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一　

は
じ
め
に

　

ロ
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
（Robert Film

er:1588 -1653

）
は
、「
当
代
に
通
用
力
を
も
つ
神（
1
）学」、
つ
ま
り
ア
ダ
ム
以
来
の
長
子
相
続

の
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い（
2
）る。

だ
が
彼
を
単
に
そ
の
よ
う
な
奇
妙
な
思
想
を
提
示
し
た
人
物
と
し
て
の
み
捉
え
る
な
ら
ば
、
彼
が
提

起
し
た
別
の
問
題
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
彼
自
身
が
抱
え
込
む
こ
と
と
な
っ
た
問
題
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
。
長
子
相
続
と
い
う
理

解
が
支
配
的
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
彼
の
「
家
父
長
論
」
と
「
王
権
神
授
説
」
と
い
う
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
そ
れ
自
体
の
た
め
と
、

こ
れ
ら
に
対
す
る
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ズ
レ
ッ
ト
と
Ｊ
・
Ｎ
フ
ィ
ッ
ギ
ス
の
解
釈
が
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
両
者
と

も
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
、
家
父
長
論
と
長
子
相
続
を
、
そ
し
て
王
権
神
授
説
と
長
子
相
続
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
ま
ず
家
父
長
論
の
意
味
、
家
父
長
論
と
王
権
神
授
説
の
関
係
を
論
じ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
こ
れ
が
彼
の
主
権
論

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
性
質
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
解
明
に
努
め
た
い
。
そ
の
際
、
参
照
軸
と
し
て
主
権
論

の
定
礎
者
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
（Jean Bodin:1530 -1596
）
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
二
人
の
比
較
を
通
じ
て
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
家
父
長
論
と

王
権
神
授
説
に
基
づ
い
た
主
権
論
が
、
い
か
に
国
家
論
を
破
棄
す
る
方
向
に
進
む
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
し
た
い
と
思
う
。

二　

家
父
長
論

㈠　

王
と
父

　
「
人
間
は
自
由
な
も
の
と
し
て
生
ま
れ
、
そ
し
て
い
た
る
と
こ
ろ
で
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い（
3
）る」。
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
は
一
五
八
八
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年
に
生
ま
れ
、
一
六
五
三
年
に
没
し
た
。
だ
が
も
し
彼
が
こ
の
一
文
を
読
ん
だ
と
し
た
ら
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
だ
ろ
う
。
人
間
は
自

由
な
も
の
と
し
て
は
生
ま
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
い
た
る
と
こ
ろ
で
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。
も
し
人
間
が
自
由
に
生
ま
れ
た
の
だ
と
し

た
ら
、
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
え
な
い
。
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
由
は
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
の
前
提
で
あ
っ
た
が
、
フ
ィ
ル
マ
ー

と
同
時
代
の
多
く
の
思
想
家
達
に
と
っ
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
。「
い
く
ら
愚
か
者
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
人
は
生
来
自
由
に
生
ま
れ
、

神
御
自
身
の
像
、
似
姿
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
は
」
い
な
い
と
ミ
ル
ト
ン
は
宣
言
し（
4
）た。

こ
れ
は
ミ
ル
ト
ン
の
よ
う
な
共
和
派
だ

け
の
考
え
で
は
な
い
。
王
党
派
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
「
疑
い
え
な
い
真
理
」
と
認
め
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（P

（
5
）

O
:3

）。

　

フ
ィ
ル
マ
ー
の
家
父
長
論
は
、
こ
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
由
を
破
壊
す
る
た
め
の
理
論
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
フ
ィ
ル
マ
ー
は
こ
れ
に
反

対
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
自
由
観
が
、
契
約
的
国
家
観
の
基
礎
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
契
約
国
家
観
の
代
表
者
は
、

ス
ア
レ
ス
や
ベ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
と
い
っ
た
ス
コ
ラ
学
派
に
連
な
る
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
家
で
あ
っ
た
。
人
民
は
自
由
に
生
ま
れ
つ
い
た
。
そ
れ

ゆ
え
王
の
も
つ
政
治
的
権
力
は
契
約
に
よ
っ
て
人
民
か
ら
与
え
ら
れ
て
お
り
、
も
し
そ
の
契
約
に
違
反
し
た
の
な
ら
、
人
民
は
こ
の
権
力

を
取
り
戻
し
て
よ
い
。
そ
し
て
人
民
は
必
要
と
あ
ら
ば
、
統
治
形
態
を
変
え
て
も
構
わ
な
い
。
彼
ら
は
そ
う
論
じ
て
い（
6
）た。

だ
が
こ
の
契

約
違
反
を
誰
が
判
断
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ル
マ
ー
は
当
の
人
民
以
外
で
は
な
い
と
考
え
た
。
彼
の
耳
に
は
、
こ
の
理
論
は
人
民
が
い

つ
で
も
好
き
な
と
き
、
好
き
な
よ
う
に
権
力
を
取
り
戻
し
て
よ
い
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
し
か
聞
こ
え
な
か
っ
た
。
だ
が
結
局
そ
れ
は
い

か
な
る
統
治
も
事
実
上
認
め
な
い
ア
ナ
ー
キ
ー
の
擁
護
論
で
は
な
い
の
か
。

　

少
な
く
と
も
彼
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
由
は
「
自
由
を
破
壊
す
る
た
め
の
自
由
」
に
し
か
行
き
つ
か
な
い
と
考
え
た
（PO

:4

）。
そ

こ
で
、
人
間
は
少
な
く
と
も
両
親
の
支
配
の
下
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
た
め
に
決
し
て
自
由
で
は
な
い
と
い
う
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
提
出

す
る
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
論
敵
も
そ
れ
く
ら
い
の
こ
と
は
十
分
理
解
し
て
い
た
し
、
実
際
、
家
庭
内
で
の
父
親
の
権
力

―
こ
れ
は

神
か
ら
直
接
父
に
与
え
ら
れ
て
い
る

―
を
当
然
視
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
後
の
ロ
ッ
ク
と
同
じ
く
、
そ
し
て
い
か
に
も
ス
コ

ラ
学
派
ら
し
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
政
治
権
力
と
家
庭
内
で
の
権
力
の
質
的
差
異
を
強
調
す（
7
）る。
例
え
ば
、
フ
ィ
ル
マ
ー
は
ス
ア
レ
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ス
の
以
下
の
よ
う
な
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

　

政
治
権
力
は
諸
家
族
が
お
互
い
ま
と
ま
り
、
一
つ
の
完
全
な
共
同
体
に
な
り
は
じ
め
る
ま
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
共
同
体
は

ア
ダ
ム
の
創
造
や
ア
ダ
ム
の
意
思
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
共
同
体
に
賛
同
す
る
人
々
全
て
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
我
々
は
ア
ダ
ム
が
こ
の
共
同
体
に
お
い
て
政
治
的
優
先
権
を
生
ま
れ
な
が
ら
に
有
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
（PO

:15

）。

ア
ダ
ム
は
政
治
共
同
体
の
も
と
と
な
る
家
族
を
作
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
の
権
力
を
も
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。
政
治
共
同
体
は
ア
ダ
ム
の

作
品
で
は
な
く
、
諸
家
族
の
合
同
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
諸
家
族
が
一
つ
の
政
治
共
同
体
に
変
わ
っ
た
と
き
、
政
治

権
力
は
人
民
の
同
意
に
よ
っ
て
為
政
者
に
与
え
ら
れ（
8
）る。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
由
を
否
定
す
る
た
め
に
、
フ
ィ
ル 

マ
ー
は
何
よ
り
も
父
の
権
力
と
政
治
権
力
の
質
的
差
異
を
否
定
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

質
的
差
異
が
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
、
ロ
ッ
ク
の
フ
ィ
ル
マ
ー
批
判
を
思
い
出
せ
ば
分
か
る
と
お
り
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
権
力

の
、（
ａ
）
目
的
、（
ｂ
）
権
力
の
構
成
、（
ｃ
）
発
生
要
因
が
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
は

（
ａ
）
権
力
の
目
的
か
ら
は
じ
め
た
い
。

　

彼
の
論
敵
が
依
拠
し
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
家
政
権
力
と
政
治
権
力
は
目
的
論
の
観
点
か
ら
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
う
る
も
の

で
あ
る
と
主
張
し
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
前
者
は
家
に
、
後
者
は
ポ
リ
ス
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
家
が
生
き
る
た
め

に
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
ポ
リ
ス
は
た
だ
生
き
る
た
め
で
は
な
く
、
善
く
生
き
る
た
め
に
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
こ
の
二

つ
は
全
く
違
っ
た
意
味
を
も
つ
。
前
者
は
後
者
の
領
域
で
十
全
た
る
活
動
を
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
た
だ
生
き
る
こ
と

を
目
指
す
の
は
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

　

だ
が
、
政
治
と
家
政
を
分
か
つ
基
準
で
あ
っ
た
は
ず
の
こ
の
目
的
論
そ
れ
自
体
が
、
逆
説
的
に
も
フ
ィ
ル
マ
ー
が
二
種
類
の
権
力
を
一
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元
化
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
代
か
ら
フ
ィ
ル
マ
ー
の
時
代
に
か
け
て
、
政
治
の
目
的
が
自
己
完
成
か
ら
平
和

や
安
全
へ
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ（
9
）る。

政
治
権
力
の
最
終
目
的
が
安
全
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ら
ば
こ
れ
を
た
だ
生
き
る
こ
と
に
分

類
し
た
で
あ
ろ
う
）
で
あ
る
な
ら
ば
、「
ポ
リ
ス
」
と
「
オ
イ
コ
ス
」
の
違
い
は
何
も
な
）
10
（
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
な
ら
っ
て
、「
統
治
は

た
だ
生
き
る
た
め
の
集
ま
り
で
は
な
く
、
善
く
か
つ
有
徳
的
に
生
き
る
た
め
の
集
ま
り
で
あ
る
」
と
フ
ィ
ル
マ
ー
は
言
う
。
し
か
し
彼
に

と
っ
て
善
く
生
き
る
と
は
敬
虔
か
つ
平
和
に
生
き
る
こ
と
で
あ
っ
て
（PO

:256

）、
自
由
な
市
民
が
政
治
共
同
体
に
参
加
す
る
こ
と
で
徳

を
発
揮
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
フ
ィ
ル
マ
ー
は
家
庭
内
の
父
親
の
目
的
と
君
主
の
目
的
に
は
い
か
な
る
違
い
も
な
い

と
断
言
す
る
に
至
っ
た
。

　

父
と
王
の
自
然
的
義
務
を
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の
範
囲
以
外
に
は
何
の
違
い
も
無
く
二
つ
は
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
つ
の
家
族
に
対

し
て
父
親
が
や
っ
て
い
る
よ
う
に
、
王
は
多
く
の
家
族
の
父
で
あ
る
か
の
ご
と
く
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
全
体
に
食
料
を
分
け
、
服
を
着
さ
せ
、
教
育
し
、

そ
し
て
防
衛
す
る
。
君
主
の
行
う
戦
争
、
講
和
、
裁
判
、
ま
た
他
の
全
て
の
主
権
的
行
為
は
、
従
属
す
る
下
位
の
父
親
や
そ
の
子
供
た
ち
に
権
利
や
特

権
を
分
配
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
だ
け
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
王
の
義
務
を
ま
と
め
る
と
、
臣
民
に
対
す
る
、
万
人
の
父
親
と

し
て
の
配
慮
と
い
う
こ
と
に
な
る
（PO

:12

）。

　

単
に
君
主
の
鑑
と
し
て
の
よ
き
父
と
い
う
観
念
で
あ
れ
ば
、
当
時
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、「
汝
の
父
と
母
を

敬
え
」
と
い
う
戒
律
が
拡
大
援
用
さ
れ
て
、
両
親
に
対
し
て
と
同
じ
よ
う
に
君
主
に
も
服
従
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
教
義
も
ま
た

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
）
11
（

た
。
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
思
想
の
中
に
も
こ
れ
は
認
め
ら
れ
る
）
12
（

し
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
主
義
者
た
ち
に
と
っ

て
も
な
じ
み
の
議
論
で
あ
っ
）
13
（
た
。
例
え
ば
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
も
「
父
が
父
た
る
義
務
か
ら
子
供
た
ち
を
養
い
、
教
育
し
、
徳
を
も
っ
て
支

配
す
る
こ
と
に
配
慮
す
る
よ
う
縛
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
王
も
ま
た
彼
の
全
て
の
臣
民
に
そ
う
す
る
よ
う
縛
ら
れ
て
い
）
14
（

る
」
と
述
べ
、
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善
き
父
と
し
て
の
君
主
と
い
う
規
定
を
行
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
フ
ィ
ル
マ
ー
は
さ
ら
に
（
ｂ
）
権
力
の
構
成
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
死
罪
ま
で
含
む
処
罰
権
が
問

題
と
な
る
。
君
主
と
父
の
権
利
を
同
一
視
す
る
た
め
に
は
、
父
親
も
君
主
の
よ
う
な
処
罰
権
を
も
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ル

マ
ー
は
父
親
も
実
は
そ
う
い
う
権
利
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
主
張
し
、
父
親
が
子
供
の
命
を
奪
う
こ
と
が
合
法
で
あ
っ
た
と
い
う
ロ
ー
マ

の
例
（PO

:18 -9
）
や
、
聖
書
の
中
で
の
娘
を
死
罪
に
処
し
た
父
親
の
例
（PO

:7

）
を
挙
げ
る
。
だ
が
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

れ
は
君
主
の
権
力
と
の
間
に
摩
擦
を
お
こ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
）
15
（
か
。
父
親
が
息
子
を
死
罪
に
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
君
主
が
そ
れ
に
反

対
し
た
ら
、
こ
の
対
立
は
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
解
決
策
と
し
て
ア
ダ
ム
が
呼
び
出
さ
れ
る
。
実
は
君
主
が
も

っ
て
い
る
の
は
単
な
る
父
親
の
権
利
で
は
な
く
、
全
人
類
の
父
た
る
ア
ダ
ム
の
権
利
な
の
で
あ
る
（PO:

）
16
（10

）。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
合

は
、
理
論
上
父
親
が
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
君
主
は
ア
ダ
ム
の
権
利
に
よ
っ
て
、
そ
の
父
親
の
「
父
」
で
あ
る
と
み
な

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
ｃ
）
発
生
要
因
の
問
題
は
、
政
治
社
会
の
性
質
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
く
る
。
先
の
引
用
部
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

ス
ア
レ
ス
は
諸
家
族
の
連
合
に
よ
っ
て
政
治
社
会
が
生
ま
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
フ
ィ
ル
マ
ー
は
こ
れ
を
認
め
な
い
。
政
治
共
同
体
は
家

族
と
同
時
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
諸
家
族
の
連
合
を
待
っ
て
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
世
界
に
ア
ダ
ム
一
人
し
か
い
な

か
っ
た
時
期
に
共
同
体
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
ア
ダ
ム
以
外
の
人
間
が
世
界
に
住
み
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
別
で

あ
る
。「
共
同
体
は
、
彼
が
創
造
さ
れ
た
直
後
、
た
だ
一
人
彼
の
意
思
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
」（PO

:19

）。
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
が
言
え
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

フ
ィ
ル
マ
ー
は
共
同
体
の
存
在
し
な
い
状
態
を
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
同
じ
く
、
私
有
財
産
の
存
在
し
な
い
状
態
と
同
一
視
し
て
い
）
17
（
た
。
私
有

財
産
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
共
同
体
も
存
在
す
る
。
そ
し
て
彼
は
世
界
は
人
間
の
共
有
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
議
論
を
否

定
し
て
い
た
（PO

:234

）。
す
る
と
世
界
は
は
じ
め
か
ら
私
有
財
産
制
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
は
じ
め
か
ら
共
同
体
も
存
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在
し
た
。
で
は
世
界
は
誰
の
私
有
財
産
な
の
か
。
は
じ
め
て
の
人
間
ア
ダ
ム
の
物
で
あ
る
。
ゆ
え
に
ア
ダ
ム
の
子
孫
が
所
有
す
る
も
の
は
、

す
べ
て
ア
ダ
ム
が
分
け
与
え
た
も
の
で
あ
る
（PO

:19

）。
彼
の
思
考
は
こ
の
よ
う
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
思
考
が
彼

の
主
権
論
の
特
質
の
一
つ
、
主
権
者
は
臣
民
の
財
産
を
決
定
す
る
権
利
を
有
す
る
と
い
う
結
論
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ィ
ル
マ
ー
は
ア
ダ
ム
の
家
父
長
論
に
よ
っ
て
、
父
親
の
権
力
は
王
の
権
力
と
質
的
に
変
わ
ら
な
い
と
主
張
し

え
た
。
ゆ
え
に
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
自
由
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
子
供
に
は
必
ず
「
父
」
が
い
る
。「
父
」
が

い
る
な
ら
ば
支
配
も
あ
る
。
そ
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
に
支
配
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
由
は
存
在
し
な
い
。
で
は
世
界

で
た
だ
一
人
自
由
に
生
ま
れ
つ
い
た
ア
ダ
ム
の
権
利
は
、
い
か
に
し
て
現
代
の
君
主
た
ち
の
元
に
届
け
ら
れ
た
の
か
。
節
を
あ
ら
た
め
て
、

こ
の
家
父
長
論
と
王
権
神
授
説
、
そ
し
て
相
続
の
問
題
を
議
論
し
た
い
と
思
う
。

㈡　
「
ア
ダ
ム
の
権
利
」
の
相
続
と
王
権
神
授
説

　

Ｊ
・
Ｗ
・
ア
レ
ン
は
、
ロ
ッ
ク
よ
り
も
フ
ィ
ル
マ
ー
の
政
治
理
論
を
高
く
評
価
し
た
数
少
な
い
研
究
者
で
あ
）
18
（

る
。
彼
に
従
う
な
ら
、
社

会
は
完
全
な
る
服
従
を
要
求
す
る
権
威
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
主
張
と
、
こ
の
よ
う
な
権
威
は
神
が
定
め
た
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な

い
と
い
う
主
張
が
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
思
想
の
本
質
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
家
父
長
論
は
彼
の
政
治
思
想
に
お
い
て
全
く
本
質
的

な
要
素
で
は
な
い
上
に
、
非
常
に
出
来
の
悪
い
理
論
で
も
あ
）
19
（
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
然
的
と
み
な
さ
れ
る
（
そ
れ
ゆ
え
相

続
さ
れ
え
な
い
）
父
の
権
利
と
、
相
続
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
の
家
父
長
的
主
権
の
間
に
混
乱
が
生
じ
、
ロ
ッ
ク
に
非
難
さ
れ
る
原
因
を

自
ら
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
）
20
（

る
。
ア
レ
ン
は
こ
の
よ
う
に
家
父
長
論
を
フ
ィ
ル
マ
ー
の
本
質
か
ら
外
そ
う
と
す

る
一
方
で
、
王
権
神
授
説
論
者
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
）
21
（
る
。
つ
ま
り
彼
の
考
え
る
フ
ィ
ル
マ
ー
主
義
の
本
質
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、

王
の
権
威
は
神
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
意
味
で
の
王
権
神
授
説
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
我
々
は
こ
れ
ま
で
フ
ィ
ル
マ
ー
の
家
父
長
論
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
そ
の
た
め
家
父
長
論
を
彼
の
思
想
体
系
か
ら
除
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い
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
一
方
で
家
父
長
論
だ
け
で
彼
の
思
想
が
完
結
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ィ
ル
マ
ー
的
家
父
長
論
は
、
王
や
君
主
が
も
つ
権
力
は
父
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
た
め
に
ア
ダ
ム
以

外
は
誰
も
自
由
に
は
生
ま
れ
つ
い
て
は
い
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
家
父
長
論
で
は
説
明
で
き
な
い
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
権

力
を
現
在
誰
が
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
問
い
に
対
し
て
し
ば
し
ば
与
え
ら
れ
て
き
た
回
答
が
、
長
子
相
続
あ
る
い
は
世
襲
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
当
時
の
家
族
関
係
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
家
父
長
論
的
政
治
理
論
に
不
可
避
的
に
伴
う
も
の
で
あ
る
と
さ

れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
家
父
長
論
と
は
無
関
係
に
王
権
神
授
説
に
含
ま
れ
る
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ラ
ズ
レ
ッ
ト
は

フ
ィ
ル
マ
ー
の
「
家
父
長
」
が
指
す
の
は
基
本
的
に
は
旧
約
聖
書
の
族
長
や
教
会
の
総
主
教
を
指
し
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
、
な
お
こ
の

言
葉
が
連
想
さ
せ
る
政
治
的
・
人
類
学
的
・
社
会
学
的
さ
ら
に
は
心
理
的
な
意
味
の
探
求
無
く
し
て
は
フ
ィ
ル
マ
ー
の
思
想
を
理
解
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
言
）
22
（
う
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
様
々
な
意
味
で
の
家
父
長
論
と
は
、
一
家
の
長
と
し
て
の
父
親
像
と
彼
を
中
心
と
し
た
家

族
観
で
あ
る
。「
家
父
長
的
家
族
は
父
の
優
越
性
、
女
性
の
劣
位
性
、
長
子
相
続
の
原
則
等
々
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
完
全
に
発

展
し
た
家
父
長
主
義
に
お
い
て
、
家
族
は
家
父
長
的
な
世
帯
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
。
そ
こ
で
最
年
長
の
父
親
が
支
配
す
る
の
は
彼
の
妻
や

子
供
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
弟
、
妹
、
孫
、
甥
や
姪
さ
ら
に
は
雇
わ
れ
人
や
召
使
の
世
帯
も
ま
た
そ
う
で
あ
）
23
（

る
」。
こ
れ
が
十
七
世
紀 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
家
族
観
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
の
ち
に
家
長
と
し
て
生
き
た

フ
ィ
ル
マ
ー
は
こ
の
よ
う
な
家
族
観
を
も
っ
て
生
活
し
た
。
フ
ィ
ル
マ
ー
の
思
想
は
こ
の
「
家
庭
内
で
の
ル
ー
ル
を
政
治
学
の
原
則
に

し
）
24
（

た
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
解
釈
で
あ
る
。

　

フ
ィ
ル
マ
ー
の
思
想
を
当
時
の
常
識
的
家
族
観
の
中
で
検
討
す
る
こ
と
で
、
ラ
ズ
レ
ッ
ト
は
明
ら
か
に
長
子
相
続
を
家
父
長
論
に
付
随

す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
ア
ダ
ム
以
来
の
王
の
血
統
を
証
明
で
き
な
い
と
し
て
も
、
彼
に
と
っ
て
長
子
相
続
は
思
想
の
前
提
な
の
で

あ
る
。
家
父
長
論
に
よ
っ
て
、
権
力
の
質
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
そ
の
相
続
の
問
題
も
解
決
で
き
る
と
い
う
の
が
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
立
場
で
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あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
王
権
神
授
説
に
割
り
当
て
ら
れ
る
役
割
は
非
常
に
小
さ
な
も
の
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
ア
ダ
ム
に
あ
ら
ゆ
る
権

力
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
と
、
ア
ダ
ム
の
創
立
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
絶
対
必
要
で
あ
る
よ
う
な
社
会
秩
序
を
つ
く
っ
た
こ
と
の
二
つ
で

あ
）
25
（
る
。
神
は
創
造
し
、
相
続
を
父
の
手
に
預
け
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
ッ
ギ
ス
は
別
の
意
見
を
も
っ
て
い
る
。
彼
は
フ
ィ
ル
マ
ー
の
よ
う
な
家
父
長
論
は
決
し
て
王
権
神
授
説
の
本
質

的
要
素
で
は
な
い
と
み
な
し
て
い
た
）
26
（

が
、
そ
れ
で
も
な
お
長
子
相
続
は
王
権
神
授
説
に
必
ず
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、

彼
に
よ
れ
ば
長
子
相
続
は
家
父
長
論
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
王
権
神
授
説
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
著
『
王
権
神
授
説
』

で
彼
は
こ
の
理
論
に
特
徴
的
な
四
つ
の
要
素
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
長
子
相
続
で
あ
っ
た
。
彼
は
言
う
。「
君
主
制
の
引

き
継
ぎ
は
長
子
相
続
の
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
生
ま
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
こ
の
権
利
は
、
い
か
な
る
簒
奪
行
為
を
通
じ
て
も

―

そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
長
く
続
こ
う
と
も

―
、
後
継
者
が
い
か
に
無
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
し
て
廃
位
さ
れ
た
と
し
て
も
失
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
た
と
え
（
王
位
を
）
簒
奪
し
た
王
朝
が
千
年
続
こ
う
と
も
、
後
継
者
が
生
き
て
い
る
限
り
、
そ
の
後
継
者
が
世
襲
の
権
利
に
よ
っ
て

王
で
あ
）
27
（

る
」。
フ
ィ
ッ
ギ
ス
は
フ
ィ
ル
マ
ー
が
世
襲
論
者
で
あ
る
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
お
そ
ら
く
言
う
必
要
も

な
く
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
）
28
（
う
。

　

フ
ィ
ル
マ
ー
も
確
か
に
「
真
の
相
続
者
」
や
そ
れ
に
類
し
た
用
語
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
で
指
さ
れ
て
い
る
の
が
長
子
相
続
で

あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
正
し
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
真
の
（true

）」
と
い
う
形
容
は
そ
れ
が
最
も
良
い
相
続
方
法
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
と
み
な
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
良
い
方
法
で
あ
る
と
言
う
の
と
、
そ
れ
以
外
に
方
法
は
な
い
と
言
う
の
に
は
天
地
の
開
き
が
あ

る
。
注
意
す
べ
き
は
、
彼
が
「
真
の
相
続
者
」
に
言
及
す
る
と
き
、
決
ま
っ
て
簒
奪
を
含
め
そ
れ
以
外
の
方
法
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
言

及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
奇
妙
に
見
え
る
。
し
か
し
実
は
王
の
権
利
と
ア
ダ
ム
の
権
利
を
同
一
視
す
る
彼
の
思
想
が
、
長

子
相
続
の
主
張
を
む
し
ろ
不
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

長
子
相
続
や
血
統
に
よ
る
正
当
化
は
そ
の
系
譜
が
辿
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
が 
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ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
後
を
長
子
相
続
の
権
利
に
よ
っ
て
継
い
だ
、
と
い
う
こ
と
に
は
何
の
問
題
も
な
い
。
そ
の
時
点
で
は
実
際
に
チ
ャ
ー
ル 

ズ
が
長
男
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
フ
ィ
ル
マ
ー
が
血
統
の
原
理
を
採
用
し
た
と
す
る
と
、
辿
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
系
図
は

一
世
代
や
二
世
代
で
は
済
ま
な
い
。
こ
こ
で
の
問
題
は
ア
ダ
ム
の
権
利
な
の
で
あ
る
。
長
子
相
続
や
世
襲
へ
の
執
着
は
そ
れ
だ
け
で
彼
の

政
治
理
論
の
崩
壊
に
つ
な
が
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
自
分
が
ア
ダ
ム
の
直
系
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
証
明
で
き
る
も
の
は
誰
も

い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
ア
ダ
ム
か
ら
現
在
へ
の
権
力
の
相
続
を
語
る
際
に
、
簒
奪
や
選
挙
と
い
っ
た
お
よ
そ
王
権
神
授
説
ら

し
か
ら
ぬ
手
段
も
含
め
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
い
か
に
奇
怪
に
見
え
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
彼
の
政
治
思
想
に
必
要
不
可
欠

な
手
段
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
世
襲
以
外
は
正
当
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
フ
ィ
ル
マ
ー

政
治
理
論
は
長
子
相
続
や
世
襲
と
い
っ
た
も
の
か
ら
非
常
に
遠
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
ル
マ
ー
は
実
際
に
そ
の
系
譜
を
辿
り
う
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
主
張
が
あ
）
29
（

る
。
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
や
ス
テ
ュ 

ア
ー
ト
朝
の
血
統
を
ア
ダ
ム
ま
で
遡
り
う
る
と
い
う
考
え
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
を
含
め
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
指
摘
を
行
っ
た
Ｗ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
リ
ー
フ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
聖
書
に
記
さ
れ
た
歴
史
と
、
王
朝
の
神
話
的
起
源
論
を
結

び
つ
け
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
。
実
例
を
挙
げ
る
方
が
分
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ハ
リ
ー
が
一
六

〇
四
年
に
出
版
し
た
本
の
タ
イ
ト
ル
は
『
神
の
恩
寵
に
よ
り
、
偉
大
な
る
ブ
リ
テ
ン
島
そ
の
他
の
王
と
な
っ
た
高
尚
か
つ
強
大
た
る
君
主

ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
血
筋
。
ノ
ア
か
ら
の
直
系
が
、
い
く
つ
か
の
継
承
に
よ
っ
て
ブ
リ
テ
ン
島
に
は
じ
め
て
地
を
占
め
た
ブ
ル
ー
タ
ス
に
至
り
、

ブ
リ
テ
ン
人
の
最
後
の
血
を
引
い
た
カ
ド
ワ
ラ
ド
ル
に
続
き
、
そ
の
後
複
数
の
道
で
陛
下
に
至
る
（
…
…
）』
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
聖
書
の
物
語
と
ブ
リ
テ
ン
島
の
神
話
物
語
が
接
続
さ
れ
、
結
果
と
し
て
聖
書
の
人
物
か
ら
ス 

テ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
王
ま
で
の
血
の
つ
な
が
り
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
グ
リ
ー
ン
リ
ー
フ
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
も
ま
た
こ

れ
を
受
け
入
れ
て
い
た
と
考
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
主
張
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
一
つ
目
に
、
グ
リ
ー
ン
リ
ー
フ
本
人
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ル
マ
ー
は
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ア
ダ
ム
か
ら
チ
ャ
ー
ル
ズ
に
至
る
系
譜
を
書
こ
う
と
試
み
て
い
な
）
30
（
い
。
彼
が
わ
ず
か
に
言
及
す
る
の
は
せ
い
ぜ
い
ア
ダ
ム
か
ら
ノ
ア
の
息

子
達
ま
で
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
彼
は
フ
ィ
ル
マ
ー
と
実
際
に
交
流
の
あ
っ
た
考
古

家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
ム
デ
ン
や
、
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
考
古
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
レ
イ
タ
ー
も
、
神
話
的
な
ブ
リ
テ
ン
史
を
書
い
て
い
た

こ
と
に
注
意
を
促
し
、
フ
ィ
ル
マ
ー
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
と
言
）
31
（
う
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
歴
史
物
語
を
知
っ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
著
作
に
は
利
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
が
そ
の
よ
う
な
物
語
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い

は
必
要
と
し
な
か
っ
た
こ
と
の
裏
付
け
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

加
え
て
、
さ
ら
に
重
要
な
問
題
が
あ
る
。
フ
ィ
ル
マ
ー
は
決
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
だ
け
が
ア
ダ
ム
の
権
利
を
有
し
て
い
る
な
ど
と

は
言
わ
な
か
っ
た
。
彼
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
い
か
な
る
支
配
で
あ
っ
て
も
支
配
で
あ
る
以
上
は
主
権
を
も
つ
人
間
が
存
在
し
、
そ
の

権
利
は
ア
ダ
ム
の
権
利
と
同
一
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
一
人
の
人
間
だ
け
が
ア
ダ
ム
の
継
承
者
で
あ

る
な
ら
ば
、「
ア
ダ
ム
の
知
ら
れ
ざ
る
継
承
者
が
も
つ
真
の
権
威
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
原
理
的
に
、
構
築
さ
れ
た
人
間
の
権
威
の
ほ 

と
ん
ど
全
て
を
転
覆
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
）
32
（

い
」。
し
か
し
フ
ィ
ル
マ
ー
は
そ
も
そ
も
そ
ん
な
想
定
を
し
て
は
い
な
い
。
神
話

的
な
歴
史
物
語
を
信
じ
て
い
よ
う
と
信
じ
て
い
ま
い
と
そ
れ
と
は
関
係
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
ア
ダ
ム
の

後
継
者
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
王
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ア
ダ
ム
の
後
継
者
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
ア
ダ
ム
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

王
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
物
語
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
フ
ィ
ル
マ
ー
と
直
接
関
係
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

無
論
、
以
上
の
こ
と
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
長
期
間
世
襲
王
制
を
保
っ
て
き
た
こ
と
を
フ
ィ
ル
マ
ー
が
否
定
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は

な
い
。
彼
は
「
我
々
は
ノ
ル
マ
ン
征
服
か
ら
今
に
至
る
ま
で
お
よ
そ
六
〇
〇
年
近
く
王
の
継
承
を
享
受
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
お
り

（PO
:33

）、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
も
長
子
相
続
を
介
し
て

0

0

0

父
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
後
に
ア
ダ
ム
の
権
利
を
受
け
取
っ
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
世
襲
に
よ
る
相
続
が
続
い
て
い
る
の
は
た
か
だ
か

0

0

0

0

六
〇
〇
年
な
の
で
あ
る
。
六
世
紀
し
か
辿
れ
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
ア
ダ
ム
の
権
利
は
現
在
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
矛
盾
な
く
説
明
す
る
に
は
、
世
襲
以
外
の
手
段
を
想
定
し
な
く
て
は
な
ら
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な
い
。
長
子
相
続
だ
け
で
は
な
く
、
王
は
簒
奪
に
よ
っ
て
も
選
挙
に
よ
っ
て
も
王
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
こ
の
よ
う
に
言
わ
な
け

れ
ば
ア
ダ
ム
の
権
利
の
連
続
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
正
当
化
の
手
段
を
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ダ
ム
と
現
代
の
君
主
と
の
つ
な
が
り
を
切
り
離
す
危
険
は
な
く
な
っ
た
。

だ
が
別
の
問
題
が
生
ま
れ
た
。
フ
ィ
ル
マ
ー
は
言
う
。「
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
王
国
あ
る
い
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
い
て
、
君
主
が
人

民
の
至
高
の
父
で
あ
る
の
か
、
単
に
そ
の
真
の
後
継
者
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
簒
奪
に
よ
っ
て
王
位
に
つ
い
た
の
か
、
貴
族
や
人
民
の

選
挙
に
よ
っ
て
王
位
に
つ
い
た
の
か
、
そ
れ
と
は
何
か
別
の
方
法
に
よ
っ
て
王
位
に
つ
い
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
と
、
現
在
の
支
配
者
が

正
当
な
君
主
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
と
は
何
の
関
係
も
な
い
（PO

:11

）。
で
は
王
は
い
か
に
し
て

王
に
な
る
の
か
。
回
答
は
当
惑
さ
せ
ら
れ
る
ほ
ど
簡
単
で
あ
る
。
王
位
に
至
る
ま
で
の
道
筋
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
君
主
は
神
に
よ
っ
て

取
り
替
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
次
の
君
主
は
「
普
遍
的
な
父
と
い
う
王
の
特
権
を
神
か
ら
受
け
取
る
」（PO

:16

）。
そ
れ
が
誰
か
と
い

う
こ
と
は
「
王
国
を
与
え
た
り
取
り
上
げ
た
り
す
る
権
利
を
も
つ
た
だ
一
人
の
存
在
で
あ
る
神
の
摂
理
」
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
る

（PO

）
33
（

:144

）。
こ
れ
が
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
の
王
権
神
授
説
で
あ
る
。

　

王
は
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
お
り
、
神
か
ら
ア
ダ
ム
の
権
利
を
受
け
取
っ
た
。
で
は
人
間
は
そ
の
摂
理
を
い
か
に
し
て
知
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
は
ま
た
ロ
ッ
ク
に
も
抱
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
ク
曰
く
、

　

彼
の
著
作
の
主
要
な
関
心
事
が
、
彼
の
言
う
相
続
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
権
利
を
も
つ
者
へ
の
服
従
を
説
く
こ
と
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

相
続
に
よ
っ
て
誰
に
こ
の
権
利
が
属
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
彼
は
、
政
治
学
に
お
け
る
賢
者
の
石
の
よ
う
に
、
彼
の
著
作
か
ら
は
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
ま
ま
に
放
置
し
て
い
る
の
で
あ
）
34
（

る
。

こ
の
批
判
そ
れ
自
体
は
正
し
い
。
正
し
い
の
で
あ
る
が
し
か
し
、
フ
ィ
ル
マ
ー
本
人
は
そ
れ
に
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
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確
か
に
人
民
は
次
の
君
主
は
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
前
も
っ
て
正
確
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
世
襲
に
よ
っ
て
平
穏
に
次
の
君
主

へ
移
行
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
騒
乱
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
別
の
人
間
が
王
の
座
を
占
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
神
が
誰
を
選
ん
だ
か
と
い

う
こ
と
が
人
間
に
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
誰
か
が
王
位
に
つ
い
た
後
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
正
当
で
あ
る
か
ら
君
主
に
な
る

の
で
は
な
く
、
君
主
に
な
っ
た
か
ら
正
当
な
の
で
あ
り
、
今
現
在
主
権
を
も
っ
て
い
る
者
が
神
に
選
ば
れ
た
者
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
権
力
を
手
に
入
れ
た
方
法
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
王
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
王
冠
を
取
得
す
る
方
法
で
は
な
く
、
最
高

権
力
に
よ
っ
て
統
治
を
す
る
と
い
う
、
そ
の
や
り
方
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
」（PO

:44

）。
最
高
権
力
を
有
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
王
は
同

時
に
正
当
な
王
で
あ
る
。
王
権
神
授
説
は
こ
の
徹
底
し
た
事
後
的

0

0

0

正
当
化
を
可
能
に
し
た
。

　

で
は
、
こ
の
最
高
権
力
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
章
を
改
め
て
こ
れ
を
論
じ
た
い
。

三　
「
ア
ダ
ム
の
権
利
」
の
特
質

㈠　

フ
ィ
ル
マ
ー
の
主
権
論

　

フ
ィ
ル
マ
ー
に
と
っ
て
彼
の
時
代
の
君
主
た
ち
が
も
っ
て
い
る
主
権
と
は
ア
ダ
ム
の
権
利
で
あ
っ
た
。
こ
の
権
利
の
内
容
が
こ
の
章
の

テ
ー
マ
で
あ
る
。
ま
ず
は
フ
ィ
ル
マ
ー
の
主
権
論
を
取
り
扱
い
、
そ
の
後
彼
の
思
想
の
特
質
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
ジ
ャ
ン
・
ボ

ダ
ン
と
比
較
し
つ
つ
議
論
を
進
め
よ
う
と
思
う
。

　

フ
ィ
ル
マ
ー
の
主
権
論
は
主
に
法
を
作
る
権
利
と
所
有
を
決
定
す
る
権
利
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
法
を
作
る
権
利
を
取

り
上
げ
よ
う
。
フ
ィ
ル
マ
ー
の
中
で
は
法
と
君
主
の
関
係
に
つ
い
て
二
つ
の
考
え
が
混
在
し
て
い
る
。
一
方
で
は
単
に
君
主
の
意
思
が
そ

れ
即
ち
法
で
あ
る

0

0

0

、
と
考
え
て
い
る
。
も
う
一
方
で
君
主
の
意
思
は
法
を
超
え
る

0

0

0

こ
と
が
あ
り
う
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
あ
る
。
後
者
で
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あ
れ
ば
君
主
大
権
の
表
明
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
）
35
（
い
。
コ
モ
ン
ロ
ー
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
法
で
あ
る
以
上
は
一
般
的
な
も

の
で
あ
っ
て
、
予
想
も
さ
れ
な
か
っ
た
出
来
事
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
）
36
（

い
。
そ
の
場
合
王
か
ら
権
威
を
得
た
裁
判
官
は
法
で
は
な
く

自
身
の
理
性
に
従
っ
て
判
決
を
下
す
（PO

:46

）。
フ
ィ
ル
マ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
権
力
を
認
め
な
い
よ
う
な
人
々
は
、
い
か

な
る
衡
平
裁
判
所
も
恩
赦
も
認
め
な
い
こ
と
で
、
法
そ
れ
自
体
を
危
険
な
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、「
極
端
ま
で
推
し
進
め
ら
れ
た
法
は
、
極
端
な
不
正
（Sum
m
un jus is sum

m
a i

）
37
（

njuria

）」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

「
最
大
の
専
制
（tyranny
）
と
は
、
王
が
法
に
従
っ
て
統
治
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」（PO

:206

）。
ま
た
、
た
と
え
先
例
が
あ
っ
た
と
し
て

も
そ
れ
だ
け
で
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
は
正
し
く
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
正
し
い
適
用
方
法
は
裁
判
官
た
ち

に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
る
が
、
し
ば
し
ば
互
い
に
意
見
が
食
い
違
い
、
時
に
は
ま
っ
た
く
逆
の
結
論
に
至
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
首
席
裁

判
官
と
し
て
の
王
が
登
場
し
、
こ
れ
に
決
定
を
下
す
。「
法
と
は
通
常
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
の
製
作
者
に
法
の
適
用
と
解

釈
が
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
実
に
理
に
適
っ
て
い
る
」（PO

:47

）。
こ
の
点
に
お
い
て
裁
判
官
と
し
て
の
王
と
立
法
者
と

し
て
の
王
が
接
続
す
る
。
王
が
法
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
王
が
法
を
作
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

フ
ィ
ル
マ
ー
に
と
っ
て
法
と
は
「
至
高
の
父
の
権
力
を
も
っ
た
者
の
意
思
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」（PO

:226

）。
彼
は
法
が
支
配
す

る
と
言
う
人
々
を
批
判
す
る
。「
法
が
王
国
を
支
配
す
る
と
い
う
の
は
、
大
工
の
し
き
た
り
が
家
を
作
る
の
で
あ
っ
て
、
大
工
が
作
る 

の
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
法
と
は
支
配
者
の
し
き
た
り
あ
る
い
は
道
具
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
」

（PO
:39

）。
法
を
道
具
と
し
て
使
う
以
上
、
当
然
法
を
作
る
存
在
は
法
よ
り
上
位
に
あ
る
（PO

:44

）。
法
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

法
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
主
権
者
と
臣
民
が
共
に
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
主
権
者
が
法
を
用
い
て

臣
民
を
支
配
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
権
は
制
限
さ
れ
え
な
い
。
こ
れ
を
制
限
す
る
権
力
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
制
限
す
る
権

力
こ
そ
が
主
権
と
呼
ば
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
制
は
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
権
力
を
減
少
さ
せ
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。

「
王
あ
る
い
は
主
権
者
は
た
と
え
望
ん
だ
と
し
て
も
自
分
の
腕
を
縛
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（PO

:173

）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
彼
は
君
主
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は
「
絶
対
的
（absolute

）」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
「
恣
意
的
（arbitrary

）」
権
力
も
有
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。

　

我
々
が
恣
意
的
権
力
な
し
に
統
治
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
あ
て
の
な
い
希
望
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
い
や
、
と
い
う
よ

り
我
々
は
間
違
っ
て
い
る
の
だ
。（
…
…
）
法
を
作
る
権
力
な
し
に
統
治
さ
れ
た
人
民
な
ど
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
存
在
す
る
は

ず
が
な
い
。
そ
し
て
、
法
を
作
る
あ
ら
ゆ
る
権
力
は
恣
意
的
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
法
に
従
っ
て
法
を
作
る
と
い
う
の
は
形
容
矛
盾
だ
か
ら
で

あ
る
（PO

:132
）。

　
「
絶
対
的
」
と
「
恣
意
的
」
の
同
一
視
は
明
ら
か
に
意
識
的
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
時
代
に
こ
の
二
つ
が
同
じ

意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
し
、
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
る
と
し
て
も
、
例
え
ば
絶
対
的
な
君
主
は
恣
意
的
な
君
主
で
あ
る

か
ら
危
険
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
王
を
批
判
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
）
38
（

る
。
つ
ま
り
こ
の
同
一
視
と
い
う
点
だ

け
を
見
れ
ば
、
彼
は
む
し
ろ
敵
対
す
る
共
和
主
義
者
や
議
会
派
に
近
い
。
王
党
派
は
こ
れ
に
対
し
て
む
し
ろ
こ
の
二
つ
を
厳
密
に
区
別
し

て
用
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
王
は
「
絶
対
的
」
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
王
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
前
者
の
場
合
、

王
は
「
絶
対
的
」
で
あ
る
が
「
恣
意
的
」
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
り
（
例
え
ば
、
ピ
ー
タ
ー
・
ヘ
イ
リ
）
39
（
ン
）、
後
者
で
あ
れ
ば
王
は

敵
対
者
か
ら
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
「
絶
対
的
」
君
主
で
も
「
恣
意
的
」
君
主
で
も
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
（
例
え
ば
、
ヘ
ン
リ
ー
・

フ
ァ
ー
）
40
（

ン
）。
た
だ
し
、
こ
の
相
違
は
彼
ら
が
「
絶
対
的
」
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、

必
ず
し
も
論
じ
て
い
る
内
容
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
に
王
を
形
容
し
よ
う
と
、
多
く
の
王
党
派
に
共
通
し
て
い
た
の

は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
は
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
王
の
単
な
る
思
い
つ
き
が
法
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
）
41
（
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
ル
マ
ー
は
「
恣
意
的
」
と
い
う
言
葉
を
「
絶
対
的
」
と
同
一
視
し
、
か
つ
肯
定
的
に
理
解
し
て
い
る
。

こ
の
点
で
、
彼
は
同
時
代
の
王
党
派
を
含
め
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
思
想
家
と
意
識
的
に
違
う
道
を
歩
む
こ
と
と
な
っ
）
42
（

た
。
こ
れ
を
決
定
づ
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け
た
の
が
、
内
乱
後
に
出
版
さ
れ
た
作
品
、『
ア
ナ
ー
キ
ー
』
で
あ
る
。
こ
れ
が
、「
内
乱
期
の
王
党
派
に
対
す
る
独
立
宣
言
を
意
図
し
て

書
か
れ
た
こ
と
に
疑
い
は
ほ
と
ん
ど
な
）
43
（

い
」。

　
「
絶
対
的
」
と
「
恣
意
的
」
の
区
別
の
消
滅
と
対
応
し
て
、
こ
れ
以
降
、
君
主
と
暴
君
の
違
い
も
な
く
な
る
。
そ
れ
以
前
の
作
品
で
あ

る
『
パ
ト
リ
ア
ー
カ
』
に
お
い
て
彼
は
恣
意
的
権
力
を
認
め
つ
つ
、
な
お
君
主
が
暴
君
に
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
論
じ
て
い
た
。
例
え

ば
彼
は
ネ
ロ
や
カ
リ
グ
ラ
を
暴
君
と
し
て
数
え
て
い
る
（PO

:31

）。
君
主
と
暴
君
と
を
区
別
す
る
基
準
は
あ
る
種
の
自
然
法
に
求
め
ら

れ
る
。「
全
て
の
王
、
た
と
え
暴
君
や
征
服
者
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
の
臣
民
の
土
地
、
財
産
、
特
権
や
生
活
を
守
る
義
務
が
あ
る
。

（
…
…
）
こ
れ
は
そ
の
国
の
法
に
よ
っ
て
そ
う
な
の
で
は
な
く
、
父
の
自
然
法
に
よ
っ
て
そ
う
な
の
で
あ
る
」（PO

:42

）。
父
に
子
供
を

養
う
義
務
が
あ
る
よ
う
に
、
王
も
臣
民
を
養
う
義
務
が
あ
る
。
無
論
こ
れ
を
口
実
に
反
乱
を
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
暴
君
と

い
う
も
の
が
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
も
前
提
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
そ
の
後
彼
は
こ
の
よ
う
な
暴
君
理
解
を
放
棄
す
る
。『
ア
ナ
ー
キ
ー
』
に
お
い
て
、「
こ
こ
最
近
、
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
い
恣

意
的
あ
る
い
は
絶
対
的
君
主
は
暴
君
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
一
人
の
人
間
の
意
思
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
奴
隷
に
な
る
こ
と
で
あ

る
と
い
っ
た
主
張
が
多
く
の
人
物
に
よ
っ
て
は
ば
か
り
な
く
な
さ
れ
て
い
る
」
と
フ
ィ
ル
マ
ー
は
言
う
（PO

:147

）。『
パ
ト
リ
ア
ー

カ
』
の
彼
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
父
と
し
て
の
自
然
法
を
破
ら
な
い
限
り
は
暴
君
と
は
呼
べ
な
い
と
反
論
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
ア 

ナ
ー
キ
ー
』
や
そ
の
後
の
彼
の
反
論
は
、
そ
も
そ
も
暴
君
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
聖
書

に
は
暴
君
や
奴
隷
に
あ
た
る
言
葉
は
な
い
し
、
ま
た
彼
に
よ
れ
ば
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
に
も
英
語
の
そ
れ
に
あ
た
る
言
葉
は
な
い
。

結
局
、
暴
君
や
奴
隷
と
い
っ
た
言
葉
は
、
君
主
制
の
価
値
を
貶
め
る
た
め
に
後
代
作
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
（PO

:237

）。
暴
君
放
伐

を
唱
え
る
者
た
ち
は
少
し
ば
か
り
間
違
い
を
犯
し
た
の
だ
。
放
伐
さ
れ
る
べ
き
は
「
暴
君
」
概
念
で
あ
っ
て
、
現
実
の
「
暴
君
」
で
は
な

い
。

　

以
上
の
よ
う
な
立
法
権
と
し
て
の
主
権
理
論
に
加
え
て
、
フ
ィ
ル
マ
ー
は
も
う
一
つ
の
権
利
を
ア
ダ
ム
に
付
け
加
え
た
。
そ
れ
が 
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第
一
章
で
触
れ
た
私
有
財
産
と
共
有
財
産
の
決
定
権
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
に
求
め
ら
れ
た
の
は
「
支
配
と
所
有
の
基
礎
」
な
の
で
あ
る

（PO
:236

）。
こ
れ
は
立
法
権
の
陰
に
隠
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
同
時
代
的
に
は
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
。 

と
い
う
の
も
、
こ
の
時
代
、
何
が
所
有
を
規
定
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
論
争
の
的
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
代
表
例
が
内
乱

期
に
軍
内
部
で
行
わ
れ
た
パ
ト
ニ
ー
討
論
で
あ
る
。
こ
の
討
論
の
二
日
目
、
ア
イ
ア
ト
ン
は
「
神
法
も
自
然
法
も
私
に
所
有
権
を
与
え
は

し
な
い
。
所
有
権
は
人
間
の
制
度
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
所
有
権
を
も
ち
、
こ
れ
を
享
受
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
所
有
権
を
基
礎
づ
け

る
の
は
国
制
で
あ
）
44
（
る
」
と
述
べ
た
。
自
然
法
と
自
然
権
を
盾
に
国
制
を
全
く
新
た
な
も
の
に
作
り
変
え
よ
う
と
す
る
急
進
派
に
対
し
て
、

自
然
法
と
い
う
正
義
の
一
般
原
則
が
教
え
る
の
は
、
契
約
は
守
ら
れ
る
べ
し
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
っ
て
、
誰
が
何
を
も
つ
か
と
い
う
個

別
的
な
契
約
内
容
ま
で
も
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
ア
イ
ア
ト
ン
は
反
論
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
所
有
権
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て

「
記
憶
を
超
え
た
慣
習
の
用
語
で
土
地
を
保
有
、
継
承
、
移
転
す
る
様
式
を
定
義
す
）
45
（

る
」
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

ア
イ
ア
ト
ン
が
所
有
を
決
定
す
る
源
泉
と
み
な
し
た
国
制
、
あ
る
い
は
コ
モ
ン
ロ
ー
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
に
と
っ
て
は
単
な
る
王
の
意
思

の
所
産
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
に
国
制
が
所
有
を
規
定
す
る
と
い
う
言
明
は
彼
に
と
っ
て
は
王
が
所
有
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
以
上
の

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
を
決
定
し
て
い
る
の
は
主
権
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
章
で
論
じ
た
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
家
族
・
共

同
体
観
か
ら
直
接
帰
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
有
財
産
が
あ
れ
ば
共
同
体
も
存
在
す
る
。
そ
し
て
、「
ア
ダ
ム
は
（
…
…
）
す
べ
て
の
生

物
に
対
す
る
支
配
権
（dom

inion

）
を
与
え
ら
れ
た
の
で
、（
…
…
）
彼
の
子
孫
は
彼
の
承
諾
あ
る
い
は
許
可
、
も
し
く
は
彼
か
ら
継
承

す
る
の
で
な
け
れ
ば
何
物
も
所
有
す
る
権
利
を
も
た
な
い
」（PO

:236

）。
ア
ダ
ム
は
す
べ
て
を
所
有
し
、
自
ら
の
判
断
に
従
っ
て
私
有

物
と
共
有
物
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
権
利
を
現
在
の
君
主
た
ち
が
受
け
継
い
で
い
る
以
上
、
彼
ら
も
ま
た
自
ら
の
統
治
す
る
領

域
で
は
、
私
有
と
共
有
を
決
定
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
討
論
の
中
で
レ
イ
ン
バ
ラ
は
言
っ
た
。「
あ
ら
ゆ
る
所
有
権
が
除
去
さ

れ
な
い
限
り
、
自
由
を
も
つ
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
）
46
（

た
」。
フ
ィ
ル
マ
ー
は
答
え
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
人
間
は
自
由
で

は
な
い
の
だ
。
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㈡　

フ
ィ
ル
マ
ー
と
ボ
ダ
ン

　

フ
ィ
ル
マ
ー
の
主
権
論
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
彼
は
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
と
言

わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
）
47
（

が
、
現
在
で
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
48
（

る
。
だ
が
こ
れ
ま
で
ボ
ダ
ン
が
主
権
者
に

課
し
た
制
限
と
、
フ
ィ
ル
マ
ー
が
い
か
に
そ
の
制
限
を
破
棄
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
考
察
を
通
じ
て
、
フ
ィ
ル 

マ
ー
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
便
宜
的
に
、
神
の
法
に
よ
る
制
限
、
自

然
法
に
よ
る
制
限
、
国
制
（
基
本
法
）
に
よ
る
制
限
と
い
う
三
つ
の
制
限
に
分
類
し
、
ボ
ダ
ン
の
制
限
的
な
側
面
を
ご
く
簡
単
に
ま
と
め

た
う
え
で
フ
ィ
ル
マ
ー
と
比
較
す
る
こ
と
に
し
た
）
49
（
い
。

　

ま
ず
は
神
の
法
に
よ
る
制
限
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
特
に
立
法
の
内
容
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
主
権
者
は
直
接
神

の
命
令
に
違
反
す
る
よ
う
な
命
令
を
出
し
た
り
、
法
を
作
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
が
こ
の
制
限
を
非
常
に
強
調
し
て
い
る
の

は
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
繰
り
返
し
こ
れ
に
言
及
す
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
二
つ
目
に
自
然
法
に
よ
る
制
限
で
あ
る
。
こ
れ
は
特

に
契
約
遵
守
の
義
務
と
し
て
現
わ
れ
る
。
主
権
者
は
た
と
え
臣
民
と
結
ん
だ
約
束
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
守
る
義
務
が
あ
る
。
三
つ
目
に
国

制
（
基
本
法
）
に
よ
る
制
限
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ボ
ダ
ン
は
慣
習
に
よ
る
制
限
を
認
め
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
の
思
想
の
中
で
は
別

の
形
で
の
制
限
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
フ
ィ
ル
マ
ー
と
の
比
較
に
あ
た
っ
て
非
常
に
重
要
な
制
限
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
こ
で
ボ
ダ
ン

に
と
っ
て
の
君
主
の
正
当
性
と
絶
対
権
力
の
間
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
の
考
え
で
は
、
王
国
に
は
君
主
さ
え
手

を
付
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
基
本
法
が
存
在
す
る
。
制
限
論
者
に
よ
っ
て
称
揚
さ
れ
た
よ
う
な
古
来
の
慣
習
法
で
は
な
い
。
慣
習
法
と

は
君
主
が
認
め
て
い
る
間
効
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
以
上
君
主
の
決
定
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
う
）
50
（
る
。
ボ
ダ
ン
の
言
う
基

本
法
と
は
、
王
位
の
継
承
を
保
証
す
る
王
国
の
基
本
法
で
あ
る
。

　

こ
の
王
国
の
基
本
法
と
さ
ら
に
い
え
ば
こ
の
基
本
法
に
体
現
さ
れ
る
王
国
そ
の
も
の
が
、
王
の
正
当
性
を
保
証
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
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男
子
の
相
続
を
保
証
す
る
サ
リ
カ
法
が
第
一
の
基
本
法
で
あ
っ
）
51
（
た
。
絶
対
的
君
主
で
あ
っ
て
も
基
本
法
に
手
を
付
け
る
権
利
を
も
た
な
い
。

と
い
う
の
も
、
こ
の
法
の
上
に
「
主
権
者
の
大
権
（
威
厳
）
は
基
礎
を
置
き
、
そ
し
て
支
え
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
（O

S

）
52
（

:18

）。
基

本
法
を
破
壊
す
る
こ
と
は
自
身
の
正
当
性
の
基
盤
を
破
棄
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
正
当
性
を
も
た
な
い
君
主
（
僭
主
）
に
対

す
る
彼
の
態
度
は
非
常
に
厳
し
い
。「
行
為
に
よ
る
暴
君
」
に
対
し
て
は
、
人
民
は
耐
え
、
神
の
慈
悲
に
よ
り
暴
君
が
除
か
れ
る
か
、
外

国
の
君
主
が
介
入
し
て
く
れ
る
の
を
待
つ
以
外
許
さ
れ
な
い
が
（O
S:120

）、「
簒
奪
に
よ
る
暴
君
（
僭
主
）」
で
あ
る
な
ら
ば
誰
が
殺
し

て
も
よ
い
と
ボ
ダ
ン
は
言
う
（O

S:110 -1

）。
主
権
者
の
権
力
は
「
絶
対
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
身
の
正
当
性
を
破
壊
す
る
よ
う
な
法

の
改
変
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
主
権
者
の
権
力
の
範
囲
の
問
題
と
、
主
権
者
の
地
位
を
得
る
正
当
性
の
問
題
が
融
解
す
る
こ
と
な
く

整
合
的
な
形
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
い
く
つ
か
に
ま
た
が
る
も
の
と
し
て
、
君
主
は
基
本
的
に
は
臣
民
の
私
有
財
産
に
手
を
付
け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
制
限
が

あ
る
。
ま
ず
こ
れ
は
神
が
命
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
神
は
「
そ
の
法
に
よ
っ
て
他
者
の
財
産
を
取
り
上
げ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
羨
む
こ
と

は
非
合
法
で
あ
る
」
と
は
っ
き
り
と
告
げ
て
い
る
（O

S:39

）。
そ
の
た
め
、「
他
人
の
財
産
を
取
り
上
げ
る
権
利
を
も
た
な
い
よ
う
に
、

思
い
つ
く
ま
ま
に
人
民
に
税
を
課
す
よ
う
な
権
力
を
も
つ
君
主
も
こ
の
世
界
に
は
存
在
し
な
い
」（O

S:21

）。
課
税
は
必
ず
人
民
の
同
意

を
伴
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同
意
を
伴
わ
な
い
課
税
は
た
だ
の
盗
み
と
選
ぶ
所
は
な
く
、
ゆ
え
に
不
正
で
あ
り
、
君
主
で
は
な
く

暴
君
の
な
す
業
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
神
の
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
制
限
の
背
後
に
は
自
然
的
共
同
体

と
し
て
の
家
族
観
が
控
え
て
い
る
。
確
か
に
主
権
者
は
「
諸
家
族
と
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
も
の
」
を
統
治
す
る
が
（O

S:1

）、
こ
の

「
諸
家
族
と
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
も
の
」
は
彼
の
所
有
物
で
は
な
い
。
ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
家
族
は
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
存
続
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
存
続
す
る
た
め
に
私
有
財
産
は
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
）
53
（
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
「
君
主
は
あ
ら

ゆ
る
も
の
の
主
人
（seigneurs

）
で
あ
る
と
い
う
言
葉
が
当
て
は
ま
る
の
は
、
正
し
い
統
治
と
至
高
の
裁
判
権
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て

だ
け
で
あ
っ
て
、
財
産
の
占
有
権
や
所
有
権
は
個
々
人
に
残
さ
れ
て
い
る
」（O

S:41
）。
も
ち
ろ
ん
君
主
は
一
個
人
と
し
て
私
有
財
産
を
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も
つ
。
だ
が
「
君
主
が
私
的
に
相
続
し
た
財
産
と
公
共
の
富
を
混
同
」
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
ボ
ダ
ン
は
注
意
を
促
す
（O

S:42,84

）。

国
家
に
は
国
家
の
財
産
が
あ
る
。
し
か
し
、「
国
家
は
常
に
未
成
年
と
み
な
さ
れ
る
」
た
め
に
、
主
権
者
は
後
見
人
と
し
て
そ
の
財
産
を

運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（O

S:41 -2

）。
君
主
は
私
的
に
相
続
し
た
財
産
に
対
し
て
は
所
有
権
を
も
つ
が
、
国
家
財
産
に
対
し
て
は

所
有
権
で
は
な
く
、
そ
の
財
産
の
「
用
益
権
」
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
制
限
を
課
し
て
い
た
た
め
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ボ
ダ
ン
の
受
容
は
、
内
乱
以
前
に
は
普
通

0

0

絶
対
主
義
を
示
唆
し

な
か
っ
た
、
と
す
ら
言
わ
れ
）
54
（
る
。
し
か
し
我
々
の
著
者
は
「
普
通
」
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
こ
で
次
に
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
政
治
思
想
に
お

け
る
無
制
限
的
な
側
面
に
つ
い
て
ボ
ダ
ン
の
『
国
家
論
』
と
比
べ
つ
つ
論
じ
た
い
。
ま
ず
神
の
法
に
つ
い
て
言
え
ば
、
フ
ィ
ル
マ
ー
も
一

応
神
の
法
に
よ
る
制
限
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
い
る
。『
パ
ト
リ
ア
ー
カ
』
に
お
い
て
、「
新
約
聖
書
の
導
き
に
よ
る
な
ら
ば
、
我

ら
が
救
い
主
は
『
カ
エ
サ
ル
の
も
の
は
カ
エ
サ
ル
に
、
神
の
も
の
は
神
に
返
し
な
さ
い
』
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
王
の
権
力
を
制
限
し
、

特
徴
付
け
て
い
る
」
と
彼
は
言
う
（PO
:38
）。
し
か
し
す
ぐ
に
事
実
上
何
の
制
限
に
も
な
ら
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
彼
は
例
え
と
し

て
、「
安
息
日
に
、
主
人
が
召
使
に
教
会
に
行
く
こ
と
を
禁
止
し
た
ら
ど
う
す
る
か
」
と
問
う
。
彼
の
出
し
た
結
論
は
「
召
使
は
主
人
に

従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
で
あ
っ
た
。「
そ
の
よ
う
な
場
合
に
召
使
が
教
会
に
行
か
な
い
こ
と
は
主
人
の
罪
で
あ
り
、
召
使
の
罪
で
は

な
い
」
か
ら
で
あ
る
（PO
:43 -4

）。
神
の
法
に
従
わ
な
い
の
は
主
権
者
の
側
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
が
裁
く
だ
ろ
う
。
結
局
い
か

な
る
例
外
も
な
く
、
臣
民
は
王
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

次
に
自
然
法
に
関
す
る
制
限
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。『
パ
ト
リ
ア
ー
カ
』
で
は
「
父
の
自
然
法
」
と
い
う
名
の
下
で
王
の
義
務
が
取

り
扱
わ
れ
て
い
た
の
は
先
ほ
ど
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
ア
ナ
ー
キ
ー
』
に
お
い
て
契
約
の
遵
守
が
問
題
に
な
る
際
、

「
父
の
自
然
法
」
は
別
の
形
で
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

人
民
の
安
全

―salus populi

―
が
君
主
の
結
ん
だ
約
束
を
破
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
、
も
し
罪
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
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す
る
な
ら
、
そ
れ
は
そ
の
約
束
を
破
っ
た
こ
と
が
罪
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
そ
ん
な
約
束
を
し
た
こ
と
が
罪
な
の
で
あ
る
。
人
民
の
安
全
は
、
君
主
の

ど
ん
な
約
束
に
も
暗
黙
の
裡
に
前
提
と
さ
れ
る
例
外
事
項
な
の
で
あ
る
（PO

:149

）。

こ
の
「
人
民
の
安
全
」
が
「
父
の
自
然
法
」
で
あ
り
、
君
主
は
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら

ば
『
パ
ト
リ
ア
ー
カ
』
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
お
い
て
か
つ
て
の
自
然
法
は
自
然
法
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
の
逆
に
ボ
ダ
ン
が
重
要
視
し
て
い
た
約
束
の
遵
守
と
い
う
自
然
法
か
ら
君
主
を
解
放
す
る
た
め
の
論
理
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
神

法
に
続
き
、
こ
ち
ら
の
場
合
も
ほ
と
ん
ど
制
限
と
は
言
い
難
い
。

　

ボ
ダ
ン
と
フ
ィ
ル
マ
ー
の
思
想
の
違
い
を
さ
ら
に
鮮
烈
に
示
す
の
は
、
国
制
が
関
係
す
る
場
合
の
制
限
の
取
り
扱
い
方
で
あ
る
。
ま
ず

は
課
税
と
私
有
財
産
に
関
す
る
違
い
を
見
て
い
こ
う
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
ボ
ダ
ン
の
君
主
は
国
家
財
産
を
所
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ボ
ダ
ン
の
君
主
が
も
っ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
国
家
の
所
有
す
る
財
産
の
「
用
益
権
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ィ
ル
マ
ー

の
君
主
が
も
つ
の
は
単
に
国
家
財
産
の
「
用
益
権
」
だ
け
で
は
な
い
。
臣
民
と
そ
の
財
産
を
、
国
家
で
は
な
く
君
主
が
直
接
「
所
有
」
す

る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ル
マ
ー
の
思
想
に
は
、
ボ
ダ
ン
に
は
あ
っ
た
財
産
を
所
有
す
る
主
体
と
し
て
の
国
家
は
存
在
し
な
い
。
あ
る
の
は
君

主
と
臣
民
ば
か
り
で
あ
る
。

　

こ
の
抽
象
的
国
家
観
の
不
在
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
る
の
が
、
一
つ
は
ボ
ダ
ン
に
対
す
る
誤
解
で
あ
り
、
二
つ
目
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア 

サ
ン
』
の
誤
読
で
あ
る
。
フ
ィ
ル
マ
ー
は
、
一
六
四
八
年
に
ボ
ダ
ン
の
『
国
家
論
』
の
英
訳
版
を
抜
粋
し
出
版
し
た
の
だ
が
、
そ
の
抜
粋

集
の
タ
イ
ト
ル
は
『
す
べ
て
の
王
の
絶
対
権
力
、
特
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
の
絶
対
権
力
の
必
要
性
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
違
い

は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ボ
ダ
ン
が
問
題
に
し
て
い
た
の
は
主
権
を
含
む
国
家

0

0

（République / Com
m
onw
eal

）
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
フ
ィ
ル
マ
ー
が
問
題
に
し
て
い
た
の
は
、
君
主
の
も
つ
主
権

0

0

で
あ
っ
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
対
す
る
フ
ィ
ル
マ
ー
の
批
評
は
こ
れ

を
さ
ら
に
分
か
り
易
く
示
し
て
い
る
。
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ホ
ッ
ブ
ズ
氏
は
、
存
在
す
る
統
治
形
態
は
た
だ
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
君
主
制
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
コ 

モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
一
つ
の
人
格（one person

）と
定
義
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
…
…
）
彼
は
群
衆
を
一
つ
の
人
格
へ
と
作
り
変
え
る
こ
と
で
、「
リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
つ
ま
り
高
慢
な
子
供
た
ち
の
王
を
生
み
出
す
。
そ
し
て
彼
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
い
う
人
格
は
一
人
の
君
主
で
あ
る
と
結
論
を
下
す

の
で
あ
る
（PO

:193

）。

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
人
格
理
論
・
代
表
理
）
55
（
論
に
対
す
る
批
評
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
代
表
者
が
群
衆
の
意
思
を
代

表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
群
衆
が
一
つ
の
「
人
格
」
に
な
る
と
み
な
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
代
表
さ
れ
る
も
の
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
な

り
、
代
表
す
る
の
が
主
権
者
で
あ
）
56
（
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
彼
に
と
っ
て
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
下
位
分
類
、
つ
ま
り
政
体
論
は
そ
れ
ほ
ど

興
味
を
そ
そ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
君
主
制
、
貴
族
制
、
民
主
制
の
ど
れ
で
あ
ろ
う
と
お
よ
そ
主
権
者
で
あ
る
限
り
、
ど
れ
も
基
本
的

な
点
で
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
の
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
主
張
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ィ
ル
マ
ー
は
こ
れ
も
ま
た
国
家
論
と
し
て
は
理
解
し

な
い
。
こ
こ
で
の
ホ
ッ
ブ
ズ
は
国
家
論
者
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
政
体
論
つ
ま
り
君
主
制
を
称
揚
し
た
人
物
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、「
基
本
法
」
の
視
点
か
ら
ボ
ダ
ン
と
フ
ィ
ル
マ
ー
を
比
べ
て
み
よ
う
。
フ
ィ
ル
マ
ー
に
と
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
法
は
い
か
な
る
例

外
も
な
く
君
主
の
意
思
で
あ
る
。
ゆ
え
に
君
主
に
よ
っ
て
撤
廃
さ
れ
え
な
い
基
本
法
な
ど
存
在
し
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
基
本

法
と
呼
ば
れ
る
の
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
の
は
コ
モ
ン
ロ
ー
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
「
多
く
の
部
分
は
事
実
上
（de facto

）
捨
て

ら
れ
て
き
た
し
、
理
論
上
（de jure

）
い
か
な
る
部
分
も
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
る
」
が
た
め
に
、
王
を
超
え
た
法
で
あ
る
と
呼
ぶ
こ
と

は
で
き
な
い
（PO

:153

）。「
慣
習
に
法
の
性
質
を
与
え
る
の
は
至
高
権
力
の
是
認
で
あ
る
」（PO

:216

）。
さ
ら
に
、
ボ
ダ
ン
と
違
っ
て

フ
ィ
ル
マ
ー
が
想
定
す
る
君
主
の
正
当
性
は
国
家
の
基
本
法
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
、
君
主
の

正
当
性
を
担
保
し
て
い
る
基
本
法
を
当
の
君
主
が
改
変
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
正
当
性
を
捨
て
去
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
到
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底
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
フ
ィ
ル
マ
ー
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
え
ず
、
い
か
な
る
基
本
法
も
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

君
主
の
正
当
性
は
既
に
神
が
担
保
し
て
い
る
。
一
体
そ
れ
以
外
に
何
か
必
要
だ
ろ
う
か
。

　

正
当
性
の
問
題
を
王
権
神
授
説
の
無
差
別
的
援
用
を
も
っ
て
解
決
す
る
よ
う
な
態
度
は
、
ボ
ダ
ン
の
次
の
世
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

王
権
神
授
説
論
者
と
比
較
す
る
こ
と
で
そ
の
極
端
さ
が
よ
り
際
立
つ
。
ま
ず
ボ
ダ
ン
に
関
し
て
言
え
ば
、
彼
は
権
力
を
絶
対
化
す
る
た
め

に
王
権
神
授
説
を
採
用
す
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
無
論
彼
も
王
は
神
か
ら
権
力
を
得
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
し
、
ま
た
君
主
は

地
上
に
お
け
る
神
の
像
で
あ
る
と
も
言
う
（O

S:46

）。
し
か
し
、
そ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
君
主
は
神
の
代
理
人
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
他
の
誰
よ
り
神
の
法
に
忠
実
た
る
べ
し
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
君
主
権
力
の
絶
対
化
は
法
学
的
議
論
に
よ
る
主
権
論
だ
け
で
十
分

に
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
そ
れ
が
行
き
過
ぎ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
歯
止
め
を
か
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
も
し
正
義
が

法
の
目
的
で
あ
り
、
法
が
君
主
の
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
君
主
が
神
の
写
し
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
と
同
じ
推
論
に
よ
っ
て
君
主

の
法
は
神
の
法
を
基
に
し
て
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（O

S:45

）。
し
か
し
彼
と
同
時
代
あ
る
い
は
次
の
世
代
の
多
く
の
著
作
家
は
、

対
教
皇
の
た
め
に
王
権
神
授
説
が
有
用
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
結
果
と
し
て
こ
れ
が
ボ
ダ
ン
と
は
逆
の
形
で
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
例
え
ば
絶
対
主
義
者
の
一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ド
ゥ
・
ル
ヴ
ォ
は
、
神
が
君
主
を
選
ん
だ
と
主
張
し
た
。
た0

だ
し

0

0

、
神
は
そ
の
君
主
を
支
配
者
の
家
系
に
生
ま
れ
さ
せ
る
こ
と
で
そ
う
し
た
の
で
あ
）
57
（

る
。
十
七
世
紀
に
入
っ
て
、
シ
ャ
ル
ル
・
ロ
ワ 

ゾ
ー
は
王
個
人
の
神
授
権
を
強
調
し
、
さ
ら
に
王
の
能
力
的
優
越
性
を
説
い
た
。
た
だ
し

0

0

0

、
そ
れ
は
王
が
優
れ
た
血
統
に
生
ま
れ
た
が
ゆ

え
に
そ
う
な
の
で
あ
）
58
（

る
。

　

こ
の
「
た
だ
し
」
が
示
し
て
い
る
の
は
、
相
続
法
と
王
権
神
授
説
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
努
力
、
つ
ま
り
王
権
神
授
説
を
客

観
的
正
当
性
の
基
準
の
中
に
留
め
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
努
力
で
あ
る
。
フ
ィ
ル
マ
ー
と
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
も
う

一
つ
明
ら
か
な
の
は
、
長
子
相
続
や
世
襲
の
ル
ー
ル
は
王
権
神
授
説
と
主
権
者
の
恣
意
的
権
力
論
を
極
端
な
形
態
に
ま
で
進
め
た
場
合
、

こ
れ
ら
と
両
立
し
え
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
権
者
の
権
力
の
絶
対
性
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
単
な
る
相
続
の
ル
ー
ル
で
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あ
っ
て
も
そ
れ
が
主
権
者
に
対
す
る
制
限
と
な
る
。
も
し
そ
れ
が
変
更
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
主
権
者
が
手

を
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
基
本
法
の
存
在
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
フ
ィ
ル
マ
ー
が
何
と
し
て
も
避
け
た
か
っ
た
結
論
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
こ
の
理
路
を
逆
に
辿
れ
ば
よ
い
。
基
本
法
の
存
在
を
認
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
法
が
変
更
可
能
で
あ
れ
ば
よ
い
。

な
ら
ば
相
続
を
規
定
す
る
法
な
ど
存
在
し
な
い
。
フ
ィ
ル
マ
ー
の
王
権
神
授
説
は
、
相
続
の
規
定
を
な
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
王
の
事
後
的

正
当
化
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
彼
の
絶
対
主
権
論
に
適
合
し
た
様
式
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

フ
ィ
ル
マ
ー
は
主
権
者
の
絶
対
性
を
追
求
し
、
主
権
者
を
あ
ら
ゆ
る
制
限
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
た
。
王
権
神
授
説
に
よ
っ
て
相
続
を

規
定
す
る
法
に
縛
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
ア
ダ
ム
の
も
っ
て
い
た
私
有
財
産
と
共
有
財
産
を
区
別
す
る
権
利
を
現
在
の
君
主
に
与
え

る
こ
と
で
、
君
主
の
私
有
財
産
と
国
庫
の
区
別
も
な
く
な
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
結
果
と
し
て
、
当
時
よ
く
使
わ
れ
た
言
葉
で
い
え
ば
「
不

死
」
の
性
質
を
も
っ
た
国
家
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
思
想
に
入
り
込
む
余
地
を
失
っ
た
。
ボ
ダ
ン
に
も
見
ら
れ
る
、
国
家
は
死
な
な
い
、
つ

ま
り
国
家
は
連
続
性
を
も
）
59
（
ち
「
個
々
の
君
主
を
超
え
て
生
き
続
け
る
も
の
で
あ
）
60
（
る
」
と
い
う
観
念
が
フ
ィ
ル
マ
ー
の
中
に
は
存
在
し
な
い
、

あ
る
い
は
意
図
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
や
は
り
ボ
ダ
ン
と
の
対
比
が
役
に
立
つ
。
前
者
の
「
相
続
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ボ
ダ
ン
の
中
で
こ
の

問
題
は
、「
永
続
的
」
主
権
と
可
死
の
君
主
と
の
間
の
関
係
と
い
う
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
た
。
彼
は
言
う
、「
も
し
永
続
と
い
う
言
葉
が
決

し
て
終
わ
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
受
け
取
ら
れ
る
な
ら
、
主
権
は
民
主
制
と
貴
族
制
に
し
か
存
在
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ

ら
は
決
し
て
死
ぬ
こ
と
が
な
い
」（O

S:6

）。
し
か
し
個
人
と
し
て
の
王
は
必
ず
死
ぬ
。
そ
れ
ゆ
え
彼
に
と
っ
て
君
主
制
の
場
合
、
主
権

が
「
永
続
的
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
主
権
者
が
「
一
生
涯
」
主
権
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「
一
生
涯
」
主
権
を
保
持
し
た
君
主
と
そ
の
次
の
君
主
を
つ
な
ぐ
の
が
王
国
の
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
が
王
の
正
当
性
を
付
与
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ボ
ダ
ン
の
思
想
の
中
で
は
、
君
主
は
王
国
の
連
続
性
の
中
に
身
を
置
い
て
は
じ
め
て
正
当
な
主
権
者

と
な
る
の
で
あ
る
。
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フ
ィ
ル
マ
ー
は
こ
の
よ
う
な
連
続
性
と
は
ほ
と
ん
ど
縁
が
な
い
。
も
し
彼
の
中
で
連
続
性
に
関
係
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ア
ダ

ム
の
権
利
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
一
度
奪
わ
れ
た
国
を
取
り
戻
し
た
君
主
は
新
た
な
支
配
権
を
創
出
す
る
と
い
う
グ
ロ
チ
ウ
ス
の

意
見
に
対
し
て
、「
正
し
い
戦
争
は
征
服
者
に
彼
が
か
つ
て
も
っ
て
い
た
権
利
を
も
た
せ
る
の
み
で
あ
り
、
新
た
な
権
利
を
創
り
出
す
わ

け
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
（PO

:229

）。
つ
ま
り
か
つ
て
の
ア
ダ
ム
の
権
利
で
あ
る
。
ま
た
、「
現
在
存
在
し
、
今
後
も
世
界
の
終
り
ま

で
続
い
て
ゆ
く
の
は
至
高
の
父
の
自
然
権
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
権
利
の
連
続
性
を
強
調
す
る
（PO

:11

）。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
言

明
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
ど
の
君
主
で
あ
っ
て
も
同
じ
内
容
の
権
力
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
間
に
理
解
可
能
な
形
で
君
主

間
の
接
続
を
保
証
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
次
の
君
主
を
決
め
る
の
は
国
家
の
法
で
も
血
統
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
「
神
の
隠
れ
た
意

思
」
で
あ
る
（PO

:11

）。

　

国
家
が
財
産
を
も
つ
こ
と
、
つ
ま
り
君
主
の
私
財
と
は
区
別
さ
れ
た
国
庫
概
念
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
こ
の
連
続
性
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
。「
不
死
の
存
在
で
あ
る
『
王
位
』
に
の
み
、
同
じ
『
不
死
で
あ
る
』
国
庫
の
処
分
権
が
帰
属
す
）
61
（
る
」
と
い
う
理
論
が
中

世
後
期
か
ら
形
成
さ
れ
、
特
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
「
王
の
二
つ
の
身
体
」
と
い
う
理
論
に
昇
華
さ
れ
て
い
）
62
（

た
。
す
べ
て
が
王
の

私
有
財
産
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
王
個
人
が
私
有
財
産
と
公
共
の
富
（com

m
on -w

ealth

）
を
決
定
す
る
権
力
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ

こ
に
国
庫
と
い
う
観
念
は
存
在
し
え
な
い
し
、
ゆ
え
に
連
続
性
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

ア
ン
ド
ル
ー
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
は
絶
対
主
義
国
家
論
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
所
有
権
論
を
挙
げ
て
い
）
63
（
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
君
主
は
国
内

の
あ
ら
ゆ
る
富
の
完
全
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
理
論
は
絶
対
主
義
国
家
論
に
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
に
ル
イ
十
四
世
に
帰

さ
れ
て
い
る
「
国
家
、
そ
れ
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
所
有
権
論
に
よ
っ
て
君
主
と
王
国
が
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能

に
な
っ
た
と
い
）
64
（
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
観
念
が
広
が
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見

て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
理
論
は
極
端
ま
で
推
し
進
め
た
場
合
、
む
し
ろ
国
家
論
を
否
定
す
る
方
向
に
進
む
の
で
あ
る
。
一
人
の
主
権
者
に

そ
の
よ
う
な
権
利
を
も
た
せ
た
場
合
、
君
主
権
力
の
絶
対
化
に
は
な
る
が
、
国
家
論
に
は
な
り
え
な
い
。
ル
イ
十
四
世
は
「
国
家
、
そ
れ
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は
私
で
あ
る
」
と
言
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
国
家
、
そ
れ
は
私
の
も
の
で
あ
る
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。「
絶
対
主
義
国
家
」

は
絶
対
主
権
と
は
両
立
し
な
い
。
国
家
論
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
必
ず
制
限
主
権
論
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ボ
ダ
ン
の
国
家
論
と
フ
ィ

ル
マ
ー
の
主
権
論
の
違
い
を
想
起
す
れ
ば
こ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

四　

結　

論

　

以
上
、
フ
ィ
ル
マ
ー
的
家
父
長
論
と
王
権
神
授
説
を
軸
に
、
彼
の
政
治
思
想
の
特
色
の
解
明
に
努
め
て
き
た
。
彼
の
家
父
長
論
は
、
人

類
の
父
で
あ
る
ア
ダ
ム
の
権
利
を
主
権
と
読
み
替
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
単
純
に
父
の
姿
を
王
に
投
影
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
で
は

い
か
に
し
て
ア
ダ
ム
の
権
利
は
現
在
の
君
主
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
は
長
子
相
続
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
家
父
長
論
あ
る
い
は
王
権
神
授
説
の
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
始
原
と
現
在
を
つ
な
ぐ
役
割
は
王
権
神
授
説

に
割
り
当
て
ら
れ
た
。
い
か
な
る
継
承
方
法
で
あ
れ
、
主
権
者
と
な
っ
た
者
は
神
か
ら
そ
の
権
利
を
受
け
取
り
、
主
権
者
で
な
く
な
っ
た

な
ら
ば
、
権
利
は
神
へ
と
返
さ
れ
る
。
た
と
え
相
続
が
世
襲
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
血
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
の
で
は
な

く
、
や
は
り
神
か
ら
ア
ダ
ム
の
権
利
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
全
能
の
正
当
化
理
論
は
ロ
ッ
ク
が
看
取
し
て
い
た
よ
う
に
、

逆
か
ら
見
れ
ば
完
全
な
る
事
後
的
正
当
化
、
つ
ま
り
正
当
性
の
問
題
を
消
失
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
人
民
は
誰
が
次
の
君
主
で
あ
る
か
を

前
も
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
誰
で
あ
る
べ
き
か
と
論
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
自
立
し
え
な
い
王
権
神
授
説
を
自
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
フ
ィ
ル
マ
ー
の
試
み
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
正
当

性
の
消
失
は
そ
の
当
然
の
結
果
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
王
権
神
授
説
は
上
か
ら
誰
か
に
権
力
を
与
え
る
。
人
間
は
そ
れ
を
下
か
ら
認
識
す

る
。
そ
の
間
を
つ
な
ぐ
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
基
本
法
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
世
襲
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
少
な
く

と
も
君
主
の
も
つ
権
力
か
ら
は
独
立
し
た
客
観
的
規
準
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
王
が
神
か
ら
権
力
を
得
て
い
る
と
言
う
に
し
て
も
、
な
ぜ
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そ
の
人
物
が
神
か
ら
権
力
を
得
て
い
る
と
言
え
る
の
か
、
そ
れ
を
判
断
す
る
規
準
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
準
こ
そ
が
ボ
ダ
ン
に
あ
っ
て

フ
ィ
ル
マ
ー
に
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
欠
落
が
実
際
に
意
味
す
る
の
は
、
現
に
支
配
し
て
い
る
も
の
が
同
時
に
正
当
で
あ

る
と
い
う
デ
・
フ
ァ
ク
ト
理
論
の
極
致
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
王
権
神
授
説
の
取
り
う
る
様
式
の
極
致
で
あ
る
。
こ
の
極
端
な
形
式
の
王

権
神
授
説
と
家
父
長
論
の
混
合
は
、
連
続
性
を
も
つ
国
家
概
念
の
枠
を
乗
り
越
え
た
。
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
い
う
言
葉
は
も
ち
ろ
ん
し
ば

し
ば
使
わ
れ
る
、
だ
が
こ
れ
に
意
味
を
も
た
せ
る
こ
と
は
彼
の
思
想
体
系
の
中
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
は
国

家
論
な
き
主
権
論
者
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
王
権
神
授
説
の
独
立
は
、
主
権
論
の
国
家
論
か
ら
の
独
立
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
神
学
的
言
説
を

も
っ
て
政
治
思
想
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
フ
ィ
ル
マ
ー
は
政
治
と
神
学
と
を
切
り
離
そ
う
と
は
し

な
か
っ
た
。
確
か
に
彼
が
最
も
執
拗
に
主
張
し
た
「
人
間
は
自
由
に
は
生
ま
れ
つ
い
て
い
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
、
そ
し
て
こ
れ
と
対
を

な
す
不
変
の
「
ア
ダ
ム
の
権
利
」
が
存
在
す
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
聖
書
が
そ
う
教
え
て
い
る
と
フ
ィ
ル
マ
ー
が
信
じ
て
い
た
た
め
と
い

う
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
が
、
こ
れ
ら
と
反
対
の
テ
ー
ゼ
が
結
果
と
し
て
政
治
的
に

0

0

0

0

何
を
導
く
か
と
い
う
こ
と
に

対
す
る
危
機
意
識

―
ア
ナ
ー
キ
ー
へ
の
危
機
意
識

―
で
あ
）
65
（
る
。
彼
は
確
か
に
一
人
の
政
治
思
想
家
で
あ
っ
た
。

（
1
）  John Locke, Two Treatises of G

overnm
ent, Peter Laslett （ed.

）, Cam
bridge, 1988, p. 138. （preface

） 〔
加
藤
節
訳
『
統
治
二
論
』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
四
頁
〕。

（
2
）  

例
え
ば
、
中
神
由
美
子
『
実
践
と
し
て
の
政
治
、
ア
ー
ト
と
し
て
の
政
治
』
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇
九
頁
や
、
加
藤
節
「
訳
者
解
説
」

『
統
治
二
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
三
九
八
頁
。
両
者
の
ロ
ッ
ク
解
釈
を
批
判
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
優
れ
た
ロ
ッ
ク
研
究
者

で
あ
る
二
人
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ロ
ッ
ク
の
枠
組
み
を
通
じ
て
フ
ィ
ル
マ
ー
を
見
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
フ
ィ
ル
マ
ー
本
人
の
思
想
が
誤
解
に
曝
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
だ
け
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
日
本
で
は
特
に
野
嶌
一
郎
「
フ
ィ
ル
マ
ー
主
権
論
に
お
け
る
家
父

長
権
論
の
意
義
」『
史
学
研
究
』 N

o. 193

、
一
九
九
一
年
、
が
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
野
嶌
は
こ
の
論
文
の
中
で
、
フ
ィ
ル
マ
ー
に
と
っ
て
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長
子
相
続
は
基
本
法
の
地
位
を
占
め
る
の
で
は
な
い
こ
と
（
六
八
頁
）、
父
権
が
ア
ダ
ム
の
権
利
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
七
〇
頁
）、
人
民

の
同
意
が
直
接
正
当
性
の
源
泉
に
な
る
の
で
は
な
く
、
選
挙
で
あ
っ
て
も
神
が
権
力
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
（
七
〇
― 

七
一
頁
）
を
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
父
権
の
役
割
、
王
権
神
授
説
と
家
父
長
論
の
関
係
、
そ
し
て
フ
ィ
ル
マ
ー
と

ボ
ダ
ン
の
比
較
を
通
じ
て
フ
ィ
ル
マ
ー
主
権
論
を
検
討
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
長
子
相
続
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
が
彼
の
政
治
思
想
の
中
で
何
を
意
味
す
る
の
か
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

（
3
）  Jean -Jacques Rousseau, D

u Contrat Social, Bruno Bernardi （ed.

）, Flam
m
arion, 2001, p. 46. 〔

作
田
啓
一
訳
『
社
会
契
約
論
』
白

水
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
二
頁
〕。
た
だ
し
、
訳
文
は
一
部
変
更
し
た
。

（
4
）  

ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
、
梅
津
順
一
訳
『
自
由
主
義
に
先
立
つ
自
由
』
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
二
二
―
二
四
頁
。
ミ
ル 

ト
ン
の
引
用
は
、「
為
政
者
在
位
論
」『
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
理
念
―
―
ミ
ル
ト
ン
論
文
集
』
原
田
純
編
・
訳
、
二
六
六
頁
。
た
だ
し
訳
文
は
『
自
由

主
義
に
先
立
つ
自
由
』
の
二
三
頁
の
も
の
で
あ
る
。

（
5
）  

フ
ィ
ル
マ
ー
か
ら
の
引
用
は
量
が
多
い
た
め
、
参
照
先
を
文
中
で
示
す
。（PO

: 3

）
は
、Robert Film

er, Patriarcha and O
ther W

ri- 
tings, Johann Som

m
erville 

（ed.
）, Cam
bridge, 1991, p. 3. 

を
表
す
。
以
下
同
様
の
形
式
。
な
お
フ
ィ
ル
マ
ー
の
著
作
集
と
し
て
他
にPa-

triarcha and O
ther Political W

orks of Robert Film
er, Peter Laslett （ed.

）, O
xford, 1949

、
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
特
に
『
パ
ト
リ

ア
ー
カ
』
に
関
し
て
、
基
礎
と
し
て
い
る
草
稿
や
版
が
違
う
た
め
、
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
ラ
ズ
レ
ッ
ト
版
も
参
照
し
つ
つ
、
引
用

は
全
て
サ
マ
ヴ
ィ
ル
版
か
ら
行
っ
て
い
る
。
な
お
、『
パ
ト
リ
ア
ー
カ
』
が
書
か
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
論
争
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
サ
マ
ヴ
ィ

ル
に
従
っ
て
、
第
一
部
・
二
部
が
一
六
二
〇
年
代
、
第
三
部
が
一
六
三
〇
年
代
に
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
扱
う
。
論
争
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文

献
を
参
照
。J. P. Som

m
ervile, 

“The authorship and dating of som
e w
orks attributed to Film

er

”, Patriarcha and O
ther W

ritings, 
p.xxxii -xxxvii. John M

. W
allace, 

“The date of Sir Robert Film
er

’s Patriarcha

”, The H
istorical Journal, Vol. 23, N

o. 1, 1980, 
pp. 155 -65. Jam

es D
aly, 

“Som
e Problem

s in the authorship of Sir Robert Film
er

’s W
orks

”, English H
istorical Review, Vol. 98, 

N
o. 389, 1983, pp. 737 -62. Richard Tuck, 

“A new
 date for Film

er

’s Patriarcha

”, The H
istorical Journal, Vol. 29, N

o. 1, 1986, 
pp. 183 -6.

（
6
）  J. P. Som

m
erville, 

“From
 Suarez to Film

er: A Reappraisal

”, The H
istorical Journal, Vol. 25, N

o. 3, 1982, p. 540. 

た
だ
し
、
ス

ア
レ
ス
が
ど
こ
ま
で
「
人
民
主
権
」
論
を
唱
え
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
論
争
が
あ
る
。
だ
が
フ
ィ
ル
マ
ー
の
目
に
は
、
間
違
い
な
く

「
人
民
主
権
」
論
者
と
し
て
映
っ
て
い
た
。
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（
7
）  

“From
 Suarez to Film

er: A Reappraisal

”, p. 526.

（
8
）  Brian Tierney, The Idea of N

atural Right, Atlanta, G
eorgia, 1997, pp. 308 -11.

（
9
）  

佐
々
木
毅
『
近
代
政
治
思
想
の
誕
生
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
一
九
四
頁
。

（
10
）  
成
瀬
治
『
絶
対
主
義
国
家
と
身
分
制
社
会
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
五
四
―
五
五
頁
。
こ
れ
は
ボ
ダ
ン
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
が
、
フ
ィ
ル
マ
ー
に
も
当
て
は
ま
る
。

（
11
）  
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ス
レ
ッ
ト
、
川
北
稔
他
訳
『
わ
れ
ら
失
い
し
世
界
』
三
嶺
書
房
、
一
九
八
六
年
、
二
九
一
―
二
九
八
頁
。

（
12
）  

田
上
雅
徳
『
初
期
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
政
治
思
想
』
新
教
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
二
七
―
一
三
〇
頁
。

（
13
）  Johann Som

m
erville, 

“Absolutism
 and Royalism

”, in Cam
bridge H

istory of Political Thought 1450-1700, J. H
. Burns and 

M
ark G

ordie （ed.
）, Cam

bridge, p. 359.

（
14
）  King Jam

es I and IV, Political W
ritings, J. P. Som

m
erville （ed.

）, Cam
bridge, 1994, p. 65.

（
15
）  R. W

. K. H
inton, 

“Husbands, Fathers, and Conquerors

”, in Political Studies, 15, 1967, p. 249, 300. 

全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
ヒ
ン
ト
ン
の
論
難
は
正
し
く
な
い
。
し
か
し
、
フ
ィ
ル
マ
ー
本
人
が
軽
率
に
ボ
ダ
ン
を
引
用
す
る
な
ど
し
て
、
議
論
を
混
乱
さ
せ
て
い
る

こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
実
は
こ
こ
で
挙
げ
た
ロ
ー
マ
の
父
親
の
例
も
そ
の
一
つ
で
、
こ
こ
で
フ
ィ
ル
マ
ー
は
実
は
執
政
官
の
意
思
に
反
し
て
で
も
、

父
親
が
子
供
を
殺
す
こ
と
は
合
法
で
あ
っ
た
、
と
い
う
ボ
ダ
ン
の
言
葉
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
や
は
り
、
他
の
と
こ
ろ
で
の
ア
ダ
ム

の
権
利
の
主
張
を
見
る
限
り
、
彼
は
王
の
権
利
は
普
通
の
父
の
権
利
よ
り
一
段
高
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

（
16
）  

「
フ
ィ
ル
マ
ー
主
権
論
に
お
け
る
家
父
長
権
論
の
意
義
」、
七
〇
頁
。

（
17
）  

「
フ
ィ
ル
マ
ー
主
権
論
に
お
け
る
家
父
長
権
論
の
意
義
」、
七
〇
―
七
一
頁
。

（
18
）  

「
政
治
思
想
家
と
し
て
彼
は
、
私
が
思
う
に
、
ロ
ッ
ク
よ
り
は
る
か
に
深
く
は
る
か
に
独
創
的
で
あ
る
」（J. W

. Allen, 

“Sir Robert 
Film
er

”, in The Social &
 Political Ideas of Som

e English Thinkers of the A
ugustan A

ge, A
.D. 1650 -1750, F. J. C. H

earnshaw
 

（ed.

）, London, 1928, p. 45.

）。

（
19
）  

“Sir Robert Film
er

”, p. 46.

（
20
）  

“Sir Robert Film
er

”, pp. 44 -5.

（
21
）  

“Sir Robert Film
er

”, p. 43.

（
22
）  Peter Laslett, 

“Introduction

” to Robert Film
er, Patriarcha and O

ther Political W
orks of Robert Film

er, O
xford, 1949, pp. 22 -
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（
23
）  

“Introduction

” to Robert Film
er, Patriarcha and O

ther Political W
orks, p. 22.
（
24
）  Peter Laslett, 

“Sir Robert Film
er: The m

an versus W
hig m

yth,

” The W
illiam

 and M
ary Q

uarterly, 5, 1948, p. 544.
（
25
）  
“Introduction

” to Robert Film
er, Patriarcha and O

ther Political W
orks, p. 18.

（
26
）  J. N. Figgis, The Theory of the D

ivine Right of Kings, Cam
bridge, 1896, p. 8.

（
27
）  The Theory of the D

ivine Right of Kings, p. 5.

（
28
）  

こ
れ
に
対
し
て
近
年
の
研
究
は
王
権
神
授
説
を
長
子
相
続
の
議
論
と
切
り
離
し
て
論
じ
る
傾
向
に
あ
る
（
例
え
ば
、J. P. Som

m
erville, Roy-

alists and Patriots: Politics and Ideology in England 1603 -1640, 2nd ed., London, 1999, pp. 24 -9

）。
権
威
の
源
泉
と
そ
の
権
威
を

受
け
取
る
方
法
は
別
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
王
権
神
授
説
を
援
用
し
た
と
し
て
も
、
誰
が
そ
の
権
威
を
得
る
の
か

は
別
の
次
元
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同
意
理
論
と
王
権
神
授
説
を
並
べ
、
こ
れ
ら
は
「
第
一
義
的
に
権
威
設
立

（
授
権
）
の
理
論
で
あ
る
か
ら
、
誰
に
―
―
あ
る
い
は
、
ど
の
政
治
的
権
威
に
―
―
服
従
す
る
義
務
が
あ
る
の
か
を
は
っ
き
り
と
示
す
」（
下
川
潔

『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
自
由
主
義
政
治
哲
学
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
二
三
頁
）、
と
解
釈
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

（
29
）  

以
下
の
記
述
は
、W

. H
. G
reenleaf, 
“Film

er

’s Patriarchal H
istory

”, The H
istorical Journal, Vol. 9, N

o. 2, pp. 158 -66. 

で
の
議
論

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
30
）  

“Film
er

’s Patriarchal H
istory

”, p. 163.

（
31
）  

“Film
er

’s Patriarchal H
istory

”, p. 167.

（
32
）  John D

unn, The Political Thought of John Locke, Cam
bridge, 1969, p. 105.

（
33
）  

ス
ト
ラ
カ
は
名
誉
革
命
を
機
に
世
襲
的
王
権
神
授
説
は
摂
理
的
王
権
神
授
説
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
主
張
す
る
が
、
こ
れ
は
一
般
的
傾
向
と

し
て
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
フ
ィ
ル
マ
ー
に
関
し
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い （G

erald Straka, 

“The Final Phase of D
ivine Right Theory 

in England

”, The English H
istorical Review, Vol. 77, N

o. 305, 1962, p. 639.

）。

（
34
）  Two Treatises, pp. 220 -1. （1 -109

）. 

前
掲
訳
書
、
一
二
五
頁
。

（
35
）  

多
く
の
コ
モ
ン
ロ
ー
ヤ
ー
も
こ
れ
を
認
め
て
い
た
し
（
土
井
美
徳
『
イ
ギ
リ
ス
立
憲
政
治
の
源
流
―
―
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
時
代
の
統
治
と

「
古
来
の
国
制
」
論
』
木
鐸
社
、
二
〇
〇
六
年
、
四
三
二
―
四
三
四
頁
）、
ロ
ッ
ク
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
（Two Treatises, p. 375. （2 -160

）. 

前

掲
訳
書
、
三
二
二
頁
）。
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（
36
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こ
の
よ
う
な
議
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を
す
る
に
あ
た
っ
て
引
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さ
れ
て
い
る
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が
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リ
ス
ト
テ
レ
ス
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あ
る
。

（
37
）  

こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
船
田
亨
二
「Sum

m
um
 ius sum

m
a injuria
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法
哲
学
会
年
報
』、
一
九
七
〇
年
、
一
―
一
九
頁
、
を
参
照
。

（
38
）  Jam

es D
aly, 

“The Idea of Absolute M
onarchy in Seventeenth -Century England

”, The H
istorical Journal, Vol. 21, N

o. 2, 
1978, p. 244.

（
39
）  
“The Idea of Absolute M

onarchy in Seventeenth -Century England

”, p. 241.

（
40
）  J. W

. Allen, English Political Thought, 1603 -1660, London: M
ethuen, 1938, p. 495.

（
41
）  

“The Idea of Absolute M
onarchy in Seventeenth -Century England

”, p. 239. 

ま
た
、English Political Thought, 1603 -1660, p. 

495.

（
42
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“The Idea of Absolute M
onarchy in Seventeenth -Century England
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（
43
）  Jam
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er and the English Political Thought, Toronto, 1979, p. 52.

（
44
）  A. S. P. W

oodhouse, Puritanism
 and Liberty: Being the A

rm
y D
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 the Clarke M
anuscripts with Supple-

m
entary docum

ents. / new
 preface by Ivan Roots, 3rd ed., London, 1986, p. 69.

〔
大
沢
麦
・
澁
谷
浩
訳
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る

討
論
の
生
誕
―
―
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
に
お
け
る
パ
ト
ニ
ー
討
論
』
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
二
〇
六
頁
〕。
た
だ
し
訳
文
を
一
部

変
更
し
た
。

（
45
）  J. G. A. Pocock, The M
achiavellian M

om
ent: Florentine Political Thought and the A

tlantic Republican Tradition, Princeton, 
1975, rept. 2003, p. 376.

〔
田
中
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夫
他
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マ
キ
ャ
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ェ
リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
―
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ィ
レ
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ツ
ェ
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政
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思
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大
西
洋
圏
の
共
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義
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古
屋
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学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
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〇
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（
46
）  Puritanism
 and Liberty, p. 71. 

前
掲
訳
書
、
二
一
〇
頁
。

（
47
）  

“Introduction

” to Robert Film
er, Patriarcha and O

ther Political W
orks, p. 17.

（
48
）  Sir Robert Film

er and the English Political Thought, p. 22.

（
49
）  

紙
面
の
都
合
上
、
ボ
ダ
ン
の
制
限
論
に
つ
い
て
は
簡
単
に
触
れ
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こ
と
し
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き
な
か
っ
た
。
詳
細
な
議
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に
つ
い
て
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佐
々
木
毅
『
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権
・
抵
抗
権
・
寛
容
―
―
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
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哲
学
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岩
波
書
店
、
一
九
七
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年
、
一
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―
一
二
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din and the Rise of A

bsolutist Theory, Cam
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を
参
照
。

（
50
）  

清
末
尊
大
『
ジ
ャ
ン
・
ボ
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、
一
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、
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。
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（
52
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ボ
ダ
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参
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た
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す
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. Franklin （trans. and ed.

）, Cam
bridge, 1992, p. 18. 
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す
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。
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（
55
）  Thom

as H
obbes, Leviathan, Richard Tuck 

（ed.
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（
57
）  Constitutional Thought in Sixteenth Century France, pp. 308 -9.
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（
59
）  

エ
ル
ン
ス
ト
・
Ｈ
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〇
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。
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