
は
私
に
対
し
て
何
の
利
害
関
係
も
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
反
対
の
慣
習
法
が
あ
る
場
合
に
、
法
律
が
た
だ
一
回
出
さ

れ
た
だ
け
か
ど
う
か
を
分
別
す
る
人
々
も
い
る
。
法
律
が
一
因
由
さ
れ
た

だ
け
で
あ
れ
ば
、
慣
習
法
が
法
律
を
廃
棄
す
る
。
し
か
し
、
制
定
さ
れ
た

法
律
が
、
慣
習
法
が
出
て
き
た
後
で
、
強
化
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
重
要
で

あ
る
。
強
化
さ
れ
て
い
れ
ば
、
反
対
の
慣
習
法
は
、
法
律
が
先
に
導
入
さ

れ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
に
劣
後
す
る
。
売
却
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
引
渡

し
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
反
対
の
同
意
だ
け
で
(
師
三
。

仏

2
8
5
Z
)
こ
の
契
約
は
解
除
さ
れ
、
引
渡
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
う
は
で
き

な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
論
拠
に
基
づ
い
て
。

売
却
に
つ
い
て
は
、
(
リ
ム
・

8
H。
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Quae sit longa consuetudo. (Rubrica) 

1. Consuetudo quid sit. 

2. Consuetudo longa quae dicatur. 

3. Consuetudo an una sententia inducatur， et an duabus. 

4. Consuetudinem non aliter per sententiam induci， quam si populo vel praesidi placuerit ita iudicari in futurum. 

5. Consuetudo ex quibus cognoscatur esse inducta. 

6. Consuetudinis authoritas quanta sit. 

7. Consuetudo an et quando deroget legi scriptae 

告
白
(
的
∞
N

・
?
?
出
)
∞
的
潟
科

Dictum est supra de iure scripto : videamus de iure non scripto， et ideo ponit quae sit longa consuetudo. Videamus ergo 

quid sit consuetudo， et unde dicatur. 1. Et quidem consuetudo est ius non scriptum， moribus popu!i diuturnis inductum. ut 

Institu. de iur.nat. ~.constat. Diciturque consuetudo， quasi communis assuetudo et alias dicitur consuetudo， et in alia 

significatione， altera natura. Quae sit longa consuetudo? et ita licet contineatur in rubrica， tamen leges sub ea positae， 

obscure quaestionem istam prosequuntur. 2. Et quidem longa consuetudo dici potest illa， quae x.vel xx.inducitur. Multo 

magis longissimo tempore， id est xxx : vellongaevo， id est xl.annorum : et potest hoc aperte probari per 1. Cum enim dicatur 

longam consuetudinem vicem legis obstinere. ut c.quae sit longa consuetu.l.j. ea autem praescriptio consetur esse longa， quae 

est x. annorum. ut Instit.de usucap.~.et cum hoc placitum. consequens est hic， cum res tantum inter praesentes agatur 

frequenter， !ongam consuetudinem etiam decem annorum intelligi. Quidam tamen dicunt esse longam， cuius non extat 

memoria. argument. infra eodem 1. consuetudinis. et ff. de aqua pluvia arcenda.l.ij. Quod non placet. 3. Illud quaeret aliquis， 

nunquid sufficiat semel intra x. vel xx. annos ita esse iudicatum? Respondeo non， quia duabus vicibus ad minus consuetudo 

自
国
・

υ
5
2
H
5
5
ω
n
g
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dici potest.ut C.de episcopa.audientia.l.iij.in fin. lterum oppones. ergo duobus exemplis iudicatur， quod esse non debet. ut C. 

de senten. et interlocuto.omnium iudicium.l.nemo. 4. Respondeo， quod dictum est saltem duas vices per longum tempus 

inducere consuetudinem， exaudiendum est， si populo， vel prraesidi placuerit ita iudicari in futurum， id est， ut sic de caete-

ro semper fieret : et sic fiet consuetudo， aliter non. 5. Ex quibus dignoscitur esse inducta? Et quidem ex tribus praecipue. 

Primum est， quia sic est obtentum sine contradictione. Secundum， quia libelli querimoniarum de re tali non recipiebantur. 

Tertium， si cum contradiceretur non esse consuetudinem， reprobata contradictione iuducatum est esse consuetudinem. 

Quanta est consuetudinis authoritas? Et quidem videtur quod consuetudo sit conditrix legis， abrogatrix， et interpretarix. ut 

ff.de leg.et senatusconsult.l.de quibus.9.ex non scripto. Sed quidam dicunt quod illae leges antiquae sunt， hodie contra. ut j. 

eO.l.consuetudinis. His enim legibus translata erat omnis potestas in principem. Vel， ibi loquitur de eo， quod civitas sibi 

constituit per consuetudinem : namque ea vellege scripta， vel contraria consuetudine tollitur : lex autem scripta， tantum lege 

scripta. Vel， ibi loquitur de generali consuetudine， id est quam princeps patitur， quae ex certa scientia inducta videtur : hoc 

de speciali alicuius loci， quae legem non abrogat， etiam si ex certa scientia sit inducta : licet in eo loco serventur. ut ff.com. 

prae.l.venditor.9.si constat. Sed contra videtur. ut ff.de sepul目vio.l.iij.9.divus. 7. Sed distingue， utrum lex sequatur con-

suetudinem， cui ipsa est contraria : an praecedat. Si lex sequatur : quia posterior est， derogat consuetudini， quae praecessit 

: alioquin legi consuetudo derogat : nisi lex consuetudinem prohiberet admitti， ut in usuris habemus. Si vero per errorem 

inducta esset : nec in eo loco legi derogaret. licet quidam contradicant， qui aliter， quam nos， casum illius legis. ff.de legi.et 

senatus.l.quod non ratione. ponunt : sicut ibi notavimus. Alii distinguunt， an lex sit talis， cui derogari possit per pactum (ut 

est in omnibus， quae favore alicuius sunt inducta : vel ut non agatur ad residuum si pignus sit minoris precii， quam debitum) 

et tunc tali legi per consuetudinem derogari in eo loco dicunt : aloquin， si per pactum legi non potest derogari， secus dicunt. 

Quod a 

6. 

喜E

到底



parificant : quia ipsa consuetudo consensus dicitur tacitus. ut ff. de legi.et senatuscons.l.de quibus.in fin. Sed hoc non videtur 

verum : quia secundum hoc furiosis， vel similibus， qui expressim consentire non possunt， consuetudo non obijceretur. ut ff. 

loca.l.qui ad certum tempus. nisi respondeas : imo obijceretur， quia maior pars universitatis consentit， unde perinde est ac 

si omnes consensissent. ut ff.ad muni.l.quod maior. Secundum Ioan.Bos. responde : illa regula vera est in electionibus. Item 

vera est ut universitas possit conveniri : ideo， quia maior pars aliquid dicatur fecisse : non ut aliquis ignorans conveniatur 

haec autem consuetudo patrimonio singulorum detrahit， et inducitur ut singuli conveniantur : quod esse non potest. Nam si 

millies ipsi paciscatur， quod ego tenerer， mihi non praeiudicaret. Alij distinguunt， an lex sit sola， et consuetudo contraria : 

et tunc legi abrogat. An vero lex lata post consuetudinem sit roborata : ut sic contraria consuetudo prima inducta lege 

vincatur. arg.sempto ab eo quod de venditione dicitur， quod solo dissensu dissolvitur， si traditione roborata non fuerit : 

alioquin contra. ut supra quando li.ab em.dis.l.j. 
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し
な
い
、
と
。
た
と
え
ば
、
ゎ
・
酌
N
・N
N
・
品
の
よ
う
に
。
こ
こ
で
は
、
物
が
夫

に
使
用
貸
与
さ
れ
、
妻
が
そ
れ
を
横
領
し
た
と
い
う
場
合
に
、
妻
は
盗
訴

権
に
よ
っ
て
責
め
を
負
わ
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
不

和
の
原
因
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
い
う
道
理
が
あ
る
。
プ
ラ

l

ケ
ン
テ
ィ

1
ヌ
ス
。

資

こ
れ
に
た
い
し
て
、
法

1
正
に
反
す
る
慣
習
法
は
、
明
示
の
約
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
る
こ
と
の
み
が
守
ら
る
べ
き
だ
と
説
く
者
が
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
慣
習
法
と
は
、
黙
示
の
約
定
に
他
な
ら
な
い
か
ら
。

0
・H

・ω
・
白
に
あ
る

よ
う
に
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
言
に
よ
れ
ば
、
明
示
の
約
定
が
認
め
ら

れ
な
い
事
案
で
は
、
慣
習
法
が
法
律
に
優
先
す
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え

ば
、
子
が
母
で
は
な
く
父
の
身
分
に
従
う
と
い
っ
た
慣
習
法
。
慣
習
法
は
、

黙
示
の
約
定
な
の
だ
か
ら
、
尊
重
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ル
ベ
リ
ク
ス
。

(

お

)

(

お

)

同
様
に
、
こ
の
説
の
論
拠
は
、
円
い
串
・
ω
N
・8
お
よ
び
円
い
・
印
・

8
に
あ
る
。
さ

ら
に
、
か
れ
ら
は
、
法
律
中
に
こ
の
こ
と
〔
約
定
な
い
し
慣
習
法
を
許
さ

な
い
こ
と
〕
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
答
弁
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
法
H
H
正
に
反
す
る
慣
留
法
が
一
一
般
慣
習
法
か
、
そ
れ
と
も
特

別
慣
習
法
か
を
分
別
す
る
者
が
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
慣
習
法
と
は
、

帝
国
の
全
国
民
に
よ
っ
て
わ
け
へ
だ
て
な
く
遵
守
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
成
文
法
律
は
廃
棄
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
現

在
元
老
院
も
法
律
を
制
定
し
、
廃
棄
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

慣
習
法
が
特
別
な
そ
れ
で
あ
る
場
合
、
た
と
え
ば
、
あ
る
都
市

(
自
己
巳

n
S
E
B
)
な
い
し
邦
共
同
体
の
慣
習
法
に
つ
い
て
、
そ
の
慣
羽
田
法

が
そ
れ
を
慣
行
と
し
て
行
な
う
人
々
の
共
通
の
同
意
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
を
分
別
す
る
。
こ
の
承
認
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
か
か
る
慣
習
法
が
〔
そ
の
存
在
に
つ
い
て
〕
異
議
を
だ

さ
れ
た
事
案
の
判
決
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。

〔
こ
の
場
合
に
は
、
慣
習
法
が
法
律
に
優
先
す
る
。
〕
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

慣
習
法
は
法
律
に
優
先
せ
ず
、
逆
に
優
先
さ
れ
る
0
0・ミド
N

・ω
・
印
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
も
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
〔
こ
の
法
文
で
は
〕

元
首
の
成
文
法
律
は
都
市
の
反
対
の
法
律
が
定
め
ら
れ
た
後
に
だ
さ
れ
た

と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
表
面
的
に
受
け
取
れ
ば
聞
く
も
の

の
耳
に
心
地
よ
い
か
の
見
解
、
す
な
わ
ち
、
法
律
に
反
す
る
明
示
の
約
定

が
妥
当
し
な
い
場
合
に
は
、
法

1
正
に
反
す
る
慣
習
法
も
認
め
ら
れ
な
い

と
い
う
見
解
も
、
お
よ
そ
問
題
に
な
ら
な
い
、
と
彼
ら
は
説
い
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
慣
習
法
は
す
べ
て
の
者
を
拘
束
す
る
、
破
廉
恥
な
者
も
精

神
錯
乱
者
も
含
め
て
、
約
定
で
き
な
い
者
も
す
べ
て
完
全
に
拘
束
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
慣
習
法
が
黙
示
の
約
定
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
慣

習
法
が
黙
示
の
約
定
だ
と
す
れ
ば
、
約
定
が
彼
ら
を
も
拘
束
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら

ou・s
-
N
-
E

や
り
・
怠
・
∞
N
日
お
よ
び
ロ
・

包
・
印
∞
-NU)
あ
る
よ
う
に
。
反
対
の
論
拠

0
・2
・ω

-
M
-
M
0
3
)

ヨ
ハ
ネ
ス
・
パ
ツ
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ス
ィ
ア

l
ヌ
ス
。
ま
た
、
一
般
慣
習
法
の
う
ち
、
元
首
が
容
認
し
て
い
る

も
の
だ
け
が
、
法
律
に
優
先
す
る
と
説
く
者
が
い
る
。
審
判
人
は
、
裁
く

際
に
は
、
特
別
慣
習
法
の
作
者
つ
ま
り
各
邦
共
同
体
や
都
市
の
人
民
よ
り

も
、
法
律
の
作
者
、
つ
ま
り
元
首
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
成
文
法
律
が
慣
習
法
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
た
場
合
に
は
、
慣

習
法
に
優
先
さ
れ
な
い
が
、
慣
習
法
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
な
け
れ
ば
そ
う

で
は
な
い
、
と
説
く
者
が
い
る
。
約
定
の
論
拠
、
す
な
わ
ち
、
単
な
る
同

意
だ
け
で
締
結
さ
れ
た
約
定
は
、
約
定
さ
れ
た
だ
け
の
最
初
の
状
態
に
あ

る
か
ぎ
り
は
、
反
対
の
同
意
だ
け
で
解
除
さ
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
事
態
が

進
行
す
れ
ば
同
意
だ
け
で
は
解
除
さ
れ
ず
、
最
初
の
状
態
の
ま
ま
で
あ
れ

ば
解
除
さ
れ
る
、
と
い
う
論
拠
が
用
い
ら
れ
る
。
同
じ
こ
と
が
、
慣
習
法

に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
て
、
二
重
に
支
え
ら
れ
た
法
律
に
も
い
え
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

Azonis Summa in C. 8. 52 

よ
き
慣
習
法
は
法
律
に
優
先
す
る
が
、
あ
し
き
慣
習
法
は
法
律
に
優
先

し
な
い
と
説
く
者
も
い
る
。

ま
た
、
国
民
が
法
律
に
反
し
た
慣
行
だ
と
知
っ
て
い
て
そ
う
し
て
い
る

場
合
に
は
、
法
律
は
廃
棄
さ
れ
る
が
、
知
ら
な
い
で
い
る
場
合
に
は
、
む

し
ろ
勘
違
い
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
法
律
は
廃
棄
さ
れ
な
い
、

と
説
く
者
も
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
〔
法
律
に
反
し
て

い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
そ
れ
を
行
な
う
者
、
し
た
が
っ
て
〕
法
律
の
違

反
者
が
、
罪
な
き
者
よ
り
有
利
な
状
況
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
一

般
慣
習
法
は
、
ど
こ
で
も
守
ら
れ
る
が
、
特
別
慣
習
法
は
J

少
な
く
と
も

そ
れ
が
導
入
さ
れ
て
い
な
い
所
で
は
、
守
る
必
要
が
な
い
の
は
ど
う
し
て

か
。
論
者
は
、
一
般
慣
習
法
の
作
者
は
元
首
で
あ
り
、
彼
に
服
従
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
特
別
慣
習
法
の
作
者
は
各
邦
共
同
体
な
い
し
都
市
の
人
民

で
あ
り
、
誰
も
邦
共
同
体
な
い
し
都
市
に
当
然
に
服
従
義
務
を
負
う
わ
け

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
答
え
て
い
る
。
ア
ル
ベ
リ
ク
ス
も
、
こ
の
こ

と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
相
異
な
る
慣
習
法
を
も
っ
相
異
な
る
属
州

の
人
々
が
、
一
人
の
同
一
の
審
判
人
の
も
と
で
争
う
場
合
、
裁
判
を
引
き

受
け
た
審
判
人
は
ど
ち
ら
の
慣
習
法
に
従
う
べ
き
か
が
、
問
題
に
な
る
。

私
は
、
よ
り
実
効
性
が
あ
り
、
よ
り
有
用
と
思
わ
れ
る
も
の
と
答
え
る
。

な
ぜ
な
ら
、
審
判
人
は
、
よ
り
よ
い
と
思
わ
れ
る
も
の
に
し
た
が
っ
て
裁

く
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
ア
ル
ド
ゥ
リ
l
ク
ス
に
拠
る
。
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三
〈
色
白

σ
g
m白
「
巾
句
。
凹
回
三

U
R
P
E
E
-
舎
ミ

.
h

仕
送
金

2
2・
A
E
o
a
E
E
g
g
s
E己
0
2
1
2
2
E
ュP
包
〈
何
回
一
昨

mmRE--∞
包
括
回
一
昨
呂
町

n
E
U
L
σ
g
m白
Z包
含

g
m同
門
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詩的同(∞∞
N

・
?
申
出
)
∞
的
制
崎
将

legi scriptae， arg. D. de Sφulc. viol. L.Praetor ait ~. Divus， et hoc dicunt maxime ea ratione， quia solius principis est， hodie 

condere legem intelligendam ita et solius est eius， hodie legem intelligere. Dicunt， legem vero scriptam iuri contrariam 

consuetudinem abrogare et sic， ubi invenitur， consuetudinem tollere ; nam est lex scripta et eiusmodi lex non scriptam tollit. 

Sed quod dicitur : "a似たgemtollit aut rationem“， ut C. Quae sit longa consuetudo Consuetudinis， respondent : consuetudo 

non tollit legem scriptam cum ratione， ut C. de Furt. L. Manifest. ~. fin.， veluti quum res viro commodata est et eam uxor 

surripuit， non teneatur uxor furti actione， scilicet ne aliqua caussa seditionis oriatur. Plac. Alii autem dicunt， consuetudinem 

iuri contrariam demum servari debere， quae pacto expresso potest confirmari ; nihil enim aliud est consuetudo， quam tacitum 

pactum， ut D. de Leg. et senatusc. Sed ea. Dicunt ergo， in hoc casu consuetudinem non vincere legem， in quo pactum 

expressum non admittitur， veluti ut partus non matris， sed patris sequatur conditionem ; nec consuetudo utpote tacitum 

pactum observatur. Al. ltem argumentum pro hoc est in C. de Usuris L. Eos qui et C. Ne fideiussoresρro dote. Sed 

respondent， quod expressim hoc cavetur in Lege. Alii autem distinguunt， an consuetudo iuri contraria， sit generalis， vel 

specialis ; ut， si sit generalis， quae ab omni populo imperii observatur indistincte， et per eam scripta lex abrogatur， et dicunt， 

senatum posse hodie condere et abrogare. Si vero consuetudo specialis sit， puta alicuius municipii vel civitatis， distinguunt， 

si sit communi consensu utentium comprobata， quod potest abparere， si talis consuetudo sit aliquando contradicto indicio 

confirmata ; alias vero non vincit， sed vincitur. Nec obstant， quod in D. de Sψulc. viol. L. 3， ~ Divus dicitur， quia scripta 

principalia post contrariam municipii legem latam fuisse intelligitur. Item sententiam iIlam， quae prima facie videtur 

mulcere aures audientium， scilicet， nec consuetudo iuri contraria eo casu admittatur， in quo pactum expressum contra leges 

valet， dicunt omnino reprobandam. Quum enim consuetudo omnes teneat， etiam infames et furiosos， et omnes omnino et qui 

pacisci non possunt， constat， ipsam non esse tacitum pactum ; nam si esset， obligaret eos， ut D. Locati L. Qui ad certum et 

D. Rem rat. hab. L.ρenult. et D. de 印ιleg.Si tibi S. Uni 

写E

豊岡



generalem dumtaxat consuetudinem et eam solam， quam princeps patitur， vincere legem. Iudices， quum iudicant， necesse 

habent parcre legis auctori， id est principi magis， quam auctori specialis consuetudinis et populo cuiusque civitatis vel 

municipii. Alii dicunt vero， si lex scripta sit adprobata consuetudine， tunc non posse vinci consuetudine ; sin autem nondum 

erat adprobata consuetudine， arg. pacti， quod consensu solo contrahitur， contrario dissensu dissolvitur， si statum sit in finibus 

pacti ; si ultra esset proc巴ssum，non solo consensu dissolvitur ; si statum sit in finibus， rescinditur. Sic de lege， quum sit 

consuetudine adprobata， quasi duplixi auxiIio munita. Alii dicunt， consuetudinem bonam vincere legem， malam con-

suetudinem non vincere legem. Alii autem dicunt， quod si populus sciens utatur contra legem， toIIitur lex， si vero ignorans， 

non toIlitur， quia magis errare creditur. Sed secundum hoc melioris conditionis sunt deIinquentes， quam innocentes. Sed quare 

generalis observatur， ubique specialis， saltim in eo loco， ubi non est inducta， non est observanda? Respondent， quia generalis 

princeps auctor， unde parere necesse est. Specialis autem consuetudinis auctorem esse populos coiusque civitatis seu 

municipii， cui parere nemo de iure adstringitur et hoc probat Al. Sed quaeritur， si homines diversarum provinciarum， quae 

diversas habent consuetudines， sub uno eodemqueiudice litigant， utram earum iudex， qui iudicandum suscepit， sequi debeat? 

Respondeo eam， quae potior et utior videtur ; debet enim iudicare secundum quod melius ei vsum fuerit. Secundum Aldric. 
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料

法
律
よ
り
後
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
律
は
廃
棄
さ
れ

な
い
。
も
っ
と
も
、
い
か
な
る
法
律
が
慣
習
法
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
る
か

(
お
)

に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
は
な
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

資

I 

「
法
律
、
元
首
の
勅
法
お
よ
び
告
示
に
つ
い
て
」
に
関

連
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
〉
N
O
E印

E
B
B
Eロ
ロ
H
-
E
|
|
ア
ゾ

l
の
慣
習
法
論

(
2
)
」
本
誌
三
九

巻
四
号
所
収
予
定
参
照
。

円
H

・
M
-
ω
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
法
は
、
成
文
あ
る
い
は
不
文

の
も
の
か
ら
な
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
の
間
で
も
、
「
法
(
ロ
0
5
c
c

に
は
、
成
文
の
も
の
と
不
文
の
も
の
と
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い

る
。
成
文
法
は
、
法
律
、
平
民
会
議
決
、
元
老
院
議
決
、
元
首
の

決
定
、
政
務
官
の
告
示
、
法
学
者
の
解
答
で
あ
る
。

。・∞・印
N
-
H

属
州
長
官
は
、
そ
の
市
邦
(
。
右
E
Z
B
)
で
同
種
の

紛
争
で
通
常
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
証
明
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
そ
れ
に
し
た
が
い
、
事
案
の
審
理
の
後
、
判
決
を
下
す
べ

き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
あ
る
慣
習
法
、
お
よ
び
、
慣
習
法

を
も
っ
と
も
な
も
の
と
思
わ
せ
る
道
理
は
、
保
持
さ
る
べ
き
で
あ

り
、
属
州
長
官
は
、
長
期
の
慣
習
法
に
反
し
て
な
に
か
が
な
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

。.]「]区

2 (
3
)
 

4 

H

・M-
∞
・
胃
・
国
法
(
宮
田
円
一
三
-
巾
)
の
定
め
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

所
有
者
で
な
い
者
か
ら
、
彼
を
所
有
者
だ
と
信
じ
て
、
誠
意
に
よ

り
物
を
買
っ
た
者
、
あ
る
い
は
、
贈
与
な
い
し
他
の
正
当
な
原
因

に
よ
り
物
を
受
領
し
た
者
は
、
こ
の
物
が
動
産
で
あ
れ
ば
ど
こ
で

も
一
年
で
、
不
動
産
で
あ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
の
土
地
に
つ
き
二
年

だ
け
で
使
用
取
得
し
、
物
の
所
有
権
が
不
安
定
に
な
ら
な
い
よ
う

に
図
ら
れ
て
い
た
。
古
人
は
、
所
有
者
が
自
己
の
物
を
探
し
求
め

る
の
に
上
述
の
期
聞
が
あ
れ
ば
十
分
だ
と
考
え
て
、
こ
う
決
め
た

の
で
あ
る
が
、
朕
に
は
、
所
有
者
が
そ
の
物
を
あ
ま
り
に
早
く
に

奪
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
こ
の
〔
使
用
取
得
の
〕

恩
恵
が
特
定
の
地
に
限
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

が
、
よ
り
よ
い
考
え
だ
と
思
わ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
朕
は
、
こ
れ

に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
勅
法
を
発
布
し
た
。
す
な
わ
ち
、
動
産
は

三
年
で
使
用
取
得
さ
れ
、
不
動
産
は
長
期
間
の
占
有
に
よ
り
、
つ

ま
り
、
〔
所
有
者
と
占
有
者
と
が
〕
同
一
の
地
に
住
む
場
合
に
は
一

O
年
、
そ
う
で
な
い
隔
地
者
で
あ
る
場
合
に
は
二

O
年
で
使
用
取

得
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
イ
タ
リ
ア
だ
け
で
な

く
、
朕
の
支
配
権
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
全
地
に
お
い
て
、
物
の

所
有
権
が
、
占
有
の
正
当
原
因
が
あ
ら
か
じ
め
あ
る
場
合
に
は
、

取
得
さ
れ
る
、
と
定
め
ら
れ
た
。

~t法38(5-6 ・ 1 -290)1326 



(5) 
。・∞・印
N
-
N

長
期
〔
高
齢
〕
の
慣
習
法
お
よ
び
慣
行
(
巴
吉
田
)
の

権
威
は
軽
く
な
い
が
、
し
か
し
、
道
理
や
法
律
に
勝
る
ほ
ど
の
効

力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。

0・包・
ω-M

総
じ
て
い
え
ば
、
低
地
が
高
地
の
〔
流
水
の
〕
用
に

資
す
る
よ
う
に
な
る
な
り
か
た
は
三
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

法
律
、
土
地
の
性
質
、
古
き
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
も
の
は
、
常

に
法
律
と
み
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
紛
争
を
少
な
く
す
る
た
め

に。

1

ラ
ベ
オ
1
に
お
い
て
は
、
耕
地
を
乾
か
す
た
め
の
溝
が

古
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
作
ら
れ
た
の
が
い
つ
か
に
つ
い
て

記
憶
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
低
地
の
隣
人
が
こ
の

溝
を
清
掃
し
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
そ
の
出
水
に
よ
り
、
水
が

わ
れ
わ
れ
の
土
地
に
害
を
与
え
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
し
た

が
っ
て
、
ラ
ベ
オ

1
は
、
こ
の
場
合
、
雨
水
を
排
水
す
る
た
め
に
、

低
地
の
隣
人
を
訴
え
て
、
彼
自
身
が
溝
を
清
掃
す
る
か
、
あ
る
い

は
汝
〔
原
告
〕
が
溝
を
か
つ
て
の
状
態
に
戻
す
の
を
容
認
す
る
よ

う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
述
べ
て
い
る

0

・

n-H-AFω
・
品
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
罪
あ
り
と
さ
れ
た
者
に

つ
い
て
、
上
述
の
よ
う
な
赦
免
が
あ
る
と
し
て
も
、
彼
ら
に
朕
ら

の
大
度
を
示
す
の
に
は
、
以
下
の
限
度
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、
一
度
な
ら
ず
犯
さ
れ
た
罪
が
猶
予
さ
れ
る
こ
と
の
な

6 

Azonis Summa in C. 8. 52 

7 

い
よ
う
に
、
古
い
罪
が
罰
せ
ら
れ
な
い
の
は
、
改
善
が
あ
っ
た
か

ら
と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
す
る
こ
と
が
慣
習
法
と
な
っ
た
か
ら
だ

と
考
え
る
よ
う
な
輩
に
対
し
て
、
寛
大
な
る
皇
帝
の
慈
悲
が
示
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
限
度
で
あ
る
。

(
8
)

円・吋・品目

-E
い
か
な
る
審
判
人
な
い
し
仲
裁
人
も
、
諮
問

(gロ目

田
口
再
開
伊
丹
向
。
)
が
正
し
く
判
断
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
う
場
合
に
は
、
そ

れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
い

わ
ん
や
、
貴
顕
の
長
官
た
ち
な
い
し
他
の
第
一
級
の
役
人
た
ち
の

〔
正
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
〕
判
断
に
も
従
う
べ
き
だ
と
考
え
て

は
な
ら
な
い
。
(
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
こ
と
が
よ
く
決
せ
ら
れ
な
か
っ

た
場
合
に
、
こ
れ
が
他
の
審
判
人
の
誤
り
へ
と
拡
張
さ
れ
て
は
な

ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
例
に
し
た
が
っ
て
で
は
な
く
法
律
に
し
た

が
っ
て
判
決
が
く
だ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
)
ま
た
、

顕
貴
の
長
官
な
い
し
最
上
級
の
政
務
官
の
下
し
た
判
断
が
訴
訟
上

の
審
理
を
へ
た
も
の

(
g
m
E
Z
Oロ
色
町
)
で
な
い
場
合
に
も
、
従
う

べ
き
で
は
な
い
。
朕
の
審
判
人
た
ち
が
真
理
を
、
法
律
と
正
義
の

印
を
追
い
求
め
る
べ
き
こ
と
を
、
朕
は
命
ず
る
。

(
9
)

筆
者
が
用
い
た
一
五
六
三
年
の
パ

l
ゼ
ル
版
で
は
、

宮
門
古
門
釦

Z
B
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
宮
内
出

g
Z
B
と
し

て
訳
し
た
。
な
お
、
こ
の
部
分
は
、
。
-
H

・ω・ω竺
あ
る
者
が
、
邦
共
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料資

同
体
な
い
し
属
州
の
慣
習
法
に
つ
い
て
確
信
を
持
っ
て
い
る
と
見

え
る
場
合
に
は
、
ま
ず
、
慣
習
法
が
〔
そ
の
存
在
に
つ
い
て
〕
異

議
を
だ
さ
れ
た
事
案
の
判
決
に
よ
っ
て

(gzz色
2
0
2岳
己
O
)

も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
調
べ
る
の
が
よ
い
と
、
私
は
考

え
る
。
」
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ア
ゾ
ー
は
こ
の
法
文
を
引
用
し

て
い
な
い
。

(
日
)

0
・Fω
・ωN-H

長
年
の
慣
習
法
が
法
律
の
ご
と
く
に
守
ら
れ
る

の
に
は
、
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
は
、
習
い
に
よ
っ

て
設
定
さ
れ
た
法
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
ぞ
れ
自

体
が
拘
束
す
る
根
拠
も
、
民
族
〔
な
い
し
国
民
〕
(
℃
。
。
三

5)
の

決
定
に
よ
っ
て
法
律
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に

は
な
く
、
そ
の
こ
と
は
、
民
族
〔
な
い
し
国
民
〕
が
成
文
化
す
る

こ
と
な
し
に
承
認
し
た
こ
と
が
す
べ
て
の
人
々
を
拘
束
す
る
と
い

う
こ
と
に
も
、
あ
て
は
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
国
民

が
投
票
に
よ
っ
て
そ
の
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
と
、
事
柄
や
行
為

に
よ
っ
て
表
明
す
る
こ
と
と
に
ど
ん
な
差
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ

ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
が
立
法
者
の
投
票
だ
け
で
な
く
、

す
べ
て
の
人
々
の
黙
示
の
同
意
に
よ
る
不
使
用
の
慣
習

2
2
c
m
Z仏
O
)

に
よ
っ
て
も
廃
棄
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め

ら
れ
た
の
も
、
至
極
も
っ
と
も
で
あ
る
。

11 

な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
皇
帝
〔
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ

ス
・
〕
セ
ウ
ェ

l
ル
ス
は
、
次
の
よ
う
に
回
答
さ
れ
た
の
だ
か
ら
。

す
な
わ
ち
、
法
律
か
ら
生
ず
る
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、
慣
習
法

な
い
し
継
続
的
に
同
じ
よ
う
に
判
決
を
く
だ
さ
れ
た
事
柄
が
法
律

の
効
力
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
、
と
。

ロ-
H

・ω・ω
∞

(ロ)

-H・M・
由
不
文
法
に
は
、
慣
行
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
法
も
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
慣
行
吉
田
巳
叩
)
と
し
て
行
な
う
人
々
の
同
意
に

よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
長
期
に
わ
た
る
習
い
は
、
法
律
に
比
せ
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

(
日
)
こ
の
文
章
中
の
主
己
品
目

σ
5
が
、
具
体
的
に
何
を
指
す
か
筆
者

は
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た

ou--ω
・ぉ
-
H

以
下
の
三
法
文
と
す
る

こ
と
は
、
意
味
か
ら
い
っ
て
も
無
理
で
あ
る
。
ゎ
・
∞

-
S
N
は
、
複
数

形
で
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
意
味
か
ら
考
え
れ
ば
、

わ・∞・足
-
M

が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ロ

s
z
m
m
g
に
対

置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
複
数
の
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
て
、

わ
∞
・
巴
-
N

は
、
例
示
的
に
挙
げ
ら
れ
た
だ
げ
だ
と
考
え
て
、
本
文
の

よ
う
な
訳
に
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
他
の
例
を
十
分
検
討
し
た

う
え
で
な
け
れ
ば
確
定
的
な
こ
と
は
、
い
え
な
い
。
な
お
、
ロ
ー

マ
国
民
℃

c-uc-5
河
O
吉
田
口

5
の
全
権
力
が
元
首
に
移
さ
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
ア
ゾ

i
は、

ω
z
B
B白
吉

P
H
-
E
の
中
で

P
H・口・

北法38(5-6・I-292)1328 
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-
7
V』
挙
げ
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
立

ち
入
っ
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。

(
H
)
U
-∞・品
-E-H
汝
の
土
地
に
石
き
り
場
が
あ
る
こ
と
が
確
か
で

あ
る
場
合
に
、
汝
の
意
に
反
し
て
、
私
的
な
名
義
で
あ
れ
、
公
的

な
名
義
で
あ
れ
、
誰
も
石
を
切
り
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
に

は
そ
れ
を
行
う
権
利
が
な
い
か
ら
。
た
だ
し
、
そ
の
石
き
り
場
に

次
の
よ
う
な
慣
習
法
が
あ
る
場
合
は
別
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

こ
か
ら
石
を
切
り
だ
し
た
い
と
思
う
者
が
い
る
場
合
に
は
、
彼
は
、

必
ず
石
き
り
に
対
す
る
通
常
の
補
償
額
を
所
有
者
に
支
払
っ
た
う

え
で
こ
れ
を
行
う
、
と
い
う
慣
習
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
有
者

に
対
す
る
補
償
を
行
っ
た
う
え
で
石
を
切
り
だ
す
場
合
で
も
、
必

要
な
石
の
使
用
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
〔
補

償
を
し
た
の
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
〕
所
有
者
の
利
益
が
奪
わ
れ

で
も
適
法
な
の
だ
公

R
S
と
振
る
舞
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
日
)
ロ
ム
吋
・
巴
・
ω・
印
神
皇
ハ
ド
リ
ア

l
ヌ
ス
は
、
回
答
し
て
、
城
壁
内

で

(
E
n
-
i
g芯
)
埋
葬
す
る
も
の
に
た
い
し
罰
金
四

O
金
を
課
す

こ
と
を
定
め
、
こ
の
罰
金
が
国
庫
に
納
め
ら
る
べ
き
こ
と
を
命
じ

た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
認
容
し
た
政
務
官
に
対
し
て
も
、
同
額
の

罰
金
を
定
め
、
埋
葬
地
は
国
家
の
物
と
さ
れ
る
こ
と
、
死
体
は
移

転
さ
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。
し
か
し
、
当
該
都
市
の
法
律
が
城

壁
内
の
埋
葬
を
許
し
て
い
る
場
合
は
、
ど
う
か
。
元
首
の
回
答
以

後
は
、
や
は
り
こ
の
都
市
法
は
適
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
、
わ
れ

わ
れ
は
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
回
答
は
一
般
的
で
あ
っ

て
、
皇
帝
の
定
め
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
効
力
を
も
つ
べ
き
で

あ
り
、
ど
こ
で
も
妥
当
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
日
)
ロ
ド
・
ω
出
道
理
を
も
っ
て
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
当
初
、

錯
誤
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
、
次
い
で
、
慣
習

(
2
5
5宮
内
庁
)
に

よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
他
の
類
似
の
事
案
に
は
妥
当
し

な
し

(
口
)
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
が
ど
こ
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。

(
国
)
テ
ク
ス
ト
は
、
宮
印
ロ
ロ
・
∞

g-
と
な
っ
て
い
る
が
、
ア
ゾ
!
の
師

円。『岡山口

g
g
切
目
印
回
一
回
ロ
ロ
凹
だ
と
思
わ
れ
る
。

(
日
)
円
い
-
M

・ω
-
M
U

あ
る
者
が
、
証
書
作
成
に
際
し
て
、
軍
役
務
、
官
職
、

さ
ら
に
は
、
聖
職
を
理
由
と
す
る
管
轄
の
抗
弁

6
3
2
nユ
三
宮

内
。
コ
)
を
行
使
し
な
い
と
述
べ
た
場
合
に
つ
い
て
、
従
来
、
こ
の
書

面
が
拘
束
力
を
も
ち
、
約
定
し
た
者
は
自
己
の
合
意
に
反
し
て
行

動
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
彼
は
書
面
に
拘
束
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
自
己
の
権
利
を
行
使
す
る
自
由
を
与
え
ら
れ
る
の

か
、
疑
問
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
朕
は
、
何
人
も
自
己
の
約

北法38(5-6・1.293)1329 



料

定
に
反
し
て
行
動
し
、
契
約
相
手
を
欺
く
こ
と
は
許
き
れ
な
い
と

裁
可
す
る
。
ー
な
ん
と
な
れ
ば
、
法
務
官
告
示
か
ら
も
、
合
意

さ
れ
た
約
定
は
、
法
律
に
反
す
る
こ
と
な
く
、
悪
意
を
も
っ
て
結

ぼ
れ
た
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
な
ん
と
し
て
も
守
ら
る
べ
き
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
な
に
ゆ
え
本
事
案
に
お
い
て
も
約
定
は
有
効
で
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
古
法
に
は
、
自
己
の
利
益
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た

も
の
を
放
棄
す
る
自
由
は
す
べ
て
の
者
が
も
っ
と
い
う
別
の
準
則

が
あ
る
の
だ
か
ら
。

2

し
た
が
っ
て
、
朕
の
す
べ
て
の
審
判
人

は
こ
の
こ
と
を
訴
訟
に
お
い
て
遵
守
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
補

助
審
判
人
(
宮
骨
M
官
。
田
口

2
凹
)
や
、
裁
定
を
下
す
べ
く
選
ば
れ

た
仲
裁
人

(
8
5匂
5
5
2
S
ュ5
2
R玄
芯
吋
)
も
こ
れ
を
遵
守
す

べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
が
も
し
〔
管
轄
の
抗
弁
を
理

由
と
し
て
〕
訴
え
を
認
め
な
け
れ
ば
、
彼
ら
は
訴
訟
を
自
己
の
も

の
と
し
た

2
g
B
自由
g
p
n
R
S
と
さ
え
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

(
却
)
ロ

5
・N
-
E

あ
る
確
定
期
限
ま
で
賃
借
し
て
い
る
者
は
、
こ
の

期
限
が
経
過
し
て
も
小
作
人
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
所
有
者
は
、

小
作
人
が
土
地
に
い
る
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
た

め
て
賃
貸
し
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
種
の
契
約
は
言
葉

や
文
書
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
単
な
る
同
意
だ
け
で
有
効
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
間
に
所
在
者
が
精
神
錯
乱
に

資

な
っ
た
と
か
、
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
に
は
、
賃
貸
が
更
新
さ
れ

る
の
は
不
可
能
だ
と
マ
ル
ケ
ル
ス
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
正

〆

3

0

1
1
、し

21 

ク
l
リ
ア
の
多
数
が
行
な
う
こ
と
は
、
全
員
が
行

な
っ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

。・品・合
-
H

〔
履
行
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
〕
初
め
の
ま
ま
の
状
態

に
あ
る
場
合
に
は
、
売
買
は
両
当
事
者
の
同
意
に
よ
り
撤
回
で
き

る
。
同
意
に
よ
っ
て
締
約
さ
れ
た
も
の
は
、
反
対
の
意
思
に
基
づ

い
て
解
除
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
引
渡
し
が
な
き
れ
た
あ

と
で
は
、
先
の
〔
引
渡
し
と
い
う
〕
行
為
に
類
似
す
る
、
売
却
を

元
へ
戻
す
行
為
〔
目
的
物
の
返
還
〕
が
な
け
れ
ば
、
単
な
る
意
思

だ
け
で
は
購
買
は
解
除
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

uuna-。
ロ
巾
師
号

gFロ。
E
B
包
〈
巾

。・印
0

・H

・5

(
包
)

23 

。
国
〉
肘
Z
岡
山
戸
(
巾
色

-
Y

円
。
尽
き
〈
巾
門
田
宮
巾
〈
巾
円
四

2
5
2
1町
周
。
ヨ
同
三
日
ロ
件
。
弓

Z
E
B
Oロ目

。
-
。
協
同
件
。
吋
巾
印
〈
。
円
相
凶
ロ

Z
円
(
円
、
包
℃

N
-
m
-
E
E
¥
Z巾己門同
E
n
w
〉
丘
町
ロ

]{山出品
h
p
y
u
-
H
印同市仲田・

(
叫
)
(
い
・
白
N
-
N
N
・
品
〔
使
用
貸
与
さ
れ
た
も
の
が
盗
ま
れ
た
場
合
に
、

借
り
主
が
盗
訴
権
を
行
使
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
〕
以

上
の
論
争
点
の
う
ち
に
、
第
三
の
論
点
も
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た

の
だ
か
ら
、
な
に
ゆ
え
こ
の
論
点
に
つ
い
て
も
朕
が
決
し
な
い
こ
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と
が
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
夫
は
婚
姻
継
続
中
に
は
自
分
の
妻

に
対
す
る
盗
訴
権
を
も
ち
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
こ
の
上
な
く
正

し
い
こ
と
で
、
そ
れ
は
、
法
律
が
か
く
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
人
々

に
対
す
る
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
思
ま
わ
し
い
訴
権
を
与
え
る
こ
と
を

恥
じ
た
た
め
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
古
の

人
々
の
念
頭
に
浮
か
ん
で
き
た
。
つ
ま
り
、
あ
る
者
が
使
用
貸
与

を
受
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
貸
与
物
が
自
己
の
妻
に
盗
ま
れ
た

と
い
う
場
合
に
、
所
有
者
に
こ
の
委
に
対
す
る
盗
訴
権
が
与
え
ら

れ
る
か
、
ま
た
、
事
案
の
類
似
性
か
ら
、
妻
の
夫
も
、
使
用
貸
借

訴
権
で
訴
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
盗
訴
権
を
も
て

る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
た
。
た
し
か
に
、
法
学
者
た

ち
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
論
争
し
た
。
し
か
し
、
現
在
の
法

律
お
よ
び
こ
の
勅
法
中
に
収
め
ら
れ
た
朕
の
前
任
者
の
決
定
か
ら

す
れ
ば
、
こ
の
問
題
も
も
っ
と
は
っ
き
り
と
片
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
朕
は
、
誰
を
訴
え
た
い
か
の
選
択
権
、
つ
ま

り
、
物
の
貸
与
を
受
け
た
者
か
、
そ
れ
と
も
盗
み
を
働
い
た
者
か

の
選
択
権
を
所
有
者
に
与
え
た
の
だ
か
ら
、
本
事
案
で
も
、
所
有

者
が
夫
を
選
択
し
て
訴
え
た
場
合
に
は
、
夫
に
は
夫
婦
の
恥
と
な

る
こ
と
だ
か
ら
盗
訴
権
は
な
い
が
、
物
移
動
訴
権

s
a
z
B
E
g

g
S
E
E
B
)
は
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
所
有
者
は
、
使
用
貸
借
訴
権

で
夫
を
訴
え
る
こ
と
も
、
盗
訴
権
で
妻
を
訴
え
る
こ
と
も
、
全
く

自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
使
用
貸
与
を
受
け
た
夫
に
支
払
い
能
力

が
あ
る
場
合
に
は
、
決
し
て
妻
を
盗
訴
権
で
訴
え
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
機
会
に
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
夫
婦
に
余
計
な
道
具
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
夫
が
欲
し
い
ま

ま
に
、
そ
の
妻
を
法
廷
へ
と
引
き
立
て
、
盗
み
の
罰
金
有
賓
判
決

を
受
け
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(お
)

(

υ

・串

-s-M∞
朕
は
、
裁
可
し
て
い
う
。
元
本
の
訴
訟
で
、
そ
れ
が

対
人
訴
訟
で
あ
れ
担
保
に
関
す
る
訴
訟
で
あ
れ
、
三

O
な
い
し
四

O
年
の
抗
弁
の
た
め
に
敗
訴
し
た
者
は
、
利
息
な
い
し
果
実
に
つ

い
て
争
い
ご
と
を
起
こ
し
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
三

O
な
い
し

四
O
年
の
期
間
が
経
過
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
こ
の
期
間

に
生
じ
た
も
の
は
支
払
っ
て
ほ
し
い
旨
を
述
べ
、
ま
た
、
こ
れ
ら

に
関
す
る
訴
権
は
各
年
毎
に
生
ず
る
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
と
。
な
ぜ
な
ら
、
元
本
請
求
の
訴
権
が
も
は
や
存
在
し

な
い
以
上
、
審
判
人
が
こ
の
う
え
さ
ら
に
利
息
や
果
実
に
つ
い
て

審
理
す
る
の
は
全
く
余
計
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

1

し
か
し

な
が
ら
、
朕
は
、
利
息
の
量
に
つ
い
て
も
一
般
的
な
定
め
を
な
す

必
要
が
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
、
か
つ
て
の
苛
酷
で
き
わ

め
て
重
い
利
息
の
負
担
を
適
当
な
も
の
に
制
限
し
よ
う
と
思
う
。
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そ
れ
ゆ
え
、
朕
は
次
の
ご
と
く
命
ず
る
。
貴
顕
の
者

S
2・

印O
ロ同

E
E丹
江
田
)
な
い
し
そ
れ
よ
り
上
位
の
者
に
は
、
契
約
額
の

多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
契
約
に
つ
き
、
月
利
率
三
分
の

一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
利
息
の
問
答
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
作
業
場
な
い
し
小
売
庖
(
巾
話
白
え
R
2
5
)

を
営
む
者
な
い
し
な
ん
ら
か
許
さ
れ
た
事
業
を
行
う
者
は
、
月
利

率
三
分
の
こ
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
の
利
息
の
問
答
契
約
を
締
結
で
き

る
。
ま
た
、
海
上
消
費
貸
借
契
約
な
い
し
特
定
物
の
利
息
付
き
貸

与
の
場
合
に
は
、
月
利
率
一
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
の
利
息
の
問
答
契

約
を
締
結
で
き
る
が
、
そ
れ
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
、

旧
法
律
に
よ
っ
て
こ
れ
が
許
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
。
さ
ら
に
、

他
の
す
べ
て
の
人
々
は
、
月
利
率
二
分
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
息

の
問
答
契
約
を
締
結
で
き
る
が
、
こ
の
利
率
は
、
問
答
契
約
な
し

で
利
息
を
請
求
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
他
の
す
べ
て
の
場
合
に
つ

い
て
も
、
上
限
と
な
る
。

3

ま
た
、
審
判
人
が
地
方
で
守
ら
れ

て
い
る
慣
習
法
を
も
ち
出
し
て
こ
こ
に
示
し
た
利
率
を
高
め
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
。

4

と
こ
ろ
で
、
こ
の
勅
法
の
利
率
に
反
し

て
な
に
か
を
行
っ
た
者
が
い
た
場
合
に
は
、
こ
の
者
に
超
過
分
に

つ
い
て
の
訴
権
は
決
し
て
与
え
ら
れ
ず
、
も
し
超
過
利
息
を
受
け

取
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
は
強
制
的
に
元
本
に
充
当
さ
れ
る
。
そ

2 

26 

の
た
め
に
、
債
権
者
が
利
息
と
し
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
金
額
か
ら
、
小
銭
(
印
2
0
5
同
)
だ
と
か
、
贈
与
さ
れ
た
も
の

(
告
。
ユ
三
回
)
だ
と
か
、
そ
の
他
ど
ん
な
理
由
か
ら
で
あ
れ
、
そ
の

一
部
を
取
り
分
け
あ
る
い
は
留
保
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
の
種
の
こ
と
〔
超
過
利
息
の
元
本
充
当
〕
が
行
わ
れ

れ
ば
、
債
務
元
本
が
は
じ
め
か
ら
こ
の
分
だ
け
減
少
し
、
そ
の
結

果
、
減
少
し
た
元
本
に
つ
い
て
も
、
こ
の
減
少
分
に
か
か
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
利
息
に
つ
い
て
も
請
求
が
禁
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

5

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
超
過
利
息
を
禁
ぜ
ら

れ
た
債
権
者
が
、
こ
の
よ
う
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
他
の
手
段

を
潜
脱
す
る
た
め
の
仕
掛
け
を
と
り
除
く
た
め
、
潜
脱
行
為
が
行

わ
れ
た
場
合
に
は
、
第
三
者
を
介
在
さ
せ
た
者
自
身
が
当
然
自
分

で
問
答
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
し
て
利
息
を
算
定
す
べ
き
こ
と

を
、
朕
は
命
ず
る
。
こ
の
場
合
、
宣
誓
の
申
し
立
て
も
認
め
ら
れ

る
こ
と
を
、
朕
は
裁
可
す
る
o

n・印
-
N
0
・H

嫁
資
の
保
持
に
つ
い
て
夫
が
妻
に
保
証
人
を
立
て

る
べ
き
こ
と
を
定
め
る
法
律
は
、
そ
れ
が
法
学
に
宮
沢

Z
Z
)
由

来
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
慣
習
法
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
に

関
わ
ら
ず
、
無
効
と
さ
る
べ
き
こ
と
を
朕
は
命
ず
る
。

先
の
勅
法
を
拡
張
し
て
以
下
の
こ
と
を
裁
可
す
る
。

。・印・旬。
-
N
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す
な
わ
ち
、
嫁
資
の
た
め
に
保
証
人
に
よ
る
担
保
の
提
供
な
い
し

信
用
委
任
を
、
夫
な
い
し
そ
れ
に
代
わ
る
者
あ
る
い
は
お
よ
そ
嫁

資
を
受
け
取
っ
た
者
す
べ
て
に
対
し
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
妻
は
、
自
己
お
よ
び
自
己
の
嫁
資
を
夫
の
側
に
委
ね
て

よ
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
的
に
夫
婦
問
の
不
信
の
原

因
が
生
じ
る
よ
う
な
、
保
証
人
や
他
の
加
入
者
が
、
な
に
ゆ
え
要

求
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
訂
)
原
文
は
、
ロ

R
8
5
5
Z包
0
2
ュ
g
E
E『
Ei---と
あ
る

が
、
な
ぜ
こ
こ
に
ロ

R
が
あ
る
の
か
筆
者
に
は
理
解
で
き
な
か
っ

た
。
由
民
n
E
口一
n
Z
の
意
味
だ
と
す
れ
ば
、
出
口
n
y
の
相
方
が
見
つ
か

ら
な
い
。
ま
た
、
前
後
の
意
味
か
ら
し
て
も
ロ

R
が
な
い
方
が
理

解
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
ロ

R
を
除
い
て
訳
し
て
み

た。
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(犯
)

0
・怠・∞

-E
遺
産
占
有
の
承
認
が
他
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場

合
に
は
、
追
認
は
、
遺
産
占
有
が
請
求
で
き
る
期
間
に
な
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
百
日
が
経
過
し
た
場
合
に
は
、
追

認
で
き
な
い
。

1

と
こ
ろ
で
、
遺
産
占
有
を
請
求
し
た
こ
の
他

人
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
か
、
精
神
錯
乱
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
場
合
に
も
、
追
認
が
で
き
る
か
ど
う
か
考
え
て
み
よ
う
。
と

い
う
の
も
、
〕
一
般
的
に
は
追
認
を
し
た
時
点
で
こ
の
他
人
を
通
じ

て
遺
産
占
有
の
請
求
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
の

だ
か
ら
、
こ
の
場
合
追
認
し
て
も
意
味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
他
人
が
請
求
し
た
の
を
後
悔
し
て
い
た
場
合
に
も
、
追

認
は
で
き
な
い
と
い
う
の
も
、
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
全
く
ば
か
げ
た
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ち
ら
の
理
由

か
ら
し
て
も
追
認
は
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
方
が
、
よ
り
正
し
い
。

(
却
)
ロ

-a・印∞
-
N

余
お
よ
び
汝
に
一
人
の
奴
隷
の
選
択
権
が
遺
贈

さ
れ
た
。
余
が
、
気
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
を
条
件
に
、

選
択
し
、
つ
い
で
汝
が
同
じ
奴
隷
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

こ
の
奴
隷
は
、
わ
れ
わ
れ
二
人
の
も
の
と
な
る
。
余
が
決
定
の
前

に
死
ん
で
し
ま
っ
た
り
、
精
神
錯
乱
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
れ

ば
、
こ
の
奴
隷
は
わ
れ
わ
れ
の
共
有
に
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
余
が
、
同
意
す
る
な
ど
と
は
考
え
ら
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
あ
た
か
も
選
択

が
な
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
共
有
に
な
る
と
す
る
方
が
、
よ
り
人
道

的

(ycB同
E
S
}
な
こ
と
ぞ
あ
る
。

(
初
)
巴
・
巴
い
N
-
N

と
こ
ろ
で
、
嫁
資
を
父
が
請
求
す
る
場
合
に
、
娘

の
意
思
を
、
彼
女
が
父
に
同
意
し
て
い
る
、
そ
う
で
な
く
と
も
反

対
し
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
理
解
す
る
だ
ろ
う
か
。
ア
ン
ト

ニ
i
ヌ
ス
帝
は
、
娘
が
反
対
し
て
い
る
の
が
明
白
で
な
け
れ
ば
、
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料

父
に
同
意
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
と
回
答
さ
れ
て
い
る
。
ユ

l
リ

ア
l
ヌ
ス
も
、
法
学
大
全
四
八
巻
で
、
娘
が
精
神
錯
乱
に
陥
っ
て

い
る
場
合
に
は
、
父
は
娘
の
意
思
に
よ
り
争
っ
て
い
る
と
み
な
さ

れ
る
、
と
書
い
た
。
娘
が
理
解
カ
が
な
く
て
反
対
で
き
な
い
以
上
、

同
意
し
て
い
る
と
信
ず
る
人
が
い
て
も
、
当
然
の
こ
と
だ
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
娘
が
不
在
の
場
合
に
は
、
娘
の
意
思
に
よ
っ
て

請
求
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
父
は
、
娘
が
追
認
す
る
で

あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
担
保
開
答
契
約
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
娘
に
理
解
力
が
あ
る
以
上
、
彼
女
が
反
対
し
て
い
る
と
解
さ

れ
る
た
め
に
は
、
彼
女
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ

れ
は
要
件
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(
但
)
「
記
憶
が
な
い
」
と
い
う
の
は
、
ど
の
程
度
の
長
さ
か
。
「
記
憶

の
な
い
時
」
と
は
、
現
在
の
英
法
で
は
、
リ
チ
ヤ
ー
ド
一
世
即
位

の
年
ご
一
八
九
年
)
前
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
問
。
・
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ

ド
フ
(
末
廷
三
次
・
伊
藤
正
己
訳
)
『
法
に
お
け
る
常
識
」
(
岩
波

文
庫
・
一
九
七
二
年
)
一
三
四
頁
以
下
。
フ
リ
ッ
ツ
・
ケ
ル
ン
(
世

良
晃
四
郎
訳
)
『
中
世
の
法
と
国
制
』
(
創
文
社
・
一
九
六
八
年
)

七
頁
も
、
「
記
憶
し
え
な
い
ほ
ど
の
太
古
以
来
の
伝
習
」
と
い
っ
て

い
る
。
両
者
と
も
非
常
に
長
い
期
間
を
意
味
す
る
よ
う
に
恩
わ
れ

る
が
、
ア
ゾ

l
の
い
う
「
記
憶
の
な
い
」
と
は
こ
の
よ
う
に
長
い

資

も
の
か
。
彼
の
引
く
り
・
詰
-u-M-
∞
で
は
、
「
工
作
物
の
設
置
を
記
憶
し

て
い
る
人
が
現
存
す
る
こ
と
ま
で
は
必
要
で
な
く
、
記
憶
し
て
い

る
人
か
ら
き
い
た
人
が
い
れ
ば
」
記
憶
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
伝
聞
の
重
畳
に
よ
る
長
期
間
の
伝
承
の
可
能
性
は

な
お
完
全
に
排
除
で
き
な
い
が
、
直
接
的
な
見
聞
に
支
え
ら
れ
た

記
憶
が
念
頭
に
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

旧
教
会
法
典
二
七
条
は
、
記
憶
の
な
い
慣
習
法
に
つ
い
て
規
定
す

る
が
、
こ
れ
は
寸
現
存
す
る
人
々

(
g
E
g旬。
E
E凹
)
が
そ
れ
が

常
に
適
用
さ
れ
る
の
を
見
て
き
た
し
、
ま
た
年
長
の
者
か
ら
そ
れ

が
適
用
さ
れ
て
き
た
と
聞
い
て
き
た
も
の
」
と
解
さ
れ
て
い
た
。

同
条
に
は
、
百
年
を
経
過
し
た
慣
習
法
も
並
列
し
て
規
定
さ
れ
て

い
る
が
、
効
果
の
点
か
ら
い
え
ば
、
百
年
を
経
過
し
た
慣
習
法
の

方
が
強
い
。
〉
-
〈
〉
Z
図
。
〈
開
。
(
山
口
同
・
乱
巾
)
巴
(
『
三
円
)
(
い
(
同
ロ
・
)

吋。ョ・品
h
・
ロ
ω
・
百
年
を
人
の
一
生
の
最
長
期
と
考
え
る
と
す
れ
ば

(
m
n
C
2
2〉
Z
C
ω
h
o
g
g巾ロ

gユ
ご
己
ユ
凹

n
-
1
-
z
h
u内
品
)
、
旧

教
会
法
典
で
も
、
記
憶
の
な
い
と
は
、
や
は
り
直
接
的
な
見
聞
を

越
え
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
結
果
的
に
は
、
英
法
で
も

実
質
的
に
は
決
め
手
に
な
っ
て
い
る
「
現
存
の
人
の
記
憶

2
2
z
m

B
巾
5
0弓
)
」
(
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ド
フ
前
掲
書
一
三
六
頁
)
の
観
念
に
近

い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
仏
法
史
上
「
記
憶
の
な
い
慣
習
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法
」
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
引
か
れ
る
、
ポ
!
ヴ
ェ
ジ
慣
習
法
書

六
八
三
条
の
「
人
に
争
い
な
く
記
憶
せ
ら
れ
え
い
る
ほ
ど
に
長
期

に
わ
た
り
維
持
せ
ら
れ
い
る
」
慣
習
法
の
具
体
例
に
つ
い
て
、
ボ

l

マ
ノ
ア

i
ル
が
「
余
は
そ
れ
が
争
わ
る
る
を
か
つ
て
見
た
る
こ
と

な
き
ほ
ど
な
り
L

と
述
べ
て
い
る
の
も
、
以
上
の
観
点
か
ら
す
れ

ば
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
塙
浩
「
ボ

l
マ
ノ
ア
l
ル
『
ボ
|

ヴ
ェ
ジ
慣
習
法
書
』
試
訳
五
」
『
神
戸
法
学
雑
誌
』
一
七
巻
(
一

九
六
七
年
)
三
号
二
七
頁
。
な
お
、
岡
山

-EF甲山
o
r
E胃
2
2
円四巾

-
白

gzzgmamwロ∞

-dsn芯
ロ
仏

g
R
同
門
担
ロ
前
田
町
・
河
町
内
ミ
s
.
N
M
R旦
町

守

的
。
町
民
h
H
h
h
E詩
句
。

h
m足
、
。

Nh司
、

b
h伺
円
。
民
可
町
内
む
さ
h
u
b
s
R
N」
問
、

8

3伺段目

円H
h
s
u
S
師、、
H
，。
5
・
H
ア
円
、
何
回
句
『
巾
ロ
〈
巾
(
∞
円
c
u
s
-
-
2
・
H
申
告
)
℃
・

ω印
由

も
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
「
記
憶
の
な
い
、
す
な
わ
ち
百
年
経
過
し

た
」
と
述
べ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
「
記
憶
の
な
い
普
か
ら
の

慣
習
法
L

は
、
ケ
ル
ン
の
「
中
世
的
法
観
念
」
の
中
核
を
な
す
も

の
で
あ
り
、
近
年
内
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
ら
に
よ
っ
て
こ
れ
に
批
判
が

加
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
(
西
川
洋
一

訳
)
「
一
二
世
紀
に
お
け
る
法
と
法
概
念
L

同
(
石
川
武
編
訳
)
『
ゲ

ル
マ
ン
法
の
虚
像
と
実
像
』
(
創
文
社
・
一
九
八
八
年
予
定
)
五

O

頁
以
下
。
資
料
的
検
討
の
難
し
い
「
民
衆
(
人
民
)
法
」
|
|
こ
の

観
念
自
体
法
学
の
産
物
の
可
能
性
が
あ
る
が

l
ー
を
別
に
し
て
、
法

学
史
の
問
題
に
限
っ
て
い
え
ば
、
さ
し
あ
た
り
次
の
こ
と
が
問
題

で
あ
る
。
中
世
の
有
力
な
ロ

1
マ
法
学
者
(
ア
ゾ
l
、
ア
ッ
ク
ル

ス
ィ
ウ
ス
、
レ
ヴ
イ
ニ

1
、
バ
ル
ト
ル
ス
、
パ
ル
ド
ウ
ス
ら
)
は
、

ほ
ぽ
一
致
し
て
「
長
期
」
を
時
効
期
間
と
考
え
た
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
何
ゆ
え
教
会
法
や
英
法
さ
ら
に
は
前
記
の
コ
ナ
ン
な

ど
近
世
の
法
学
文
献
(
た
と
え
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ン
・
ラ
イ
ザ

l
)

で
な
お
「
記
憶
の
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
た
の
か
と
い
う

こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
中
世
法
学
と
近
世
法
学
の
関
係
か
ら
す
れ

ば
、
珍
し
い
現
象
で
あ
る
。
ま
た
、
英
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
記

憶
の
な
い
時
」
を
寸
リ
チ
ャ

l
ド
一
世
即
位
前
」
と
解
釈
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
何
時
か
ら
で
、
そ
の
原
因
は
な
に
か
が
問
題

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
は
「
記
憶
の
な
い
」

と
い
う
こ
と
は
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
関
連
し
て
リ
チ
ヤ
ー

ド
一
世
の
名
は
出
て
こ
な
い
二
八
三
二
年
の
時
効
法
の
前
文
で
、

「
記
憶
の
あ
る
時
」
が
「
リ
チ
ャ

l
ド
一
世
即
位
後
の
全
期
間
」

と
「
現
在
(
口
。
当
)
」
「
多
く
の
事
件
で
(
円
ロ
ヨ
白
ミ

g認
印
)
」
考

え
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
多
く
の
事
件
」

が
具
体
的
に
検
討
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
記
憶
の
な
い
昔

か
ら
」
と
い
う
考
え
方
は
、
す
で
に
見
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
ロ

l
マ
に
も
あ
る
、
あ
る
い
は
ロ

l
マ
に
由
来
す
る
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料

も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
。
・
2
0同N
H
P
U
ぽ
開
口
仲
田

g'

V
C
H
M
m
仏
貨
な
唱
が
判
凡
な
さ
』
ぎ
ミ
師
、
志
向
的
内
3
V
R九
日
(
同
内
包
ロ
己
。
u
E門ぽ
p

zg)
・
ω・
怠
町
内
参
照
。

(
泣
)
慣
習
法
の
存
在
が
争
点
と
な
り
、
そ
の
結
果
慣
習
法
の
存
在
を

認
め
る
判
決
が
く
だ
さ
れ
た
場
合
に
は
、
一
度
の
判
決
を
引
く
だ

け
で
慣
習
法
の
存
在
を
証
明
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
で
て
く

る
。
ア
ゾ
!
の
文
章
だ
け
か
ら
で
は
、
確
定
的
な
こ
と
は
い
え
な

い
。
。
・
吋
司
己
何
回
、
吋
〉
・
。
出
聞
の
宮
司
O
Y
ロゲ包門凹吋巾

nz・
N

・、
H

，巴-

(
H
g
q
Z
2仏
E
n
w
ロ
R
g
a白
色
丹
呂
町
印
)
・

ω・
誌
は
、
ア
ゾ
ー
が

こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
と
読
ん
で
い
る
。

(
お
)
こ
こ
で
、
筆
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
慣
習
法
論
の
な
か

で
い
わ
ゆ
る
判
例
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
判

例
と
慣
習
法
と
を
め
ぐ
る
現
在
の
議
論
は
、
主
と
し
て
、
判
例
の

法
源
性
を
認
め
る
た
め
に
、
判
例
が
慣
習
法
に
な
る
か
、
と
い
う

よ
う
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
野
田
良
之
寸
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
民
事
判
例
の
理
論
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
七
三
巻
二
九

五
八
年
)
二
七
七
頁
以
下
参
照
。
し
か
し
、
ア
ゾ
!
の
関
心
は
、

慣
習
法
の
認
識
に
お
い
て
、
す
で
に
あ
る
判
決
が
い
か
な
る
意
味

を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
慣
習
法
論
を
通
じ
て
法
実
務
の

伝
承
に
目
が
向
い
た
と
い
う
こ
と
に
、
歴
史
法
学
派
に
典
型
的
に

資

み
ら
れ
る
法
曹
法
論
の
萌
芽
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
と

い
う
の
が
筆
者
の
当
面
の
関
心
事
で
あ
る
。
な
お
、
歴
史
法
学
派
、

と
り
わ
け
サ
ヴ
イ
ニ

l
の
法
曹
法
に
つ
い
て
は
、
山
田
「
サ
ヴ
イ

-一
l
に
お
け
る
慣
習
法
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
六
八
巻
(
一
九
五
三

年
)
一
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
慣
習
法
の
認
識
で
既
存
の
判
決
に
目
を
向
け
た
と
い
う

の
は
、
ア
ゾ
1
の
用
語
か
ら
す
る
と
、
あ
る
い
は
ア
ゾ
1
の
独
創

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
他
人
の
説
を
指
示
す
る
と
き
に
は
、
通

常
、
白
毘
門
出

2
E
な
い
し

A
E仏
国
ヨ
門
出
門
戸
恒
三
と
な
り
、
こ
れ
に
対

し
て
本
文
の
田
-
S
E
m
心ロ
2
2
は
、
一
般
的
な
可
能
性
を
意
味
し

て
、
特
定
の
人
の
説
を
指
示
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
他
方
で
、
諸
学
者
の
見
解
の
中
に
は
、
回

m
E吉
田
(
訳
文

で
は
、
元
老
院
)
に
も
法
律
制
定
お
よ
び
解
釈
権
あ
り
と
い
う
も

の
も
あ
る
(
一
二
ニ
八
頁
)
。
後
の
パ
ル
ル
マ
ン
や
パ

1
ラ
メ
ン
ト
に

な
る
中
世
の
い
わ
ゆ
る

n
R
E
Z
m
g
を
路
ロ
巳

5
と
い
う
語
で

語
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
実
務
と
慣
習
法
と
の
密
接
な
関
係

が
ア
ゾ

1
以
前
に
す
で
に
注
目
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
想

定
で
き
る
。

(
泊
)

こ
こ
で
も
、
「
法
は
民
族
〔
な
い
し
国
民
〕
の
共
通
の
確
信
で
あ

る
」
と
い
う
「
中
世
的
法
観
念
L

が
あ
っ
た
か
ら
、
ア
ゾ

1
は、
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。・叶・品目・

5
を
論
拠
と
す
る
異
論
を
却
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
逆
の
可
能
性
も
あ
る
。
な
お
、
サ
ヴ
イ

ニ
l
に
つ
い
て
、
山
田
前
掲
論
文
三
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
先
例

は
先
例
で
あ
る
こ
と
の
理
由
だ
け
で
拘
束
す
る
の
で
は
な
い
と
い

う
の
が
、
大
陸
法
、
特
に
ド
イ
ツ
法
の
、
英
米
法
と
は
異
な
る
先

例
理
論
で
あ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
考
え
方
の
基
礎
に
は
、
(
中
世
)

ロ
!
マ
法
以
来
の
伝
統
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歴
史

的
文
脈
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
国
・
巧
巴

2
・
。
{
巾

切
巾
門
戸
内
三
ロ
ロ
開
会
凶
『
同
V

円
az色町

N
Wロ
-B
〈
而
吋
印
仲
間
ロ
門
田
口
町
内
同
巾
司
会
出
Z'

n
V巾
口
問
巾
n
y
仲間巧
-m∞
巾
口
問
門
町
田
町
戸
田
口
『
巾
n
F
Z
E
2
0
ユ開門町巾『

∞色丹吋血肉

N
C
吋
開
口
門
田
仲
巾
『
ロ
ロ
m

Z

D
仏明，ロロ}内門戸
O

D

a
巾『同
M

司郎]ロ
a
'

E
g
p
gユ
巾
(
∞
巾
円

Z
P
E
3
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
ィ

ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
、
一
七
世
紀
ま
で
は
、
、
大
陸
と
ほ
ぼ
同

様
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

J
・
ベ
イ
カ

l
(小
山
貞

夫
訳
)
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
制
史
概
説
』
(
創
文
社
・
一
九
七
五
年
)

一
七
九
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
厳
格
な
先
例
拘
束
が
大
陸
に
お
い

て
も
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
主
張
さ
れ
た
(
代
表

者
テ
ィ
ボ

1
)
こ
と
に
つ
い
て
も
、
巧
巾
】

-
R
h・2
同
時
・
参
照
。
こ
の

批
判
と
し
て
も
サ
ヴ
イ
ニ

l
の
「
民
族
精
神
」
論
が
あ
っ
た
。

(
お
)
慣
習
法
と
法
律
と
の
聞
に
、
効
力
の
強
さ
に
違
い
は
な
い
と
い

う
た
め
に
は
、
立
法
権
は
元
首
(
皇
帝
)
だ
け
が
も
っ
と
い
う
こ

と
を
論
拠
と
す
る
異
論
を
却
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ゾ
l
は、

ω
z
B
S回
目
ロ
わ
-H-E
に
お
い
て

u
o
u
E
g
河
。

B
白
ロ
ロ
師
は
元
首
に

-g℃
2
2
5
を
委
譲
し
て
も
な
お
立
法
権
を
も
っ
と
主
張
し
て
い

る
。
別
稿
で
紹
介
す
る
。

な
お
、
法
律
と
慣
習
法
が
抵
触
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
全
面
廃

棄
を
意
味
す
る
白
σ
g
m包
括
で
は
な
く
、
一
部
廃
棄
あ
る
い
は
限

定
を
意
味
す
る
母

g
宮
-B
を
ア
ゾ
ー
が
終
始
用
い
て
い
る
こ
と

に
は
、
特
別
の
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
制
定
法
が
規
定
し

て
い
る
社
会
関
係
と
異
な
っ
た
呉
別
の
社
会
関
係
に
つ
い
て
新
し

い
慣
習
法
が
成
立
し
」
(
末
広
巌
太
郎
『
民
法
雑
記
帳
(
上
)
』
(
日

本
評
論
社
・
一
九
五
三
年
)
二
六
六
頁
)
、
そ
の
結
果
、
制
定
法
の

妥
当
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
解
釈
す
る
余
地
が
あ

る
。
つ
ま
り
、

g
E
z
z
m巾
B
で
は
な
く
℃

3
2
R
Z
m巾
自
と
解

す
る
の
で
あ
る
。
準
則
が
抵
触
す
る
場
合
に
、
そ
の
妥
当
す
る
事

案
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
和
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
注

釈
学
派
の
も
っ
と
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
か
か

る
解
釈
技
術
、
分
別
丘
町
民
ロ
円
安
】
)
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、

拙
稿
J
F
N
O
E
印

ωロ
ヨ
ヨ
白
山
口
わ
-
N
・5
」
本
誌
三
八
巻
三

O
三
、
三

二
四
頁
注
(
“
)
参
照
。
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