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一
　
序

　
一
七
九
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
に
つ
い
て
の
書
簡
』
は
ド
イ
ツ
南
西
部
の
バ
ー
デ
ン
辺
境
伯
領
の
要
人
の
一
人
と
し

て
、
ヨ
ハ
ン
・
ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
（Johann G

eorg Schlosser, 

一
七
三
九
―
一
七
九
九
年
）
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
当
初
、
辺
境
伯
領
ホ
ッ
ホ
ベ
ル
ク
の
総
郡
代
官
と
し
て
エ
メ
ン
デ
ィ
ン
ゲ
ン
で
勤
務
し
て
い
た
が
、
一
七
八
七
年
に
正

規
の
枢
密
顧
問
官
に
異
動
し
バ
ー
デ
ン
の
居
城
都
市
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
に
移
っ
た
。
そ
し
て
辺
境
伯
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
彼
に
、

バ
ー
デ
ン
の
新
法
典
草
案
の
起
草
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
著
者
は
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。「
辺
境
伯
が
こ
の
重
要
な
仕

事
を
任
せ
る
に
あ
た
り
、
プ
ラ
ト
ン
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
精
神
に
親
し
み
、
す
で
に
か
つ
て
、
立
法
一
般
の
改
善
の
た
め
丹
念
に
考
え

抜
か
れ
た
提
案
を
し
、
自
ら
の
小
さ
な
管
区
で
司
法
を
と
て
も
公
平
無
私
か
つ
良
心
的
に
運
営
し
た
こ
の
哲
学
的
法
学
者
・
深
遠
な
思
想

家
を
選
ん
だ
こ
と
は
、
こ
れ
以
上
な
く
正
し
い
人
選
で
は
な
か
ろ
う（
1
）か」。

　
し
か
し
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
、
当
時
プ
ロ
イ
セ
ン
で
進
め
ら
れ
て
い
た
法
典
編
纂
事
業
に
対
し
て
は
鋭
い
批
判
の
矛
先
を
向
け
た
。
一
七

八
九
年
の
『
立
法
一
般
、
特
に
プ
ロ
イ
セ
ン
法
典
草
案
に
関
す
る
書
簡
』（
以
下
『
立
法
書
簡
』）
で
彼
は
、「
私
が
思
う
に
、
我
々
に
出
来

る
こ
と
と
い
え
ば
、
す
で
に
別
の
所
で
提
案
し
た（
2
）が、

ロ
ー
マ
法
典
を
そ
の
原
則
に
還
元
し
、
そ
れ
ら
原
則
の
適
用
法
と
解
釈
を
公
認
注

釈
書
の
中
で
示
す
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
ロ
ー
マ
法
に
取
っ
て
代
わ
る
新
た
な
法
典
の
編
纂
は
必
要
な
い
こ
と
を
主
張
し（
3
）た。
し
か

し
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
プ
ロ
イ
セ
ン
法
典
批
判
は
、
当
時
公
表
さ
れ
て
い
た
法
典
草
案
に
対
す
る
技
術
的
な
批
判
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
は
、
新
た
な
法
典
の
編
纂
を
推
奨
す
る
人
々
が
共
有
す
る
基
本
的
な
歴
史
的
・
政
治
的
認
識
に
対
す
る
異
論
を
提
起

す
る
こ
と
で
、
法
典
編
纂
事
業
に
対
す
る
自
ら
の
批
判
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
異
論
と
は
す
な
わ
ち
、
封
建
制
の
擁
護
で
あ
る
。

「
封
建
制
（Lehenssystem

）
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
か
つ
て
国
制
と
し
て
発
明
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
た
も
の
の
う
ち
最
も
賢
明
な
体
制
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で
あ（
4
）る」。
こ
う
し
た
主
張
に
対
し
て
、
法
典
編
纂
事
業
の
当
事
者
で
あ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
司
法
官
僚
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン

ト
・
ク
ラ
イ
ン
は
『
立
法
書
簡
』
の
書
評
論
文
で
反
論
し
た（
5
）が、

シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
封
建
制
擁
護
の
論
陣
を
張
り
続
け
た
。『
立
法
書

簡
』
の
続
編
で
あ
る
『
プ
ロ
イ
セ
ン
法
典
草
案
に
関
す
る
第
五
書
簡
』（
一
七
九
〇
年
、
以
下
『
第
五
書
簡
』）
で
も
彼
は
、
専
制
と
い
う

「
良
い
法
律
が
生
み
出
さ
れ
得
な
い
こ
の
危
険
極
ま
り
な
い
国
家
の
病
弊
に
対
処
す
る
に
は
、
封
建
制
以
上
に
望
ま
し
い
も
の
は
な（
6
）い」

と
述
べ
て
い
る
。

　
本
稿
の
目
的
は
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
よ
る
こ
う
し
た
封
建
制
擁
護
が
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
制
限
君
主
政
論
を
下
敷
き
に
し
て
同
時
代

の
ド
イ
ツ
国
制
全
体
の
病
弊
を
診
断
し
、
そ
れ
に
対
す
る
処
方
箋
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。

　
一
八
世
紀
末
の
プ
ロ
イ
セ
ン
法
典
編
纂
事
業
に
言
及
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
主
題
と
す
る
近
代
ド
イ
ツ
法
史
の
研
究
で
は
、
し
ば
し

ば
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
封
建
制
擁
護
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
啓
蒙
的
絶
対
主
義
の
法
構
造
』
で
石
部
雅
亮
は
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー

の
議
論
に
お
い
て
「
レ
ー
ン
制
」
が
「
絶
対
制
に
対
す
る
イ
ロ
ニ
ー
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な

絶
対
主
義
批
判
が
「
き
わ
め
て
保
守
的
な
要
素
」
を
含
み
な
が
ら
も
、
一
九
世
紀
的
な
立
憲
主
義
に
つ
な
が
る
「
リ
ベ
ラ
ル
な
一
面
」
を

有
し
て
い
る
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い（
7
）る。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
封
建
制
擁
護
の
意
図
が
絶
対
主
義
批
判
に
あ
る
と
い
う
指
摘
自
体
が
妥
当

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
タ
イ
プ
の
研
究
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
典
型
例
と
す
る
ド
イ
ツ
の
諸
領
邦
だ
け

で
な
く
、
ド
イ
ツ
帝
国
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
封
建
制
擁
護
を
展
開
し
た
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
議
論
の
包
括
性
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
。
実

際
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
『
立
法
書
簡
』
で
、「
こ
の
封
建
制
を
公
平
に
評
価
し
、
我
々
の
国
制
に
対
す
る
そ
の
影
響
を
正
し
く
認
め
る
者
は
、

私
が
思
う
に
、
旧
時
の
ほ
ぼ
全
て
の
皇
帝
の
専
制
に
対
す
る
最
良
の
保
護
を
我
々
は
封
建
制
に
負
っ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
え
な
い
だ
ろ

う
」
と
述
べ
て
い（
8
）る。
こ
の
一
節
は
、
領
邦
だ
け
で
な
く
帝
国
全
体
の
水
準
で
も
封
建
制
は
専
制
に
歯
止
め
を
か
け
る
機
能
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
る
と
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
現
代
の
研
究
で
お
そ
ら
く
唯
一
の
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
執
筆
し
た
Ｊ
・
フ
ァ
ン
デ
ル
ザ
ン
デ
は
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
思
想
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全
体
の
軸
を
保
守
主
義
や
自
由
主
義
で
は
な
く
共
和
主
義
思
想
に
求
め（
9
）る。
た
だ
し
フ
ァ
ン
デ
ル
ザ
ン
デ
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ロ
ッ

サ
ー
の
共
和
主
義
の
特
徴
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
よ
う
に
拡
張
主
義
的
な
国
家
を
志
向
す
る
の
で
は
な
く
、「
共
和
国
の
自
由
と
独
立

の
維
持
」
を
目
標
と
す
る
）
10
（
点
、
さ
ら
に
、
絶
対
主
義
に
お
け
る
官
僚
に
共
和
国
に
お
け
る
市
民
の
役
割
を
期
待
し
た
点
に
あ
）
11
（
る
。
こ
の
共

和
主
義
的
な
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
解
釈
は
、
彼
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
翻
訳
に
注
目
す
る
Ｍ
・
リ
ー
デ
ル
の
研
）
12
（
究
と
も
相
ま
っ
て
、
現
代
の
一
八

世
紀
ド
イ
ツ
思
想
史
研
究
の
通
説
と
な
っ
て
い
）
13
（

る
。

　
と
は
い
え
こ
の
解
釈
枠
組
み
は
、
特
に
政
体
論
に
関
し
て
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
古
典
的
な
共
和
主
義
よ
り
も
『
法
の
精
神
』
の
モ
ン
テ

ス
キ
ュ
ー
の
弟
子
で
あ
っ
た
事
実
の
意
義
を
軽
視
し
て
い
）
14
（

る
。『
法
の
精
神
』
は
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
と
っ
て
、「
あ
ら
ゆ
る
国
王
と
君
侯
、

国
務
大
臣
、
政
府
、
裁
判
官
、
政
治
哲
学
者
、
と
り
わ
け
あ
ら
ゆ
る
立
法
者
が
決
し
て
手
放
し
て
は
な
ら
な
い
書
物
」
で
あ
っ
）
15
（
た
。
ま
さ

に
こ
の
『
法
の
精
神
』
に
依
拠
し
て
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
晩
年
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
国
制
分
類
を
批
判
し
て
い
る
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
、

君
主
政
の
下
位
区
分
と
し
て
制
限
君
主
政
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
学
に
お
け
る
大
き
く
重
要
な
欠
点
」
と
指

摘
す
）
16
（

る
。
制
限
君
主
政
の
特
質
は
、
そ
れ
が
「
身
分
制
議
会
（Landstände

）
な
い
し
は
、
公
共
の
福
祉
を
達
成
す
る
手
段
の
選
択
に
関

し
て
統
治
者
に
制
限
を
課
す
形
式
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
、
専
制
の
特
質
は
、
統
治
者
に
公
共
の
福
祉
を
達

成
す
る
義
務
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
課
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
の
選
択
に
関
し
て
「
た
だ
彼
の
良
心
に
だ
け
問
え

ば
よ
い
」
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
）
17
（
る
。
こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
、
一
八
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
で
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
依
拠
し
て
身

分
制
議
会
の
必
要
性
を
主
張
し
た
思
想
家
の
系
列
に
属
し
て
い
）
18
（

る
。
以
上
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
封
建
制
論
を
検
討
す
る

た
め
に
は
、
共
和
主
義
的
な
解
釈
で
は
な
お
不
十
分
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
そ
こ
で
本
研
究
は
、
と
り
わ
け
次
の
二
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
封
建
制
擁
護
の
意
図
を

よ
り
緻
密
に
論
じ
る
。
第
一
に
、『
立
法
書
簡
』
や
『
第
五
書
簡
』
を
執
筆
し
て
い
た
時
期
の
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
、
帝
国
レ
ベ
ル
で
も
領

邦
レ
ベ
ル
で
も
ド
イ
ツ
国
制
が
そ
の
本
来
あ
る
べ
き
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
。
こ
の
危
機
感
の
根
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底
に
は
、
ド
イ
ツ
諸
侯
同
盟
に
対
す
る
彼
の
悲
観
的
な
見
通
し
が
あ
っ
た
。
第
二
に
、
従
来
の
研
究
で
は
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
誰
の
ど
の
よ

う
な
封
建
制
理
解
を
批
判
し
た
の
か
が
、
直
接
の
論
争
相
手
で
あ
る
ク
ラ
イ
ン
を
除
き
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
本
稿
は
、
ナ
ポ
リ
の
啓
蒙
主
義
的
法
学
者
ガ
エ
タ
ー
ノ
・
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
ー
リ
、
お
よ
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
歴
史
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
封
建
制
理
解
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
封
建
制
に
関
す
る
一
八
世
紀
の
歴
史
叙
述
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
再
構

成
す
る
。
彼
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
封
建
制
は
統
一
的
な
政
治
秩
序
の
形
成
を
阻
ん
だ
と
い
う
歴
史
認
識
、
す
な
わ
ち
「
封
建
的
ア
ナ
ー

キ
ー
」
と
い
う
標
語
で
総
括
さ
れ
る
よ
う
な
封
建
制
理
解
で
あ
る
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
、『
立
法
書
簡
』
や
『
第
五
書
簡
』
で
封
建
制
の

政
治
的
意
義
を
説
く
に
あ
た
っ
て
ま
ず
こ
う
し
た
歴
史
観
に
反
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
以
下
で
は
次
の
順
序
で
議
論
を
進
め
る
。
ま
ず
、『
立
法
書
簡
』
や
『
第
五
書
簡
』
を
執
筆
し
て
い
た
の
と
同
時
期
、
シ
ュ

ロ
ッ
サ
ー
が
ド
イ
ツ
に
ど
の
よ
う
な
政
治
的
課
題
を
見
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
同
時
代
の
ド
イ
ツ
に
は
「
真

の
政
治
の
精
神
」
が
欠
如
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
。
中
世
以
来
の
皇
帝
や
領
邦
君
主
（
ド
イ
ツ
諸
侯
）
の
集
権
化
政
策
は
、
い
わ
ば

家
政
の
精
神
に
の
っ
と
っ
た
非
政
治
的
な
営
み
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
い
う
の
が
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
考
え

で
あ
っ
た
。
次
い
で
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
お
よ
び
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
ー
リ
の
封
建
制
理
解
を
検
討
す
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

な
ど
の
封
建
制
研
究
も
消
化
し
つ
つ
、
封
建
制
の
秩
序
解
体
作
用
を
強
調
す
る
歴
史
を
描
い
た
。
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
ー
リ
は
そ
う
し
た
歴
史

観
を
下
敷
き
に
し
て
、
封
建
制
が
克
服
さ
れ
た
一
八
世
紀
こ
そ
新
た
な
法
体
系
を
作
る
の
に
相
応
し
い
と
い
う
一
種
の
歴
史
哲
学
を
披
露

し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
封
建
制
理
解
を
検
討
す
る
が
、
彼
の
封
建
制
擁
護
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
や
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
ー
リ

が
封
建
制
に
そ
の
原
因
を
帰
し
た
様
々
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
社
会
的
・
政
治
的
弊
害
に
別
の
原
因
を
求
め
た
上
で
、
封
建
制
の
理
想
的

な
形
態
は
あ
く
ま
で
分
権
的
な
秩
序
、
全
体
と
し
て
の
統
一
を
保
ち
な
が
ら
構
成
員
の
自
由
と
独
立
を
保
障
す
る
体
制
で
あ
る
と
主
張
す

る
点
に
そ
の
眼
目
が
あ
っ
た
。
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二
　「
真
の
政
治
の
精
神
」
と
ド
イ
ツ
国
制
の
問
題

㈠
　
諸
侯
同
盟
と
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
の
物
語

　
一
七
八
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
語
圏
で
最
も
重
要
な
政
治
的
事
件
の
一
つ
は
、
諸
侯
同
盟
（Fürstenbund

）
の
結
成
で
あ
）
19
（

る
。
こ
の
問
題
の

直
接
の
起
因
は
皇
帝
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
の
家
領
拡
大
政
策
に
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
が
一
七
七
七
年
に
直
系
の
後
継
者
を
残
さ
ず
死
去

す
る
と
、
ヨ
ー
ゼ
フ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
の
バ
イ
エ
ル
ン
併
合
を
画
策
し
て
出
兵
し
た
が
（
バ
イ
エ
ル
ン
継
承
戦
争
、
一
七
七
八
―
七
九
年
）、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
そ
の
目
標
は
達
成
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
ヨ
ー
ゼ
フ
が
そ
の
後
、
今
度
は
オ
ー

ス
ト
リ
ア
領
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
と
バ
イ
エ
ル
ン
の
交
換
を
画
策
す
る
と
、
ド
イ
ツ
諸
侯
は
激
し
く
反
発
し
た
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
仕
え
る

バ
ー
デ
ン
辺
境
伯
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
や
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
家
傍
系
と
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
の
継
承
権
を
主
張
し
て
い
た
ツ

ヴ
ァ
イ
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
公
カ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
な
ど
の
中
小
ド
イ
ツ
諸
侯
は
、
ド
イ
ツ
の
二
大
勢
力
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
プ
ロ
イ
セ
ン
に

対
抗
で
き
る
第
三
勢
力
を
形
成
す
る
べ
く
、
諸
侯
の
糾
合
を
模
索
し
た
。
し
か
し
諸
侯
同
盟
は
、
第
三
勢
力
を
形
成
す
る
ど
こ
ろ
か
、
一

七
八
五
年
に
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
＝
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ザ
ク
セ
ン
・
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
三
選
帝
侯
が
結
ん
だ
同
盟
に
他
の
諸
侯
が
参
加
す
る

と
い
う
明
ら
か
に
プ
ロ
イ
セ
ン
主
導
の
か
た
ち
を
と
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
経
緯
は
恐
ら
く
、
バ
ー
デ
ン
官
僚
と
し
て
初
期
の
諸
侯
同
盟
計
画
に
関
与
し
て
い
）
20
（

た
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
を
個
人
的
に
失
望
さ

せ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
は
こ
の
失
敗
を
奇
貨
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
政
治
構
造
全
体
の
問
題
を
再
考
し
よ
う
と
し
た
。
一
七
八
八
年
に
ス

イ
ス
の
歴
史
家
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ォ
ン
・
ミ
ュ
ラ
ー
に
送
ら
れ
た
書
簡
で
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
、
諸
侯
同
盟
に
な
お
も
期
待
を
か
け
て
い
た

ミ
ュ
ラ
）
21
（

ー
に
対
し
て
、
自
ら
の
失
望
の
念
を
率
直
に
語
っ
て
い
る
。「
真
の
政
治
の
精
神
（G

eist der ächten Politik

）
が
諸
侯
同
盟
を
動

か
さ
な
い
限
り
、
私
は
そ
れ
に
対
す
る
影
響
力
を
持
ち
た
く
あ
り
ま
せ
ん
」。
こ
の
「
真
の
政
治
の
精
神
」
に
つ
い
て
「
実
務
家
と
し
て
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で
は
な
く
哲
学
者
の
端
く
れ
と
し
て
」
意
見
を
表
明
す
る
た
め
、
当
時
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
「
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
共
和
国
論
の
翻
訳
と
注

解
」
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
考
え
で
は
、『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
は
確
か
に
政
治
的
省
察
の
き
っ
か
け
を
大
い
に
与
え
て

く
れ
る
。
し
か
し
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
議
論
は
、「
国
制
の
目
的
、
そ
の
維
持
な
い
し
変
更
ば
か
り
に
し
か
目
を
向
け
な
い
粗
野
な
国
家

養
生
法
（Staats-D

iät

）」
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
点
で
満
足
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
自
身
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、

「
ど
の
国
制
の
も
と
で
も
自
ら
を
幸
福
に
し
、
ど
の
統
治
形
態
の
も
と
で
も
民
衆
を
幸
福
に
す
る
こ
と
が
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
」
を

示
す
こ
と
で
あ
）
22
（
る
。
ド
イ
ツ
に
は
そ
の
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
二
つ
の
条
件
が
整
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、

「
そ
れ
ぞ
れ
の
領
邦
が
そ
の
臣
民
た
ち
を
、
彼
ら
が
そ
の
国
制
に
満
足
す
る
よ
う
に
取
り
扱
う
」
こ
と
、
第
二
に
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
領
邦
が
、

他
国
の
維
持
が
自
国
に
利
益
を
与
え
る
こ
と
を
感
じ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
は
、
領
邦
内
部
と
領
邦
同
士
の
政
治
的
関
係
と

い
う
帝
国
全
体
に
跨
が
る
政
治
的
問
題
が
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
彼
は
続
け
て
言
う
。
第
一
の
条
件

を
満
た
す
に
は
、
ド
イ
ツ
諸
侯
が
「
彼
ら
が
主
人
で
あ
っ
た
こ
と
」
を
忘
れ
、「
レ
ガ
ー
リ
エ
ン
の
学
説
全
体
を
改
革
」
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
我
々
の
無
思
慮
な
諸
侯
は
、
彼
ら
の
全
能
の
制
限
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
彼
ら
か
ら
体
の
一
部
を
奪
う

も
の
だ
と
信
じ
て
い
）
23
（
る
」。

　
ま
ず
第
二
の
条
件
に
関
し
て
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
ド
イ
ツ
を
構
成
す
る
各
領
邦
が
他
の
領
邦
を
併
吞
す
る
こ
と
な
く
自
律
し
つ
つ
、
帝

国
の
一
体
性
を
失
わ
な
い
制
度
が
「
真
の
政
治
の
精
神
」
に
適
う
と
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
一
七
八
八
年
に
出
版
さ
れ
た
対

話
篇
『
セ
ウ
テ
ス
』
末
尾
の
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
人
の
物
語
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
プ
ラ
ト
ン
が
物
語
っ
た
ア
ト
ラ
ン

テ
ィ
ス
の
物
語
か
ら
は
大
幅
に
逸
脱
し
）
24
（

て
、
そ
の
架
空
の
歴
史
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
か
つ
て
大
西
洋
上
に
存
在
し
た
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス

王
国
は
、
ア
ト
ラ
ス
な
る
指
導
者
に
率
い
ら
れ
た
民
族
が
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
大
陸
を
征
服
し
て
樹
立
し
た
国
家
だ
っ
た
。
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ

ス
人
は
征
服
し
た
土
地
や
原
住
民
を
互
い
の
間
で
財
産
と
し
て
分
配
し
た
。
し
か
し
ア
ト
ラ
ス
の
没
後
、
分
配
さ
れ
た
土
地
を
自
ら
の
領

土
と
す
る
小
さ
な
王
た
ち
が
多
数
出
現
し
た
。
こ
の
ア
ト
ラ
ス
家
が
数
代
で
断
絶
し
た
頃
、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
人
は
異
民
族
の
攻
撃
に
悩
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ま
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
王
は
独
力
で
は
こ
の
脅
威
に
対
抗
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
同
盟
を
結
ん
で
対
抗
す
る
こ
と
を

決
意
し
）
25
（

た
。

　
そ
の
際
に
作
ら
れ
た
制
度
を
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
「
あ
ら
ゆ
る
王
国
が
見
習
う
べ
き
唯
一
の
モ
デ
ル
」
と
評
さ
せ
て
い
る

が
）
26
（

、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。
同
盟
を
結
ん
だ
小
さ
な
王
た
ち
は
彼
ら
の
共
通
の
元
首
と
し
て
「
上
王
（O

berkönig

）」
を
選

出
し
た
。
彼
に
は
、
王
た
ち
（
以
降
「
下
王
（U

nterkönig

）」
と
も
呼
ば
れ
る
）
の
同
盟
を
維
持
し
、
盟
約
に
違
反
し
た
王
を
再
び
同
盟
に

入
れ
る
義
務
が
あ
り
、
下
王
た
ち
は
こ
の
義
務
へ
の
助
力
を
誓
約
し
た
。
し
か
し
こ
の
「
上
王
」
の
権
力
は
、
他
の
王
が
治
め
る
領
地
で

自
ら
命
令
す
る
権
利
を
持
た
ず
、
己
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
場
合
に
は
退
位
さ
せ
ら
れ
）
27
（

る
と
い
う
点
で
、
制
限
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
下

王
も
ま
た
、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
王
国
共
通
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
権
力
を
制
限
さ
れ
て
い
た
。
人
民
は
こ
の
裁
判
所
に
対
し
て
下
王
を
訴
え

る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
判
決
を
下
王
は
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
し
そ
う
し
な
い
場
合
は
遵
守
を
強
制
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
）
28
（

た
。
こ

の
よ
う
に
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
語
ら
せ
る
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
王
国
の
国
制
は
、
王
国
全
体
の
権
威
と
し
て
の
「
上
王
」
を

戴
き
な
が
ら
、
王
国
を
構
成
す
る
各
地
域
で
は
「
下
王
」
が
実
質
的
な
権
力
を
有
し
、
し
か
も
そ
の
下
王
の
権
力
の
濫
用
が
裁
判
所
に

よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
ド
イ
ツ
帝
国
国
制
を
念
頭
に
置
い
た
描
写
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
上
王
は

皇
帝
、
下
王
は
諸
侯
、
裁
判
所
は
帝
国
最
高
法
院
（Reichskam

m
ergericht

）
お
よ
び
帝
国
宮
内
法
院
（Reichshofrat

）
に
対
応
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
以
上
の
議
論
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
国
制
を
制
限
君
主
政
と
し
て
高
く
評
価
し
た
議
論
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
し
か
し
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
の
物
語
は
単
な
る
ド
イ
ツ
国
制
讃
美
で
は
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
語
る
と
こ
ろ
で
は
「
た
だ
一
つ
の
不
注

意
）
29
（

」
が
王
国
を
危
う
く
隷
属
状
態
に
置
く
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
人
は
上
王
の
権
力
を
制
限
す
る
こ
と
に
は
注
意
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
下
王
た
ち
の
関
係
」
に
注
意
し
な
か
っ
た
。
元
来
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
の
王
た
ち
は
「
私
人
の
よ
う
に
」
他
の
王
国
の
相

続
や
購
入
、
自
ら
の
王
国
の
売
却
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。「
政
治
に
お
い
て
同
意
し
か
ね
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
の
誤
解
さ
れ
た
制
度

に
よ
っ
て
」、
い
く
つ
も
の
王
国
を
束
ね
た
巨
大
な
王
国
が
出
現
し
、
逆
に
相
続
や
贈
与
・
売
却
に
よ
っ
て
規
模
が
大
幅
に
小
さ
く
な
っ
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た
王
国
も
登
場
し
）
30
（
た
。
つ
ま
り
、
王
が
自
ら
の
国
を
私
有
財
産
の
よ
う
に
処
分
す
る
慣
行
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ト

ラ
ン
テ
ィ
ス
王
国
全
体
を
構
成
す
る
下
王
た
ち
の
勢
力
関
係
に
不
均
衡
が
生
じ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
登
場
し
た
巨
大
な
王
国
に
は
様
々
な
政
治
的
弊
害
が
見
ら
れ
た
。
大
き
な
国
で
は
、
役
人
の
数
が
増
え
る
た
め
、
彼
ら
の
職

務
は
王
自
ら
が
把
握
で
き
な
い
ほ
ど
複
雑
化
し
、
ま
た
役
人
の
選
抜
の
際
に
は
人
が
多
い
た
め
「
王
の
寵
臣
や
官
吏
の
提
案
」
に
従
っ
て
、

つ
ま
り
王
自
ら
の
直
接
の
知
識
に
依
ら
ず
に
選
抜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
31
（

い
。
そ
の
た
め
王
が
直
接
統
治
に
携
わ
る
機
会
が
失
わ
れ
る
。
ま

た
臣
民
の
側
も
、
こ
う
し
て
巨
大
化
し
た
王
国
を
恐
れ
た
裁
判
所
が
そ
の
王
に
不
利
な
判
決
を
下
さ
な
く
な
る
こ
と
で
、
勢
力
の
強
い
下

王
の
権
力
の
濫
用
か
ら
保
護
さ
れ
な
く
な
っ
）
32
（

た
。
下
王
た
ち
の
勢
力
が
増
す
と
、
上
王
の
側
も
自
ら
の
地
位
の
世
襲
化
と
絶
対
化
を
試
み

始
め
た
。
こ
の
頃
、
有
力
な
下
王
た
ち
自
身
、
上
王
の
地
位
に
魅
力
を
感
じ
な
く
な
っ
て
い
た
た
め
、
上
王
の
世
襲
に
反
対
し
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
結
局
、
有
力
な
下
王
た
ち
は
上
王
に
対
抗
す
る
べ
く
非
力
な
下
王
と
連
携
を
と
り
始
め
）
33
（

た
。
当
時
の
諸
侯
同
盟
を
あ
か

ら
さ
ま
に
ほ
の
め
か
）
34
（
す
よ
う
な
こ
の
出
来
事
が
言
及
さ
れ
た
後
、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
人
の
物
語
は
、
大
地
震
に
よ
る
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
王

国
の
滅
亡
と
い
う
唐
突
な
終
わ
り
を
迎
え
る
。

　
ミ
ュ
ラ
ー
宛
書
簡
で
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
「
真
の
政
治
の
精
神
」
が
諸
侯
同
盟
に
は
欠
け
て
い
る
と
言
明
し
た
時
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

事
態
を
指
し
て
い
た
の
か
は
以
上
の
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
人
の
物
語
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
国
の
相
続
や
売
買
は
、
バ
イ
エ
ル

ン
継
承
戦
争
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
侯
が
中
世
以
来
常
に
採
用
し
て
い
た
領
土
拡
大
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー

ゼ
フ
二
世
に
よ
る
バ
イ
エ
ル
ン
併
合
に
封
建
法
の
論
理
を
持
ち
出
し
て
反
対
し
）
35
（

た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
も
ま
た
、
一
七
七
九
年
の
テ
シ
ェ

ン
の
講
和
で
、
ア
ン
ス
バ
ッ
ハ
と
バ
イ
ロ
イ
ト
の
相
続
権
を
確
保
し
て
い
）
36
（

た
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
と
っ
て
、
家
領
の
拡
大
に
汲
々
と
す
る

ド
イ
ツ
諸
侯
の
こ
う
し
た
行
動
は
「
真
の
政
治
の
精
神
」
に
反
す
る
も
の
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
。
別
の
論
考
の
表
現
で
言
い
換
え
れ
ば
、

諸
侯
が
「
統
治
者
の
高
貴
な
政
治
」
で
は
な
く
「
所
有
者
の
非
常
に
市
民
的
な
家
政
（O

ekonom
ie

）」
を
実
践
し
て
い
る
こ
と
）
37
（

が
、
ド
イ

ツ
に
お
け
る
「
真
の
政
治
の
精
神
」
の
不
在
を
示
す
現
象
な
の
で
あ
っ
た
。
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㈡
　
諸
侯
の
集
権
化
と
レ
ガ
ー
リ
エ
ン

　
そ
し
て
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
と
っ
て
、「
真
の
政
治
の
精
神
」
の
実
現
を
妨
げ
て
い
る
も
う
一
つ
の
要
因
が
、
諸
侯
が
自
ら
の
領
邦
で
行

う
集
権
化
政
策
や
諸
侯
が
留
保
す
る
特
権
で
あ
る
レ
ガ
ー
リ
エ
ン
で
あ
っ
た
。
現
代
の
法
制
史
研
究
で
は
、
レ
ガ
ー
リ
エ
ン
の
概
念
は

「
最
広
義
に
お
い
て
は
、
貨
幣
鋳
造
権
、
関
税
徴
収
権
、
護
送
権
、
狩
猟
権
、
鉱
業
権
、
採
塩
権
、
市
場
開
設
権
、
ユ
ダ
ヤ
人
保
護
権
等
、

収
益
を
も
た
ら
す
い
っ
さ
い
の
高
権
」
の
こ
と
を
指
）
38
（

す
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
こ
の
レ
ガ
ー
リ
エ
ン
が
皇
帝
や
諸
侯
の
集
権
化
政
策
の
道
具

と
し
て
機
能
し
た
と
捉
え
、
そ
の
こ
と
を
問
題
視
し
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
公
共
の
福
祉
を
実
現
す
る
と
い
う
名
目
の
も
と
、

国
家
構
成
員
の
私
有
財
産
が
君
主
に
よ
っ
て
収
奪
さ
れ
君
主
個
人
の
財
産
と
さ
れ
て
し
ま
う
事
態
は
「
真
の
政
治
の
精
神
」
に
適
っ
て
い

な
い
と
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
は
、
一
七
八
九
年
に
雑
誌
『
新
ド
イ
ツ
・
ム
ゼ
ウ
ム
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
「
貴
族
論
第
）
39
（
一
」
で
詳
し
く
議
論
さ
れ
て
い
る
。

シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
よ
れ
ば
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
時
代
に
は
「
臣
民
の
財
産
を
公
共
の
福
祉
と
い
う
装
い
の
も
と
で
統
治
者
の
財
産
に
す
る

技
術
」、
す
な
わ
ち
「
統
治
術
」
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
万
人
が
財
産
を
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
、
狩
猟
、
漁
業
、

採
石
場
、
金
属
、
増
地
と
い
っ
た
レ
ガ
ー
リ
エ
ン
に
数
え
ら
れ
る
対
象
も
統
治
者
に
奪
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
）
40
（

た
。
し
か
し
こ
の
状
況
は

中
世
盛
期
、
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
の
頃
に
変
化
し
始
め
る
。
彼
は
イ
タ
リ
ア
の
法
学
者
か
ら
公
共
の
福
祉
と
い
う
考
え
方
を
継
承
し
、

各
人
の
財
産
を
国
家
の
目
的
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
統
治
者
の
私
的
な
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
技
術
を
知
っ
た
。
こ
の
考
え
方
は
当
初

は
イ
タ
リ
ア
で
の
み
通
用
し
て
い
た
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
特
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
皇
帝
た
ち
が
対
外
戦
争
の
た
め
に
帝
国
等

族
の
財
産
を
収
用
す
る
た
め
、
公
共
の
福
祉
と
い
う
考
え
方
を
採
用
し
）
41
（
た
。

　
し
か
し
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
よ
る
と
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
統
治
者
は
私
有
財
産
を
収
用
し
て
よ
い
と
い
う
考
え
方
を
ド
イ
ツ
に
蔓
延

さ
せ
た
の
は
ド
イ
ツ
諸
侯
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
領
内
の
住
民
の
財
産
を
収
用
す
る
べ
く
こ
の
考
え
方
を
導
入
す
る
一
方
、
皇
帝
に
よ
っ
て
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自
ら
の
財
産
が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
あ
る
い
は
臣
民
と
同
盟
し
、
あ
る
い
は
「
慣
習
と
時
効
」
を
盾
に
取
り
、
あ
る
い
は
選
挙

協
約
と
帝
国
法
に
よ
っ
て
、
皇
帝
の
権
力
を
制
限
し
た
。
こ
の
試
み
が
成
功
す
る
と
諸
侯
は
領
内
で
こ
の
概
念
を
適
用
し
）
42
（

た
。
そ
れ
が
意

味
す
る
の
は
、
諸
侯
は
「
彼
ら
の
領
邦
に
あ
っ
た
あ
ら
ゆ
る
財
産
を
彼
ら
の
統
治
者
の
権
利
に
、
公
共
の
福
祉
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
、

す
な
わ
ち
彼
ら
の
気
紛
れ
に
し
た
が
っ
て
従
わ
せ
）
43
（
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
公
共
の
福
祉
を
統
治
者
の
「
気
紛
れ
」
と
同

一
視
す
る
決
定
的
な
発
言
が
見
ら
れ
る
。

　
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、「
所
有
権
と
統
治
権
と
の
混
合
物
」
た
る
「
領
邦
高
権
（Landeshoheit

）」
が
成
立

し
た
と
い
う
。
そ
の
帰
結
は
、「
ド
イ
ツ
の
自
由
が
今
や
諸
身
分
の
自
由
で
し
か
な
く
、
臣
民
の
自
由
で
は
ほ
と
ん
ど
な
）
44
（

い
」
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
諸
侯
の
顧
問
官
た
ち
は
、
領
邦
高
権
の
拡
大
を
制
約
す
る
身
分
制
議
会
へ
の
攻
撃
、
そ
の
制
限
や
廃
止
を
自
ら
の

主
君
に
助
言
し
て
い
た
。
こ
の
「
小
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
た
ち
」
は
こ
う
し
て
諸
侯
に
専
制
的
権
力
を
調
達
し
た
わ
け
だ
が
、
彼
ら
は
実
は

「
諸
侯
自
身
の
自
由
が
依
拠
し
て
い
る
ド
イ
ツ
帝
国
国
制
を
諸
侯
が
維
持
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
諸
侯
の
神
経
を
切
断
し
て
い
る
」
こ

と
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
）
45
（

た
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
の
自
由
は
制
限
君
主
政
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
以
上
、
皇
帝
の
権
力
を
諸
侯
が
制
限

す
る
と
と
も
に
、
諸
侯
の
権
力
も
領
邦
諸
身
分
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
諸
侯
や
彼
ら
を
支
え
る
顧

問
官
た
ち
は
、
自
己
利
益
の
た
め
に
皇
帝
の
権
力
は
制
限
し
つ
つ
も
自
ら
は
諸
身
分
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
い
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

そ
れ
は
ド
イ
ツ
国
制
の
精
神
に
反
し
て
い
る
。
こ
れ
が
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
ド
イ
ツ
の
現
状
に
対
し
て
下
し
た
診
断
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
所
見
に
基
づ
い
て
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
、
ド
イ
ツ
諸
侯
は
「
皇
帝
と
国
民
と
の
間
の
中
間
身
分
」
と
し
て
、「
拘
束
の
な

い
ド
イ
ツ
専
制
よ
り
も
制
限
さ
れ
た
ド
イ
ツ
君
主
政
の
ほ
う
が
民
衆
に
と
っ
て
好
ま
し
く
あ
り
続
け
る
た
め
に
全
力
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
提
案
す
）
46
（
る
。
つ
ま
り
同
時
代
の
ド
イ
ツ
政
治
を
改
善
す
る
た
め
の
鍵
と
な
る
の
は
、
諸
侯
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
言
う
よ

う
な
中
間
権
力
と
し
て
の
自
覚
を
持
つ
こ
と
だ
と
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
見
て
い
た
。
諸
侯
が
皇
帝
の
権
力
を
抑
制
す
る
だ
け
で
な
く
、
諸
侯

自
身
も
領
邦
諸
身
分
に
よ
っ
て
権
力
を
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
、「
真
の
政
治
の
精
神
」
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に
適
っ
た
政
治
が
可
能
に
な
る
と
い
う
の
が
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
考
え
で
あ
っ
た
。

三
　
ア
ナ
ー
キ
ー
と
し
て
の
封
建
制

㈠
　
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
封
建
制
論

　
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
『
第
五
書
簡
』
の
前
書
で
、
同
書
や
『
新
ド
イ
ツ
・
ム
ゼ
ウ
ム
』
に
同
時
期
に
寄
稿
し
て
い
た
数
々
の
論
考
の
執
筆

意
図
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
真
の
ド
イ
ツ
の
公
共
精
神
が
息
を
吹
き
返
す
こ
と
は
、
も
し
予
め
一
定
の
政
治
的
概
念
が
全

く
純
粋
な
か
た
ち
で
、
公
平
無
私
に
究
明
さ
れ
流
布
さ
せ
ら
れ
な
い
限
り
期
待
で
き
な
い
」。
逆
に
政
治
的
概
念
が
広
く
巷
間
に
知
れ
渡

る
こ
と
が
な
い
ま
ま
公
共
精
神
が
高
揚
し
て
し
ま
う
と
、「
我
々
が
今
フ
ラ
ン
ス
で
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
こ
と
」
と
同
じ
こ
と
、
す

な
わ
ち
「
際
限
の
な
い
混
乱
と
正
義
へ
の
狂
信
的
熱
意
」
が
生
じ
て
し
ま
）
47
（

う
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
批
判
的
な
視
点
は
別
と
し

て
、
正
し
い
政
治
的
概
念
を
公
衆
に
広
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
真
の
ド
イ
ツ
の
公
共
精
神
」
を
復
活
さ
せ
る
と
い
う
の
が
、
シ
ュ
ロ
ッ

サ
ー
の
執
筆
活
動
を
貫
く
目
的
だ
っ
た
。

　
そ
の
限
り
で
、
封
建
制
の
正
し
い
概
念
を
提
出
し
そ
の
歴
史
的
意
義
を
正
し
く
評
価
す
る
と
い
う
『
立
法
書
簡
』
や
『
第
五
書
簡
』
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
と
っ
て
、「
真
の
ド
イ
ツ
の
公
共
精
神
」
を
蘇
生
さ
せ
る
た
め
の
準
備
作
業
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ

の
た
め
に
は
、
一
八
世
紀
の
多
く
の
文
筆
家
が
共
有
し
て
い
た
封
建
制
の
理
解
や
評
価
を
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
覆
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
特
に
彼
が
槍
玉
に
挙
げ
た
の
が
、
ナ
ポ
リ
の
啓
蒙
主
義
法
学
者
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
ー
リ
、
そ
し
て
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
論
敵
ク
ラ
イ
ン
が

依
拠
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
歴
史
家
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
の
二
人
の
封
建
制
観
を
確
認
す
る
が
、
そ
の

前
に
ま
ず
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
だ
け
で
な
く
彼
ら
も
念
頭
に
置
い
て
い
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
封
建
制
理
解
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
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モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
「
最
も
自
然
な
従
属
的
中
間
権
力
」
は
貴
族
で
あ
り
、
そ
の
存
在
が
君
主
政
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
）
48
（
た
。
そ
し
て

貴
族
の
存
在
を
可
能
に
す
る
の
は
封
建
制
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
政
体
で
は
、
封
地
は
世
襲
と
な
っ
た
。
封
地
の
所
有
者
が
君
公
に
仕

え
う
る
状
態
に
あ
る
た
め
に
は
、
貴
族
身
分
が
一
定
の
財
産
を
も
つ
こ
と
、
つ
ま
り
封
地
が
一
定
の
堅
固
さ
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
っ

た
）
49
（

」。
し
た
が
っ
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
考
え
で
は
、
封
建
貴
族
の
存
在
こ
そ
が
君
主
政
と
専
制
と
を
分
か
つ
本
質
的
な
標
識
な
の
で

あ
る
。

　
そ
の
封
建
制
の
歴
史
は
、『
法
の
精
神
』
第
三
〇
・
三
一
編
で
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
成
立
、
変
容
、
滅
亡
と
関
連
づ
け
な
が
ら
追
跡
さ

れ
る
。
封
建
制
が
果
た
し
た
機
能
に
対
す
る
彼
の
評
価
は
、
封
建
法
は
「
ア
ナ
ー
キ
ー
へ
の
傾
き
と
と
も
に
規
律
を
生
み
出
し
、
秩
序
と

調
和
と
へ
の
傾
向
と
と
も
に
ア
ナ
ー
キ
ー
を
生
み
出
し
）
50
（
た
」
と
い
う
命
題
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
当
時
の
封
建
制

を
め
ぐ
る
議
論
と
の
関
連
で
考
え
れ
ば
、
封
建
制
を
極
端
に
高
く
評
価
す
る
立
場
と
封
建
制
の
正
統
性
を
否
定
す
る
立
場
の
双
方
を
批
判

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
そ
の
学
説
を
「
第
三
身
分
に
対
す
る
陰
）
51
（
謀
」
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
称
し
た
ブ
ー
ラ
ン
ヴ
ィ
リ
エ
は
、

「
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
た
ち
、
特
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
封
建
政
体
（G

ouvernem
ent Féodal

）
の
観
念
を
一
切
持
た
ず
、
特
に
後
者
は
こ

れ
を
彼
の
政
体
の
範
疇
に
は
含
め
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
こ
れ
を
こ
の
分
野
に
お
け
る
人
間
精
神
の
傑
作
を
み
な
す
こ
と
が

で
き
）
52
（

る
」
と
述
べ
て
、
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
が
創
設
し
た
（
と
ブ
ー
ラ
ン
ヴ
ィ
リ
エ
は
み
な
し
）
53
（

た
）
封
建
制
の
意
義
を
称
揚
し
た
。
そ
の
一

方
、
フ
ラ
ン
ス
王
の
集
権
化
政
策
を
支
持
す
る
法
学
者
た
ち
、
例
え
ば
シ
ャ
ル
ル
・
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
封
建
制
に
伴
う
領
主
裁
判
権
を
統
一

的
王
権
に
と
っ
て
の
障
害
と
み
な
し
、
そ
の
正
統
性
を
否
定
し
）
54
（

た
。
前
者
に
対
し
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、「
封
建
政
体
」
が
形
成
さ
れ

た
時
期
を
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
末
期
に
比
定
す
）
55
（

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
封
建
制
と
政
治
的
分
裂
の
親
和
性
を
示
唆
し
た
。
他
方
、
ロ
ワ
ゾ
ー
の
よ

う
な
領
主
裁
判
権
の
正
統
性
を
否
認
す
る
立
場
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
封
地
に
内
在
す
る
権
利
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
）
56
（
た
。
つ
ま
る
と

こ
ろ
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、「
王
権
と
諸
身
分
と
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
は
ま
た
新
た
な
回
復
を
見
出
し
て
い
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

過
程
そ
の
も
）
57
（
の
」
を
記
述
し
よ
う
と
し
た
。
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モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
人
の
も
と
で
す
で
に
、
封
建
制
の
支
柱
の
一
つ
で
あ
る
封
臣
制
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
カ
エ
サ
ル
や
タ
キ
ト
ゥ
ス
が
ゲ
ル
マ
ン
人
の
習
俗
を
記
述
し
た
時
代
、
ゲ
ル
マ
ン
社
会
は
ま
だ
農
業
社
会
で
は
な
か
っ
た
た
め
、

土
地
で
は
な
く
馬
、
武
器
、
食
事
が
封
臣
へ
の
報
酬
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
）
58
（
た
。
し
た
が
っ
て
、
封
臣
に
与
え
ら
れ
た
土

地
と
い
う
意
味
で
の
封
地
の
起
源
は
、
フ
ラ
ン
ク
人
が
ガ
リ
ア
を
征
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
土
地
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
首
長
が
封
臣
た
ち

に
分
配
し
出
し
た
時
代
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
、
封
地
は
ま
だ
世
襲
財
産
と
は
み
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
封
主
が
任
意
に
奪
う

こ
と
の
で
き
る
財
産
で
あ
っ
）
59
（
た
。

　
し
か
し
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
末
期
以
降
に
封
地
の
性
質
に
生
じ
た
変
化
が
、
王
権
の
弱
体
化
を
招
き
、
徐
々
に
「
封
建
的
君
主
）
60
（

政
」
を
準
備

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
第
一
が
、
自
由
人
の
地
位
の
変
化
で
あ
る
。
自
由
人
が
自
ら
の
所
有
す
る
土
地
を
国
王
に
与
え
、
こ
れ
を
国

王
か
ら
封
地
と
し
て
受
け
取
る
慣
行
が
広
ま
っ
）
61
（

た
。
第
二
の
変
化
が
封
地
の
世
襲
の
確
立
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
実
質
的
な
権
力
が

宮
宰
の
手
に
移
っ
た
時
代
に
す
で
に
、
封
地
の
世
襲
が
始
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
事
態
を
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
「
国
王
が
絶
え
ず
報
償
を
与

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
国
制
そ
の
も
の
」
の
内
在
的
帰
結
と
み
な
し
て
い
）
62
（

る
。
そ
れ
が
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
末
期
以
降
一
般

化
し
、
伯
の
よ
う
な
官
職
も
封
地
と
同
じ
く
世
襲
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国
王
直
属
封
臣
の
大
部
分
が
王
と
の
結
び
つ
き

を
失
い
、
王
の
直
接
の
部
下
と
し
て
自
由
人
を
指
揮
し
た
伯
が
自
由
人
と
王
と
の
結
び
つ
き
を
断
ち
切
る
よ
う
に
な
っ
）
63
（

た
。
そ
し
て
最
後

に
、
国
王
に
直
属
す
る
封
臣
が
そ
の
封
地
か
ら
自
ら
の
封
臣
に
与
え
た
土
地
、
す
な
わ
ち
復
封
地
（arrière-fief

）
の
世
襲
が
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
）
64
（

た
。
以
上
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。「
封
地
の
世
襲
性
と
復
封
地
の
一
般
的

成
立
と
が
、
政
治
的
政
体
（gouvernem

ent politique

）
を
消
し
去
り
、
封
建
政
体
を
形
成
し
た
。
国
王
は
、
か
つ
て
有
し
て
い
た
封
臣
の

無
数
の
大
群
の
代
わ
り
に
、
も
は
や
若
干
の
封
臣
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、
他
の
者
は
彼
ら
に
従
属
し
た
。
国
王
は
直
接
的
な
権
威
を
も
は

や
ほ
と
ん
ど
持
た
な
く
な
っ
）
65
（

た
」。
こ
の
よ
う
な
「
ア
ナ
ー
キ
ー
」
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
が
ユ
ー
グ
・
カ
ペ
ー
の
即
位
で
あ
っ
）
66
（

た
。
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㈡
　
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
ー
リ
の
封
建
制
理
解

　
こ
う
し
た
歴
史
叙
述
は
、
封
建
制
が
ア
ナ
ー
キ
ー
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
理
解
と
も
十
分
に
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

『
法
の
精
神
』
以
降
も
、
絶
対
主
義
を
支
持
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
封
建
制
の
成
立
は
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
有
力
な
公
職
者
に
よ
る
権

威
の
簒
奪
が
原
因
で
あ
り
、
そ
れ
が
政
治
秩
序
の
解
体
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
理
解
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
ど
ま
ら
ず
一
八
世
紀
の
多
く
の

歴
史
家
の
共
通
意
見
と
な
っ
た
。
こ
の
見
解
を
簡
潔
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
『
カ
ー
ル
五
世
の
治
世

の
歴
史
』
で
あ
る
。
こ
の
著
書
に
付
さ
れ
た
長
大
な
序
論
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
社
会
の
進
歩
の
概
観
」
で
彼
は
、
封
建
制
（Feudal 

system

）
が
確
立
さ
れ
る
と
、「
人
々
が
社
会
か
ら
引
き
出
せ
る
と
期
待
す
る
利
益
の
一
切
を
大
々
的
に
破
壊
す
る
普
遍
的
ア
ナ
ー

キ
）
67
（

ー
」
が
支
配
的
に
な
っ
た
と
主
張
す
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
よ
れ
ば
お
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
元
来
定
住
生
活
を
営
ま
な
か
っ
た
ゲ
ル
マ
ン
人
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
属
州
を
征
服
し
た
あ
と
初
め
て
、
土
地
所
有
の
観
念
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
段
階
で
、
土
地
所
有
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
存
在
し
た
。
一
つ
は
、
自
由
人
が
所
有
す
る
自
由
地
で
あ
る
。
そ
の
所
有

者
は
、
こ
の
土
地
を
任
意
に
処
分
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
遺
産
と
し
て
子
供
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
「
完
全
所
有

権
」
を
享
受
し
た
。
し
か
し
、
被
征
服
民
族
の
反
乱
や
他
の
ゲ
ル
マ
ン
人
部
族
に
よ
る
攻
撃
の
恐
れ
を
痛
感
し
た
自
由
人
た
ち
は
、
武
装

し
て
共
同
体
の
防
衛
に
参
加
す
る
義
務
を
（
暗
黙
の
う
ち
に
）
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
）
68
（

た
。
も
う
一
つ
が
、
王
や
首
長
の
封
臣
に
授
与

さ
れ
た
恩
貸
地
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
自
由
地
と
恩
貸
地
と
の
相
違
を
、
土
地
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
義
務
の
相
違
に
求
め

た
。
す
な
わ
ち
、
自
由
地
は
そ
の
所
有
者
に
共
同
体
に
奉
仕
す
る
義
務
（
軍
役
）
を
課
す
の
に
対
し
て
、
恩
貸
地
は
そ
の
所
有
者
に
、
彼

ら
に
そ
の
土
地
を
与
え
た
人
物
に
対
す
る
「
人
格
的
奉
仕
と
誠
実
」
を
果
た
す
義
務
を
課
）
69
（
す
。
ま
た
恩
貸
地
が
君
寵
が
続
く
間
だ
け
封
臣

に
授
与
さ
れ
て
い
た
時
代
に
は
、
君
主
（
封
主
）
は
そ
の
土
地
に
対
す
る
所
有
権
を
留
保
し
、
封
臣
に
は
「
用
益
権
」
の
み
を
与
え
）
70
（

た
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
所
有
の
形
態
は
長
く
続
か
ず
、「
強
力
な
国
王
直
参
封
臣
は
す
ぐ
さ
ま
、
当
初
は
純
粋
に
恩
恵
的
で
あ
り
、
王
の
寵
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愛
が
続
く
間
だ
け
贈
与
さ
れ
て
い
た
土
地
の
譲
渡
を
一
生
涯
有
効
と
す
る
保
証
を
強
請
り
と
っ
た
。
彼
ら
は
こ
れ
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、

そ
う
し
た
土
地
を
世
襲
財
産
に
転
換
さ
せ
る
よ
う
説
き
伏
せ
）
71
（

た
」。
こ
の
よ
う
な
「
簒
奪
の
精
）
72
（

神
」
に
取
り
憑
か
れ
た
封
臣
た
ち
は
、
官

職
を
世
襲
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
民
事
刑
事
双
方
の
裁
判
権
、
貨
幣
鋳
造
権
、
私
戦
を
行
う
権
利
を
手
に
入
れ
）
73
（
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
生

じ
た
ア
ナ
ー
キ
ー
を
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
。

政
治
的
服
従
の
観
念
は
ほ
ぼ
完
全
に
消
滅
し
、
封
建
的
臣
従
の
外
観
が
ご
く
わ
ず
か
し
か
残
ら
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
巨
大

な
権
力
を
獲
得
し
た
貴
族
た
ち
は
、
自
ら
を
臣
民
と
み
な
す
こ
と
を
拒
絶
し
た
。
彼
ら
は
独
立
す
る
こ
と
を
公
然
と
切
望
し
た
。
国
制
を
な
す
主
要
な

構
成
員
た
ち
を
王
権
と
結
び
つ
け
る
紐
帯
は
解
か
れ
た
。
名
称
と
範
囲
に
お
い
て
重
要
な
王
国
は
、
そ
れ
が
抱
え
る
強
力
な
領
主
と
同
数
の
様
々
な
公

国
に
分
裂
し
）
74
（

た
。

　
封
建
制
を
ア
ナ
ー
キ
ー
と
同
一
視
す
る
こ
の
よ
う
な
歴
史
理
解
に
依
拠
し
た
う
え
で
、
封
建
制
を
克
服
し
た
一
八
世
紀
に
お
い
て
ロ
ー

マ
法
に
代
わ
る
新
た
な
法
典
を
編
纂
す
る
準
備
が
整
っ
た
と
い
う
見
通
し
を
披
瀝
し
た
の
が
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
ー
リ
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

封
建
制
と
は
、「
国
家
を
多
く
の
小
国
家
に
、
主
権
を
多
く
の
小
主
権
に
細
分
化
す
る
一
種
の
政
体
（Regierung

）」
で
あ
）
75
（

る
。
こ
の
政
体

に
内
在
す
る
弊
害
を
彼
は
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

こ
の
体
制
は
王
権
か
ら
分
割
で
き
な
い
大
権
を
分
離
し
、
権
力
の
行
使
を
分
配
す
る
の
で
は
な
く
、
権
力
を
分
割
し
、
分
裂
さ
せ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
譲

渡
す
る
。
そ
れ
は
社
会
の
紐
帯
を
よ
り
堅
く
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
引
き
裂
く
。
そ
れ
は
国
民
に
唯
一
の
国
王
で
は
な
く
多
く
の
暴
君
を
与
え
、
悪

を
防
ぐ
た
め
に
堤
防
を
置
く
の
で
は
な
く
、
国
王
が
善
を
行
う
こ
と
に
多
く
の
障
害
を
設
け
、
君
主
と
国
民
の
間
に
地
歩
を
占
め
て
一
方
の
手
で
一
方

の
権
利
を
簒
奪
し
、
他
方
の
手
で
他
方
を
抑
圧
す
る
非
常
に
強
力
な
団
体
を
国
民
に
与
え
る
。
要
す
る
に
こ
の
体
制
は
、
不
安
定
な
貴
族
政
を
分
割
さ
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れ
た
専
制
と
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
主
政
体
が
機
能
し
な
い
君
主
政
の
完
全
な
従
属
、
そ
し
て
自
由
国
家
の
自
由
を
伴
わ
な
い
自
由
国
家

の
不
安
定
要
因
の
全
て
を
後
に
残
す
の
で
あ
）
76
（
る
。

　
つ
ま
り
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
ー
リ
に
と
っ
て
、
封
建
制
は
国
家
権
力
の
分
裂
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
封
建
貴
族
が
恣
意
的
な
権
力
行
使
を

制
限
す
る
ど
こ
ろ
か
国
民
を
抑
圧
す
る
政
治
体
制
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
巨
大
な
封
建
制
と
い
う
建
物
を
取
り
壊
さ
な
い
限

り
、
法
学
の
有
益
な
改
良
を
望
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
け
れ
ど
も
、
君
主
た
ち
が
「
法
律
の
良
さ
は
あ
ら
ゆ
る
事
情
の
画
一
性
と
不

可
分
で
あ
る
こ
と
」
を
認
識
し
、
強
力
な
王
権
（「
専
制
」）
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
国
で
「
封
建
的
ア
ナ
ー
キ
ー
」
を
放
逐
し
、
一
方

「
習
俗
」
が
王
権
を
温
和
に
し
）
77
（

た
今
（
一
八
世
紀
末
）
こ
そ
、
従
来
の
法
律
を
改
善
す
る
見
通
し
が
開
け
て
き
た
。
こ
れ
が
フ
ィ
ラ
ン
ジ

エ
ー
リ
の
認
識
だ
っ
た
。

四
　
自
由
の
秩
序
と
し
て
の
封
建
制

㈠
　
封
地
の
定
義

　
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
封
建
制
の
歴
史
的
理
解
は
専
制
の
擁
護
に
直
結
す
る
も
の
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め

彼
は
、
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
ー
リ
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
全
国
三
部
会
の
権
威
を
ボ
ダ
ン
的
な
主
権
概
念
に
よ
っ
て
否
定
す
る
「
高
等
法
院
長
エ

ノ
ー
の
弟
子
」
と
呼
）
78
（

ぶ
。
そ
し
て
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
ー
リ
を
好
ん
で
受
容
し
法
典
編
纂
を
支
持
す
る
同
時
代
人
に
対
し
て
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
、

彼
ら
は
結
局
専
制
の
確
立
に
努
め
て
い
る
と
批
判
し
た
。
彼
ら
が
法
典
編
纂
を
支
持
す
る
の
は
、「
こ
の
哲
学
者
た
ち
は
常
に
統
治
機
械

（Regierungs-M
aschine

）
お
よ
び
法
律
の
単
純
化
の
こ
と
し
か
話
題
に
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
単
純
化
さ
れ
た
体
系
は
と
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て
も
巧
み
に
専
制
を
促
進
で
き
る
か
ら
で
あ
）
79
（
る
」。
法
典
編
纂
と
は
法
律
の
単
純
化
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
単
純
化
が
専
制
に
都
合
よ
く
働

く
と
い
う
主
張
を
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
か
ら
引
き
出
し
た
。『
法
の
精
神
』
に
登
場
す
る
命
題
「
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
人

間
が
よ
り
絶
対
的
に
な
ろ
う
と
す
る
と
き
、
彼
は
ま
ず
法
律
を
単
純
化
し
よ
う
と
考
え
る
。
か
か
る
国
家
に
お
い
て
は
、
全
く
か
え
り
み

ら
れ
な
い
臣
民
の
自
由
よ
り
、
個
々
の
不
都
合
さ
の
方
が
強
く
感
じ
ら
れ
始
め
）
80
（
る
」
は
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
と
っ
て
、
法
律
の
単
純
化
に

対
す
る
批
判
の
論
拠
と
し
て
機
能
し
た
。

　
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
ー
リ
を
筆
頭
と
す
る
「
単
純
化
」
論
者
の
誤
り
は
、
自
然
を
研
究
す
る
の
と
同
じ
態
度
を

国
家
の
研
究
に
も
持
ち
込
む
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
自
然
の
場
合
と
同
様
、「
政
治
社
会
と
い
う
機
械
」
に
も
単
純
さ
を
見
出

そ
う
と
す
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、「
こ
の
機
械
を
作
動
さ
せ
る
バ
ネ
」
が
単
純
で
は
あ
り
え
な
い
ほ
ど
国
家
の
目
的
は
複
雑
で
あ
る
こ
と

を
認
識
で
き
て
い
な
）
81
（

い
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
「
公
共
の
福
祉
」
を
国
家
目
的
と
し
て
定
義
す
る
当
時
の
通
常
の
論
法
自
体
を
拒
否
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
目
的
が
一
義
的
に
定
義
で
き
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
方
の
主
張
を
掘
り
崩
そ
う
と
す
る
。「
公

共
の
福
祉
は
際
限
な
く
多
様
な
構
成
要
素
の
混
合
物
で
あ
る
。
こ
の
構
成
要
素
の
数
と
多
様
さ
が
最
大
で
あ
る
国
家
が
最
も
幸
福
で

あ
）
82
（
る
」。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
と
っ
て
、
専
制
を
予
防
し
つ
つ
こ
の
よ
う
な
多
様
性
を
提
供
で
き
る
政
治
体
制
が
「
巧
み
に
整
備
さ
れ
た
封

建
）
83
（

制
」
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
見
解
を
根
拠
づ
け
る
た
め
の
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
工
夫
は
、
彼
の
封
地
の
定
義
に
見
ら
れ
る
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
、
封
建
制
の

根
幹
を
な
す
封
地
（Lehen

）
の
主
た
る
特
徴
を
、「
国
家
の
不
動
産
の
一
部
が
、
臣
民
の
あ
る
階
層
に
、
用
益
財
産
と
し
て
の
み
与
え
ら

れ
る
け
れ
ど
も
、
直
接
所
有
権
は
国
家
に
留
保
さ
れ
る
」
こ
と
と
す
）
84
（

る
。
こ
の
定
義
で
特
徴
的
な
の
は
、
専
ら
所
有
権
の
観
点
か
ら
封
地

が
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
Ｒ
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
封
建
制
の
本
質
か
ら
家
産
裁
判
権
や
人
的
な
従
属

関
係
を
取
り
除
い
た
こ
と
に
鑑
み
て
、
彼
の
封
建
制
概
念
を
「
単
な
る
土
地
の
所
有
秩
序
」
と
特
徴
づ
け
て
い
）
85
（

る
。

　
と
は
い
え
こ
の
定
義
が
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
が
強
調
し
た
よ
う
な
封
臣
の
封
主
に
対
す
る
人
格
的
従
属
関
係
を
極
力
排
除
す
る
内
容
を
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持
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
ク
ラ
イ
ン
に
よ
る
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
批
判
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ク
ラ
イ
ン
は
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
封
建
制
論
に
依
拠
し
て
、「
封
建
制
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
公
共
の
福
祉
の
理
念
を
個
人
的
従
属
の
理
念

に
取
り
換
え
、
官
職
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
を
、
固
有
の
権
利
に
変
容
さ
せ
る
と
い
う
点
に
あ
）
86
（
る
」
と
考

え
た
。
し
た
が
っ
て
彼
に
と
っ
て
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
封
地
の
定
義
は
通
説
に
反
す
る
奇
妙
な
定
義
で
し
か
な
か
っ
た
。「
封
建
法
の
ど

の
教
本
に
も
、
封
地
と
は
、
そ
の
保
有
者
が
彼
を
保
護
す
る
封
主
に
対
し
て
、
保
護
と
引
き
換
え
に
特
別
な
敬
意
と
誠
実
を
捧
げ
る
こ
と

を
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、
保
有
者
に
利
用
が
認
め
ら
れ
た
物
件
の
こ
と
で
あ
る
と
書
い
て
あ
）
87
（
る
」。
封
臣
の
封
主
に

対
す
る
誠
実
義
務
を
重
視
す
る
ク
ラ
イ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
封
建
制
は
「
封
臣
に
は
、
封
主
の
眼
前
で
唾
を
吐
い
た
り
、
咳
を
し
た
り
、
く

し
ゃ
み
を
し
た
り
、
鼻
を
か
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
封
臣
が
直
立
し
て
い
な
か
っ
た
り
ハ
エ
を
払
っ
た

り
す
る
場
合
、
彼
は
処
罰
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
」
を
真
面
目
な
法
的
問
題
と
し
て
扱
う
よ
う
な
、
不
合
理
な
過
去
の
遺
物

で
し
か
な
か
っ
）
88
（
た
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
個
人
的
な
従
属
関
係
を
排
除
し
た
あ
り
方
を
封
建
制
の
真
の
姿
だ
と
考
え
て
い
た
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
と
っ
て
は
、
む

し
ろ
封
建
制
こ
そ
が
封
臣
の
国
家
全
体
に
対
す
る
服
従
を
可
能
に
す
る
制
度
で
あ
っ
た
。
次
の
一
節
は
そ
の
よ
う
な
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
考

え
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

も
し
も
っ
と
早
く
、
ド
イ
ツ
人
が
、
封
地
と
帝
国
直
轄
領
（Reichs-D

om
ainen

）
の
授
与
に
皇
帝
の
権
利
を
制
限
し
、
皇
帝
選
挙
権
を
定
め
、
封
地

の
分
配
を
定
め
、
同
時
に
封
地
が
或
る
人
間
に
過
度
に
集
中
す
る
こ
と
を
予
防
し
て
お
け
ば
、
も
し
も
っ
と
早
く
ド
イ
ツ
人
が
、
構
成
諸
国
と
帝
国
全

体
の
利
害
が
関
わ
る
権
利
、
例
え
ば
関
税
権
、
貨
幣
鋳
造
権
、
商
業
封
鎖
権
、
河
川
交
通
制
限
権
な
ど
が
個
別
国
家
に
授
け
ら
れ
る
こ
と
を
禁
止
し
て

お
け
ば
、
も
し
ド
イ
ツ
人
が
選
出
さ
れ
た
皇
帝
に
、
帝
国
直
轄
領
で
満
足
し
、
相
続
者
の
い
な
い
封
土
お
よ
び
特
権
を
不
当
に
取
得
し
な
い
よ
う
に
強

要
し
て
お
け
ば
、
も
し
ド
イ
ツ
人
が
も
っ
と
早
く
、
帝
国
統
治
院
（Reichsregim

e

）
89
（nt

）
を
設
立
し
、
設
立
さ
れ
た
統
治
院
を
帝
国
法
廷
に
部
分
的
に
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縮
小
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
統
治
院
お
よ
び
皇
帝
に
依
存
す
る
帝
国
裁
判
所
を
設
置
し
て
お
け
ば
、
も
し
ド
イ
ツ
人
が
、
帝
国
領
邦
の
地
方
行
政
職

が
封
土
と
し
て
授
け
ら
れ
、
売
却
さ
れ
、
質
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
禁
止
し
て
お
け
ば
、
要
す
る
に
、
も
し
ド
イ
ツ
人
が
、
封
地
所
有
権

（lehnbares Eigenthum

）
を
各
人
に
保
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
政
治
体
全
体
に
依
存
せ
し
め
、
目
立
っ
た
優
越
が
何
ら
生
じ
え
な
い
よ
う
な

関
係
に
封
地
所
有
権
を
保
つ
法
律
を
通
じ
て
、
封
建
制
の
真
の
精
神
を
し
っ
か
り
と
捕
ま
え
て
い
れ
ば
、
こ
う
し
た
封
建
制
は
、
自
由
で
幸
運
な
国
民

が
望
む
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
う
ち
最
良
の
政
府
を
描
き
出
す
だ
ろ
）
90
（

う
。

つ
ま
り
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
と
っ
て
、「
封
建
制
の
真
の
精
神
」
は
、
封
地
の
直
接
所
有
権
が
国
家
に
留
保
さ
れ
る
一
方
で
用
益
権
が
封
臣

に
帰
属
す
る
と
い
う
分
割
所
有
権
の
制
度
を
通
じ
て
、
封
臣
の
国
家
全
体
に
対
す
る
服
従
を
確
保
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の
精
神
が
実
現
さ

れ
る
な
ら
ば
、
封
臣
の
封
主
に
対
す
る
個
人
的
な
従
属
関
係
に
よ
っ
て
国
家
全
体
が
解
体
の
危
機
に
瀕
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
ク
ラ
イ
ン

が
強
調
す
る
脅
威
は
除
去
さ
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
の
が
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
考
え
で
あ
っ
た
。

　
要
す
る
に
、
封
建
制
は
封
主
に
対
す
る
無
制
限
な
従
属
で
は
な
く
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
言
う
よ
う
な
君
主
の
権
力
を
制
限
す
る
身
分

集
団
を
構
成
す
る
と
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
封
建
制
は
「
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
い
う
理
由
に
よ
っ
て
説
得
さ
れ
た
私
が
、

専
制
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
君
主
政
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
貴
族
」
を
誕
生
さ
せ
る
。
用
益
権
と
い
う
形
態
で
封
地
を
所
有

す
る
貴
族
は
、
世
襲
の
封
地
に
よ
っ
て
「
統
治
者
か
ら
独
立
し
た
生
活
基
盤
」
を
獲
得
す
る
。
そ
れ
が
あ
る
お
か
げ
で
貴
族
は
、
自
ら
の

生
活
を
保
障
す
る
国
制
を
君
主
に
対
抗
し
て
で
も
守
る
よ
う
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
）
91
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
君
主
の
権
力
が
恣
意
的
に

行
使
さ
れ
る
専
制
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
分
割
所
有
権
に
よ
っ
て
国
家
全
体
と
結
び
つ
き
つ
つ
、
君
主
個
人
の
裁
量
で
封
地
が
分
配
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
な
、「
封
建
制
の
真
の
精
神
」
に
か
な
っ
た
制
度
が
必
要
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
封
地
の
自
由
地
化
も
し
く
は
自
由
地
の
封
地
へ
の
変
更
と
同
様
に
、
封
地
の
授
与
は
統
治
者
の
意
志
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
さ
れ
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
貴
族
の
み
が
こ
の
封
地
に
対
す
る
権
利
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
授
爵
さ
れ
た
市
民
で
あ
っ
て
も
、
身
分
制
議
会
を
構
成
す
る
貴
族

（landständischer Adel

）
の
大
部
分
に
よ
る
同
意
が
な
け
れ
ば
、
封
地
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
て
は
な
ら
な
い
。
封
地
そ
の
も
の
は
、
ど
ん
な
優

位
も
危
惧
す
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
均
等
に
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
封
地
が
一
人
の
人
格
に
、
そ
し
て
一
つ
の
封
地
が
多

く
の
人
格
に
帰
属
し
て
は
な
ら
な
い
。
封
地
を
保
有
す
る
貴
族
は
営
業
か
ら
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
92
（

い
。

　
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
「
封
建
制
の
真
の
精
神
」
に
か
な
っ
た
土
地
所
有
の
制
度
を
以
上
の
よ
う
に
描
き
出
す
一
方
で
、
同
時
代
に
フ
ラ
ン

ス
で
登
場
し
て
い
た
国
民
議
会
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
な
身
分
制
議
会
論
を
封
建
制
と
関
連
づ
け
て
展
開
す
る
。「
領
邦
議
会
に
は
、
封

地
保
有
者
の
み
が
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
出
席
者
の
全
員
は
、
集
合
的
投
票
権
し
か
、
そ
し
て
特
定
の
問
題
に
関
し
て
し

か
拒
否
権
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
と
と
も
に
、
自
治
体
（M

unizipalitäten

）
が
領
邦
議
会
に
お
い
て
同
じ
く
集
合
的
に
投
票
し
、

そ
し
て
特
定
の
問
題
に
関
し
て
も
拒
否
権
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
全
員
が
等
し
く
、
国
家
の
負
担
を
担
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
）
93
（

い
」。

　
身
分
制
議
会
の
存
在
が
政
治
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
政
論
家
と
し
て
活
動
し
始
め
た
当
初
か
ら
抱

い
て
い
た
確
信
で
あ
っ
た
。「
身
分
制
議
会
な
く
し
て
国
の
持
続
的
な
幸
福
な
し
」。
さ
ら
に
こ
の
議
会
は
貴
族
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
身

分
か
ら
も
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
が
国
の
議
会
（Landtag

）
に
代
弁
者
を
有
す
る
と
こ
ろ
で
の
み
、
持
続

的
な
福
祉
と
祖
国
愛
が
あ
り
う
）
94
（
る
」。
し
か
し
こ
う
し
た
議
論
は
、
封
建
制
に
依
拠
し
た
身
分
制
議
会
論
で
あ
っ
て
、
同
時
代
に
フ
ラ
ン

ス
で
登
場
し
て
い
た
よ
う
な
国
民
議
会
を
志
向
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
や
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
ー
リ
に
対
抗
し
て
、
あ
る
い
は
封
建
制
に
ア
ナ
ー
キ
ー
に
向
か
う
傾

向
性
を
認
め
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
よ
り
も
、
封
建
制
の
歴
史
的
意
義
を
強
調
す
る
。
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そ
し
て
こ
の
封
建
制
を
公
平
に
判
定
し
、
我
々
の
国
制
に
そ
れ
が
及
ぼ
し
た
影
響
を
正
し
く
認
識
す
る
者
は
、
私
が
思
う
に
、
次
の
こ
と
を
見
過
ご
す

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
昔
の
ほ
ぼ
あ
ら
ゆ
る
皇
帝
の
専
制
に
対
す
る
最
良
の
守
り
を
我
々
は
封
建
制
に
負
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、

例
え
封
建
制
の
も
と
で
ド
イ
ツ
が
時
に
一
種
の
ア
ナ
ー
キ
ー
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
（
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
自
由
国
家
が
懸
念
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
危
険
で
あ
る
）、
こ
の
悪
の
原
因
は
こ
の
体
制
の
よ
り
良
い
組
織
の
欠
如
に
の
み
帰
さ
れ
、
体
制
自
体
に
と
っ
て
は
本
質
的
で
は
な
く
、

そ
れ
と
同
じ
く
ま
さ
に
封
建
制
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
惨
め
な
情
勢
に
あ
っ
て
も
ド
イ
ツ
は
何
度
も
救
わ
れ
、
昔
か
ら
の
歩
み
に
戻
さ
れ
て
き
た
と
い

う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
）
95
（

る
。

㈡
　
反
事
実
的
モ
デ
ル
と
し
て
の
封
建
制

　
も
と
よ
り
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
、
封
建
制
が
果
た
し
た
専
制
の
抑
制
機
能
を
力
説
す
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
封
建
制
が
歴
史
上
完
全
な

か
た
ち
で
実
現
さ
れ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。
封
建
制
は
フ
ラ
ン
ク
人
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
に
「
本
能
」
に
よ
っ
て
吹
き
込
ま
れ
た
。
し

か
し
、不

幸
な
こ
と
に
こ
の
本
能
の
作
用
は
、
ク
ロ
ー
ヴ
ィ
ス
の
時
代
の
あ
と
す
ぐ
に
止
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
英
知
が
、
こ
れ
ま
で
自
ら
の
弾
み
で
働
き

を
維
持
で
き
た
眠
り
つ
つ
あ
る
本
能
の
作
品
に
形
を
与
え
、
法
律
に
よ
っ
て
養
成
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
英
知
は
フ
ラ
ン
ク
人
に
お
い
て

は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
で
き
な
か
っ
た
。
も
し
英
知
が
あ
れ
ば
、
英
知
が
ク
ロ
ー
ヴ
ィ
ス
の
跡
継
ぎ
た
ち
の
生
ま
れ
つ
き
の
不
適
格
を
改
善
す

る
か
、
少
な
く
と
も
彼
ら
に
よ
っ
て
こ
の
体
制
が
、
第
一
家
系
の
強
力
な
宮
宰
た
ち
の
も
と
で
破
壊
さ
れ
た
ほ
ど
破
壊
さ
れ
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
て

い
た
だ
ろ
う
。
結
局
、
多
く
の
点
で
い
み
じ
く
も
大
帝
と
呼
ば
れ
る
カ
ー
ル
が
こ
の
体
制
を
完
全
な
破
滅
の
危
機
に
晒
し
た
の
で
あ
）
96
（

る
。

そ
し
て
封
建
制
を
整
備
す
る
べ
き
「
英
知
」
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
各
王
朝
の
も
と
で
も
姿
を
見
せ
な
か
っ
た
。「
し
た
が
っ
て
、
封
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建
制
そ
の
も
の
か
ら
、
我
々
の
哲
学
者
た
ち
や
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
ー
リ
が
不
当
に
も
こ
の
体
制
に
原
因
を
帰
す
当
時
の
不
幸
が
生
じ
た
わ
け

で
は
な
）
97
（

い
」。

　
以
上
の
発
言
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
封
建
制
擁
護
の
論
陣
を
張
っ
た
時
、
彼
が
採
用
し
た
戦
略
は
、
ロ
バ
ー
ト

ソ
ン
や
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
ー
リ
が
言
う
よ
う
な
中
世
に
見
ら
れ
た
様
々
な
政
治
的
弊
害
の
原
因
を
封
建
制
以
外
の
要
素
に
求
め
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
よ
れ
ば
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
末
期
の
政
治
的
混
乱
の
原
因
は
、「
宮
宰
の
権
力
が
拡
大
す
る
以
前
の
第
一
家

系
の
王
た
ち
の
不
適
格
」
で
あ
っ
た
。「
ま
さ
に
こ
の
不
適
格
が
自
由
な
自
由
地
保
有
者
た
ち
を
絶
望
さ
せ
、
そ
の
た
め
彼
ら
は
、
伯
と

公
か
ら
離
れ
、
封
臣
お
よ
び
聖
職
者
の
庇
護
下
に
入
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
こ
の
不
適
格
が
、
国
王
よ
り
も
国
民
に
従
属
し
て

い
た
宮
宰
た
ち
が
王
領
地
を
横
領
し
た
り
、
他
人
に
委
ね
引
き
渡
し
た
り
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
）
98
（
た
」。
ま
た
カ
ペ
ー
朝
の
も
と
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
王
の
「
貪
欲
」
が
「
王
国
の
第
一
の
基
本
法
を
空
洞
化
し
、
王
の
権
力
を
完
全
に
自
立
さ
せ
よ
う
と
し
）
99
（

た
」。
フ
ラ
ン
ク
王
国

な
い
し
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
カ
ペ
ー
朝
の
政
治
的
混
乱
の
原
因
が
王
権
の
側
に
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
中
世
貴
族
の
狼
藉
の
原
因
も
ま

た
封
建
制
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
。「
中
世
に
お
い
て
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
の
貴
族
が
常
に
剣
を
手
に
握
っ
て

強
奪
し
、
人
を
殺
し
、
略
奪
し
た
と
い
う
の
は
、
封
建
制
の
帰
結
で
は
な
く
、
抑
圧
者
と
被
抑
圧
者
と
の
闘
争
の
結
果
、
も
し
く
は
時
代

の
習
俗
の
結
果
、
も
し
く
は
あ
ら
ゆ
る
法
律
、
裁
判
所
、
施
設
の
欠
如
の
結
果
で
あ
っ
）
100
（

た
」。
し
た
が
っ
て
、
中
世
に
は
実
際
様
々
な
弊

害
が
生
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
封
建
制
の
真
の
精
神
」
と
は
関
係
が
な
い
事
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
い
う
封
建
制
と
は
、
過
去
の
い
つ
か
の
時
期
に
十
全
に
実
現
さ
れ
た
制
度
の
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
種
の

反
事
実
的
な
モ
デ
ル
で
あ
る
。
以
上
が
示
す
よ
う
に
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
そ
れ
自
体
も
、
彼
に
と
っ
て
は
完
全
な
意
味
で
の
封
建
制
で
は

な
く
、
本
来
な
さ
れ
る
べ
き
改
革
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
封
建
制
を
完
全
に
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
封
建
制
の
意
義
を
全
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
同
時
代
の
歴
史
理
解
は
誤
り
で
あ
り
、
む
し
ろ
専
制
を
助
長
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
確
信
し
て
い
た
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
、
封
建
制
を
ア
ナ
ー
キ
ー
と
同
一
視
す
る
よ
う
な
同
時
代
の
通
説
に
対
抗
し
て
封
建
制
擁
護
の
論



法学政治学論究　第123号（2019.12）

150

陣
を
張
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
真
の
政
治
の
精
神
」、「
真
の
ド
イ
ツ
の
公
共
精
神
」
を
ド
イ
ツ
人
に
認
識
さ
せ
る
と
い
う
の
が
、

シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
勃
発
と
同
時
期
に
展
開
し
た
封
建
制
擁
護
の
目
的
で
あ
っ
た
。

五
　
結
　
論

　「
だ
が
私
は
、
政
治
学
の
賢
者
の
石
（politischer Stein der W
eisen

）
を
発
見
し
た
と
申
し
出
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
発
見

で
き
た
わ
け
で
も
な
い
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
で
さ
え
、
誰
が
国
制
を
監
視
す
る
べ
き
か
を
探
究
し
よ
う
と
し
て
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
）
101
（
る
」。『
第
五
書
簡
』
で
封
建
制
が
ど
の
よ
う
な
制
度
な
の
か
を
記
述
し
た
後
に
登
場
す
る
こ
の
一
節
は
、
一
七
八
八
年
の
書
簡
で

定
式
化
さ
れ
た
問
題
、
す
な
わ
ち
「
真
の
政
治
の
精
神
」
を
実
現
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
法
典

編
纂
事
業
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
も
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
念
頭
か
ら
離
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
繰
り
返
せ
ば
、

一
七
八
八
年
の
ミ
ュ
ラ
ー
宛
書
簡
で
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
、「
真
の
政
治
の
精
神
」
の
探
究
の
た
め
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
デ
ィ
ス
コ
ル

シ
』
の
翻
訳
と
注
解
の
作
業
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
た
。
そ
し
て
一
七
九
〇
年
の
『
第
五
書
簡
』
で
そ
の
『
デ
ィ
ス
コ
ル

シ
』
を
彷
彿
と
さ
せ
る
一
節
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
そ
の
間
に
展
開
し
た
ド
イ
ツ
国
制
論
と
封
建
制
論
が
同
様
の

問
題
意
識
の
も
と
で
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
法
典
批
判
と
関
連
づ
け
て
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
展
開
し
た
封
建
制
論
や
ド
イ
ツ
国
制
論
は
、

「
真
の
政
治
の
精
神
」
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
彼
の
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
諸
侯
が
己
の
所
領
を
私
有
財
産

の
ご
と
く
処
分
し
、
ま
た
領
邦
内
の
諸
身
分
か
ら
権
力
を
奪
い
、
公
共
の
福
祉
の
名
の
も
と
に
権
力
と
財
産
を
支
配
者
に
集
中
さ
せ
て
い

る
ド
イ
ツ
の
現
状
は
、「
真
の
政
治
の
精
神
」
に
反
し
て
い
る
と
い
う
の
が
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
同
時
代
の
認
識
で
あ
っ
た
。
裏
を
返
せ
ば
、

支
配
者
へ
の
財
産
や
権
力
の
集
中
を
抑
制
す
る
自
律
性
を
諸
身
分
、
特
に
貴
族
が
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、「
真
の
政
治
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の
精
神
」
と
い
う
表
現
に
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
託
し
た
理
念
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
「
真
の
政
治
の
精
神
」
に
か
な
っ
た
制
度
と
し

て
、
封
建
制
の
理
念
を
提
出
し
た
。
分
割
所
有
権
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
る
封
地
は
、
封
地
保
有
者
の
国
家
全
体
に
対
す
る
従
属
を
保
証
す

る
と
同
時
に
、
君
主
に
よ
る
恣
意
的
な
権
力
行
使
を
抑
制
す
る
勢
力
を
生
み
出
す
。
こ
の
中
間
権
力
を
、
帝
国
の
レ
ベ
ル
で
は
ド
イ
ツ
諸

侯
が
担
い
、
領
邦
の
レ
ベ
ル
で
は
領
邦
諸
身
分
、
と
り
わ
け
領
邦
貴
族
が
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
封
建
制
論
は
お

お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
革
命
フ
ラ
ン
ス
が
封
建
制
の
廃
止
を
宣
言
し
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
シ
ュ

ロ
ッ
サ
ー
の
議
論
は
な
る
ほ
ど
時
代
錯
誤
的
に
響
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
と
っ
て
、
封
建
制
は
過
ぎ
去
っ
た
歴

史
な
ど
で
は
な
く
、
同
時
代
的
な
意
味
を
持
つ
歴
史
的
現
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）  Friedrich Leopold Brunn, Briefe über Karlsruhe, Berlin 1791, S. 155 f. 

な
お
以
下
で
は
、
史
料
の
綴
り
が
現
代
の
正
書
法
と
異
な
る

場
合
で
も
、
も
と
の
綴
り
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
る
。

（
2
）  

シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
一
七
七
七
年
の
著
書
『
ロ
ー
マ
法
典
を
廃
止
せ
ず
に
ド
イ
ツ
民
事
法
を
改
善
す
る
た
め
の
提
案
と
試
論
』
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
も
し
あ
る
君
主
が
、
ロ
ー
マ
法
を
廃
止
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
の
不
幸
で
あ
る
。
し
か
し
、

惨
め
な
ド
イ
ツ
人
が
願
い
望
む
こ
と
の
で
き
る
最
大
の
幸
せ
は
、
私
が
思
う
に
、
ド
イ
ツ
の
元
首
た
ち
の
一
人
が
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
か
ら
、

そ
の
中
の
数
多
く
の
枝
葉
末
節
の
間
に
埋
も
れ
て
い
る
法
律
を
抜
粋
さ
せ
、
こ
の
法
律
に
ロ
ー
マ
法
典
が
今
持
っ
て
い
る
の
と
同
じ
効
力
を
与
え

る
こ
と
だ
ろ
う
」（Vorschlag und Versuch einer Verbesserung des deutschen bürgerlichen Rechts ohne A

bschaffung des röm
ischen 

G
esetzbuchs, Leipzig 1777, S. 27

）。
こ
こ
で
彼
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
こ
の
著
書
で
あ
る
。

（
3
）  Johann G

eorg Schlosser, Briefe über die G
esetzgebung überhaupt, und den Entwurf des preussischen G

esetzbuchs insbeson-
dere, Frankfurt a. M

. 1789, S. 46. 

（
4
）  Schlosser, Ebd., S. 14.

（
5
）  Ernst Ferdinand Klein, »N

achricht von den Schlosserschen Briefen über die G
esetzgebung überhaupt und den Entw

urf des 
Preußischen G

esetzbuchs insbesondere«, in: A
nnalen der G

esetzgebung und Rechtsgelehrsam
keit in der Preussischen Staaten 4 

（1789

）, S. 323 -390. 

ク
ラ
イ
ン
は
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
『
第
五
書
簡
』
に
も
再
反
論
し
て
い
る
。»Von dem

 fünften Briefe des H
errn G

eh. 
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Rath Schlossers über den Entw
urf des Preussischen G

esetzbuchs«, in: A
nnalen der G

esetzgebung und Rechtsgelehrsam
keit in 

der Preussischen Staaten 6 （1790

）, S. 3 -31.
（
6
）  Schlosser, Fünfter Brief über den Entwurf des preussischen G

esetzbuchs, Frankfurt a. M
. 1790, S. 105.

（
7
）  
石
部
雅
亮
『
啓
蒙
的
絶
対
主
義
の
法
構
造
』、
有
斐
閣
、
一
九
六
九
年
、
二
〇
六
、
二
〇
七
―
二
〇
八
頁
。
こ
の
よ
う
な
評
価
の
仕
方
は
、
基

本
的
に
は
Ｅ
・
ラ
ン
ヅ
ベ
ル
ク
の
『
ド
イ
ツ
法
学
史
』
に
遡
る
も
の
で
あ
る
。V

gl., Ernst Landsberg, G
eschichte der deutschen  

Rechtswissenschaft, M
ünchen/Leipzig 1898, 3. Abt., H

albband 1, S. 471.

（
8
）  Schlosser, Briefe, S. 21. 

な
お
、
石
部
、
前
掲
書
、
二
〇
六
頁
で
も
こ
の
一
節
は
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、「
旧
時
の
ほ
ぼ
全
て
の
皇
帝
の

（beinahe aller Kaiser der ältern Zeiten

）」
と
い
う
一
句
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）  Johan van der Zande, Bürger und Beam

ter. Johann G
eorg Schlosser 1739 -1799, Stuttgart 1986, S. 24 -38.

（
10
）  Ebd., S. 35.

（
11
）  Ebd., S. 90.

（
12
）  M

anfred Riedel, »Aristoteles-Tradition und Französische Revolution«, in: ders., M
etaphysik und M

etapolitik, Frankfurt a. M
. 

1975, S. 129 -168.

（
13
）  

例
え
ば
『
新
ド
イ
ツ
人
名
事
典
』
の
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
項
目
で
は
、
彼
の
著
作
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
代
表
さ
れ
る
古
代
共
和
主
義
思
想
お
よ

び
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
代
表
さ
れ
る
近
代
の
共
和
主
義
思
想
に
影
響
を
受
け
て
い
る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。N

eue D
eutsche Biographie, Bd. 

23 

（2007

）, S. 102. 

ま
た
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
法
典
批
判
に
対
す
る
ク
ラ
イ
ン
の
反
論
を
論
じ
た
Ｍ
・
ク
レ
ー
ン
ザ
ン
グ
の
研
究
も
、
フ
ァ
ン

デ
ル
ザ
ン
デ
の
共
和
主
義
的
な
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
解
釈
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
。V

gl. M
ichael Kleensang, D

as Konzept der bürgerlichen 
G
esellschaft bei Ernst Ferdinand Klein, Frankfurt a. M

. 1998, S. 229 -256.

（
14
）  

実
際
フ
ァ
ン
デ
ル
ザ
ン
デ
は
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
封
建
制
論
を
扱
う
箇
所
で
は
、
彼
の
議
論
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
要
素
や
自
然
法
学
的
な

要
素
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
依
拠
す
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
議
論
や
封
建
制
を
批
判

す
る
論
者
の
議
論
と
の
比
較
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。V

gl. van der Zande, a. a. O., S. 79 -85.

（
15
）  Schlosser, Briefe, S. 331 （Anm

.

）. 

（
16
）  Schlosser, A

ristoteles Politik und Fragm
ent der O

econom
ik, 1. Abt., Lübek/Leipzig 1798, S. 350 （Anm

. 134

）.

（
17
）  Schlosser, A

ristoteles, 2. Abt., S. 72 f. （Anm
. 88

）. 
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（
18
）  

一
八
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
受
容
に
つ
い
て
は
、Rudolf V
ierhaus, »M

ontesquieu in D
eutschland«, in: ders., 

D
eutschland im

 18. Jahrhundert, G
öttingen 1987, S. 9 -32

〔
佐
々
木
毅
訳
「
一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
影
響
」、

『
伝
統
社
会
と
近
代
国
家
』、
成
瀬
治
編
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
一
〇
一
―
一
四
五
頁
〕
を
参
照
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

受
容
に
関
す
る
こ
の
古
典
的
な
研
究
で
は
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
フ
ィ
ー
ア
ハ
ウ
ス
の
別
の
論
文»Politisches Be-

w
ußtsein in D

eutschland vor 1789«, in: ebd., S. 183 -201, bes. S. 195 f.

で
は
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
領
邦
諸
身
分
に
期
待
を
寄
せ
る
文
筆

家
の
代
表
格
と
し
て
登
場
す
る
。

（
19
）  

諸
侯
同
盟
の
成
立
の
大
筋
に
つ
い
て
は
、
成
瀬
治
・
山
田
欣
吾
・
木
村
靖
二
編
『
世
界
歴
史
大
系
ド
イ
ツ
史
二
』、
山
川
出
版
社
、
一
九
九
六

年
、
一
二
七
―
一
二
八
頁
お
よ
びKarl O

tm
ar v. Aretin, D

as A
lte Reich, Bd. 3, Stuttgart 1997, S. 299 -319

、
さ
ら
に
今
野
元
『
フ
ラ
ン

ス
革
命
と
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
試
煉

―
大
宰
相
ダ
ー
ル
ベ
ル
ク
の
帝
国
愛
国
主
義
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
、
九
五
―
一
二
一
頁
も
参
照
。

（
20
）  

ラ
ン
ケ
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
は
一
七
八
四
年
に
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
私
的
な
交
渉
に
お
い
て
、「
帝
国
議
会
の
活
動
を
復
活

さ
せ
、
帝
国
裁
判
所
の
介
入
に
対
抗
し
て
、
そ
の
た
め
に
諸
侯
間
の
定
期
的
な
連
絡
を
設
置
す
る
」
と
い
う
諸
侯
の
意
向
を
フ
ラ
ン
ス
側
の
相
手

に
伝
え
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
が
積
極
的
に
諸
侯
を
支
援
す
る
と
い
う
返
答
は
貰
え
な
か
っ
た
。Leopold von Ranke, D

ie deutschen M
ächte 

und der Fürstenbund （=Säm
m
tliche W

erke, Bd. 31/32

）, Leipzig 1875, S. 74 f.

を
参
照
。

（
21
）  

ミ
ュ
ラ
ー
の
『
諸
侯
同
盟
史
』
は
、
あ
く
ま
で
諸
侯
同
盟
は
ド
イ
ツ
諸
侯
が
互
い
に
対
等
な
立
場
に
た
っ
て
結
ば
れ
た
同
盟
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。「
…
…
諸
侯
同
盟
は
様
々
な
帝
国
等
族
に
よ
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
と
結
ば
れ
た
同
盟
で
は
な
く
、
様
々
な
帝
国
等
族
に
よ
っ
て
（
プ

ロ
イ
セ
ン
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
）
互
い
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
た
め
に
、
取
り
立
て
て
目
立
つ
条
件
は
一
切
な
し
に
結
ば
れ
た
同
盟
で
あ
る
」。 

Johannes von M
üller, D

arstellung des Fürstenbundes, 2. Aufl., Leipzig 1788, S. 268.

（
22
）  Schlosser an Johannes von M

üller, 7. 9. 1788, in: M
aurer-Constant 

（H
rsg.

）, Briefe an Johann von M
üller, Bd. 3, Schaff-

hausen 1839, S. 122.

（
23
）  Ebd., S. 123.

（
24
）  

プ
ラ
ト
ン
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
よ
り
も
『
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
』
で
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
に
つ
い
て
比
較
的
詳
し
く
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
国
制
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
語
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
種
山
恭
子
他
訳
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
一
二
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
二
二
〇
―
二
四
九
頁
を
参

照
。

（
25
）  Schlosser, Seuthes oder der M

onarch, Straßburg 1788, S. 130 -133.



法学政治学論究　第123号（2019.12）

154

（
26
）  Ebd., S. 130.

（
27
）  Ebd., S. 133 f.

（
28
）  Ebd., S. 134.

（
29
）  Ebd., S. 137.

（
30
）  Ebd., S. 138 f.

（
31
）  Ebd., S. 135.

（
32
）  Ebd., S. 140.

（
33
）  Ebd., S. 141 f.

（
34
）  V

gl, van der Zande, a. a. O., S. 164.

（
35
）  Johannes Kunisch, Friedrich der G

rosse, M
ünchen 2011, S. 506 -507.

（
36
）  Ebd., S. 516.

（
37
）  Schlosser, »M

achiavells Schilderung von D
eutschland«, in: ders., Kleine Schriften, T. 6, Basel 1793, S. 334 （Anm

. 19

）.

（
38
）  

ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
（
世
良
晃
志
郎
訳
）『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
　
改
訂
版
』、
創
文
社
、
一
九
七
一
年
、
二
三
四
頁
。

（
39
）  Schlosser, »Von dem

 Adel. Erstes Stück«, in: ders., Kleine Schriften, T. 6, S. 105. 

た
だ
し
本
論
考
の
初
出
はN

eues D
eutsches 

M
useum

 1 （1789

）, S. 369 -405. 

以
下
引
用
の
際
は
『
小
論
集
』
第
六
巻
所
収
の
版
を
使
用
す
る
。

（
40
）  Schlosser, »Von dem
 Adel I«, S. 121.

（
41
）  Ebd., S. 122 -125.

（
42
）  Ebd., S. 125 -127.

（
43
）  Ebd., S. 127.

（
44
）  Ebd., S. 130.

（
45
）  Ebd., S. 132.

（
46
）  Ebd., S. 113.

（
47
）  Schlosser, Fünfter Brief, Vorrede （ohne Paginierung

）.

（
48
）  M

ontesquieu, D
e l

’Esprit des lois, Œ
uvres com

pletes, éd. par Roger Caillois, vol. 2, Paris : G
allim

ard, 1951, p. 247.

〔
野
田
良
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之
他
訳
『
法
の
精
神
』（
上
）、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
六
四
頁
。〕

（
49
）  Ibid., p. 308.

〔
同
右
、
一
五
八
頁
。〕

（
50
）  Ibid., p. 883.

〔
野
田
良
之
他
訳
『
法
の
精
神
』（
下
）、
二
八
六
頁
。〕

（
51
）  Ibid., p. 891.

〔
同
右
、
二
九
八
頁
。〕

（
52
）  H

enri de Boulainvilliers, État de la France, Londres : W
. Roberts/J. Brindley, t. 3, 1728, p. 37.

（
53
）  Ibid., p. 30.

（
54
）  G

erd van den H
euvel, Art. »Féodalité, Féodal«, in: Rolf Reichardt/Eberhard Schm

itt 

（H
rsg.

）, H
andbuch politisch-sozialer 

G
rundbegriffe in Frankreich 1680 -1820, H

eft 10, M
ünchen 1988, S. 11.

（
55
）  M

ontesquieu, D
e l

’Esprit des lois, p. 988.

〔
前
掲
『
法
の
精
神
』（
下
）、
四
五
二
頁
。〕

（
56
）  Ibid., pp. 920 -1.
〔
同
右
、
三
四
二
―
三
四
三
頁
。〕

（
57
）  

川
出
良
枝
『
貴
族
の
徳
、
商
業
の
精
神
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、
二
四
一
頁
。

（
58
）  M

ontesquieu, D
e l

’Esprit des lois, p. 885.

〔
前
掲
『
法
の
精
神
』（
下
）、
二
八
八
―
二
八
九
頁
。〕

（
59
）  Ibid., pp. 906 -7.

〔
同
右
、
三
二
一
―
三
二
二
頁
。〕

（
60
）  Ibid., p. 953.

〔
同
右
、
三
九
六
頁
。〕

（
61
）  Ibid.

〔
同
右
。〕

（
62
）  Ibid., p. 951.

〔
同
右
、
三
九
三
頁
。〕

（
63
）  Ibid., pp. 983 -4.

〔
同
右
、
四
四
五
―
四
四
六
頁
。〕

（
64
）  Ibid., p. 981.

〔
同
右
、
四
四
一
―
四
四
二
頁
。〕

（
65
）  Ibid., p. 988.

〔
同
右
、
四
五
二
頁
。〕

（
66
）  Ibid., p. 966.

〔
同
右
、
四
一
七
頁
。〕

（
67
）  W
illiam

 Robertson, The H
istory of the Reign of the Em

peror Charles V., vol. 1, London: W
. and W

. Strahan, 1769, p. 16.

（
68
）  Ibid., pp. 213 -4.

（
69
）  Ibid., p. 219.

（
70
）  Ibid., pp. 220 -1.
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（
71
）  Ibid., p. 15.

（
72
）  Ibid., p. 222.

（
73
）  Ibid., pp. 15 -6.

（
74
）  Ibid., p. 16.

（
75
）  G

aetano Filangieri, System
 der G

esetzgebung, übers. v. G. C. R. Link, Bd. 3, 2. Aufl., Anspach 1789, S. 334 f.

（
76
）  Ebd., S. 335.

（
77
）  Filangieri, System

 der G
esetzgebung, übers. v. G. C. R. Link, Bd. 1, 2. Aufl., Anspach 1788, S. 4, 5.

（
78
）  Schlosser, Briefe, S. 14. 

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
高
等
法
院
長
エ
ノ
ー
」
と
は
、
パ
リ
高
等
法
院
長
シ
ャ
ル
ル
＝
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
エ

ノ
ー
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
歴
史
書
『
新
フ
ラ
ン
ス
史
年
代
記
概
要
』
に
は
、
一
六
四
八
年
以
降
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
全
国
三
部
会
に

つ
い
て
次
の
コ
メ
ン
ト
が
見
ら
れ
る
。「
我
々
は
フ
ラ
ン
ス
に
王
よ
り
他
の
主
権
者
を
認
め
ず
、
彼
の
権
威
こ
そ
が
法
を
作
る
、
す
な
わ
ち
王
の

意
志
が
法
の
意
志
で
あ
る
（qui veut le Roi si veut la Loi

）
よ
う
に
、
王
国
の
全
国
三
部
会
は
、
建
白
書
と
恭
し
き
請
願
を
提
出
す
る
権
利

し
か
持
た
な
い
」。Charles-Jean-François H

énault, N
ouvel abregé chronologique de l

’histoire de France, 4e éd., Paris : Prault et. 
al., 1752, p. 396. 

な
お
、
エ
ノ
ー
が
持
ち
出
す
「
王
の
意
志
が
法
の
意
志
で
あ
る
」
と
い
う
法
諺
は
、
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
を
正
当
化
す
る
た

め
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
法
諺
は
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ロ
ワ
ゼ
ル
の
『
慣
習
法
提
要
』
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
（Antoine Loisel,  

Institutes coutum
ières, Paris : Abel L

’Angelier, 1607, p. 1

）
が
、
ロ
ー
マ
法
の
法
諺
「
元
首
の
嘉
す
る
と
こ
ろ
法
の
効
力
を
持
つ
（Q

uod 
principi placuit, legis habet vigorem

）」
と
ほ
ぼ
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。Pierre de L

’Hom
m
eau, Les M

axim
es generalles 

dudroict françois, Rouen : Claude Le V
illain, 1612, p. 17. 

こ
の
法
諺
に
関
す
る
議
論
と
し
て
は
、W

illiam
 F. Church, 

“The D
ecline 

of the French Jurists as Political Theorists, 1660 -1789,
” French H

istorical Studies 5 （1967

）, pp. 6 -7

お
よ
びId., Constitutional 

Thought in Sixteenth-Century France, H
arvard: H

arvard U
niversity Press, 1941, pp. 333 -334

を
参
照
。

（
79
）  Schlosser, Briefe, S. 10 f.

（
80
）  M
ontesquieu, D

e l

’Esprit des lois, p. 310.

〔
前
掲
『
法
の
精
神
』（
上
）、
一
六
二
頁
。〕

（
81
）  Schlosser, Briefe, S. 11.

（
82
）  Ebd., S. 12.

（
83
）  Ebd., S. 13.
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（
84
）  Schlosser, Fünfter Brief, S. 111.

（
85
）  Reiner Schulze, »Johann G

eorg Schlosser und die Idee eines reinen Zivilrechts-G
esetzbuches«, in: Zeitschrift für historische 

Forschung 6 （1979

）, S. 337.
（
86
）  Klein, »N

achricht«, S. 328.
（
87
）  Klein, »Von dem

 fünften Briefe«, S. 12.

（
88
）  Ebd., S. 19.

（
89
）  

第
一
次
帝
国
統
治
院
は
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
の
時
代
の
一
五
〇
〇
年
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
で
設
置
が
定
め
ら
れ
る
。
帝
国
等

族
側
が
主
導
し
た
帝
国
改
革
の
一
環
と
し
て
設
立
さ
れ
た
が
、
す
で
に
一
五
〇
二
年
に
は
解
散
し
て
い
る
。
第
二
次
帝
国
統
治
院
は
一
五
二
一
年

の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
帝
国
議
会
で
設
立
が
決
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
成
果
を
挙
げ
ら
れ
ず
一
五
三
〇
年
に
解
散
し
た
。
Ｆ
・
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
（
成
瀬

治
・
坂
井
栄
八
郎
訳
）『
ド
イ
ツ
国
制
史
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
三
一
―
三
六
頁
を
参
照
。

（
90
）  Schlosser, Briefe, S. 17 f.

（
91
）  Schlosser, Fünfter Brief, S. 111.

（
92
）  Ebd., S. 111 f.

（
93
）  Ebd, S. 112.

（
94
）  Schlosser, »Politische Fragm

ente«, in: ders., Kleine Schriften, T. 2, Basel 1780, S. 236.

（
95
）  Schlosser, Briefe, S. 21.

（
96
）  Ebd., S. 14 -5.

（
97
）  Ebd., S. 15 -6.

（
98
）  Schlosser, Fünfter Brief, S. 117.

（
99
）  Schlosser, Briefe, S. 25.

（
100
）  Ebd., S. 22 f.

（
101
）  Schlosser, Fünfter Brief, S. 112 f.
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