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九

何
等
他
の
も
の
に
服
従
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
意
志
を
法
と
し
て
宣
言
す
る
点
に
、
主
権
の
主
権
た
る
理
由
を
認
め
る
ボ
ダ
ン
は
、

一
元
的
な
国
法
秩
序
の
確
立
に
邁
進
す
る
も
の
と
目
し
う
る
。
そ
こ
で
は
、
王
権
の
下
に
中
世
以
来
の

多
元
的
な
複
合
性
と
分
散
的
な
遠
心
性
を
統
一
す
る
の
に
際
し
、
具
体
的
な
君
主
人
格
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
国
内
的
な
統
一
と

平
和
の
達
成
が
、
国
王
を
中
心
と
す
る
絶
対
主
義
的
要
痣
明
で
あ
っ
た
。
常
備
兵
及
び
官
吏
制
度
の
漸
次
的
整
備
拡
充
が
、
王
権
そ
の
も
の

の
確
立
を
相
関
的
に
促
進
し
、
内
的
外
的
両
面
か
ら
す
る
危
機
的
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
君
主
と
い
う
具
体
的
人
格
に
す
べ
て
を
委
ね

る
と
い
う
実
践
的
意
図
が
ボ
ダ
ン
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

(
1
)
 

々
人
に
法
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
思
考
は
、
実
定
法
の
独
占
的
制
定
改
廃
の
可
能
性
を
君
主
に
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
又
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
君
主
を
し
て
絶
対
的
な
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
人
格
に
対
す
る
信
頼
を
通
じ
て
、
社
会
に
お
け
る
権
威
的
地

、
、
、
、
、
、
、
、

位
を
保
持
す
る
こ
と
は
、
中
世
に
お
い
て
広
く
認
め
ら
れ
る
人
体
に
お
け
る
頭
脳
方
式
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
無
批
判
的
と

(
2
)

．
 

「
君
主
は
神
の
映
像
」
と
い
う
文
句
や
、
暴
風
雨
に
際
す
る
「
船
長
」
と
い
う
語
は
、
明
瞭

に
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
更
に
ま
た
ボ
ダ
ン
の
所
謂
家
族
国
家
説
に
し
て
も
、
国
家
の
領
域
に
人
格
的
結
合
性
を
持
ち
込
む
も
の

で
あ
り
、
夫
権
・
父
権
・
王
権
と
い
う
発
展
的
論
法
は
、
政
治
的
な
支
配
服
従
関
係
に
、
善
導
と
悦
服
の
境
地
を
も
た
ら
す
役
割
を
果
た

す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
ボ
ダ
ン
の
王
政
に
対
す
る
信
頼
乃
至
は
愛
着
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

さ
て
絶
対
君
主
の
人
格
に
寄
せ
ら
れ
た
信
頼
乃
至
愛
着
の
み
で
王
権
に
服
従
を
集
中
さ
せ
る
の
が
不
充
分
な
こ
と
は
当
然
の
こ
と
に
属

す
る
。
そ
し
て
権
力
の
正
当
性
の
主
張
は
、
権
力
行
使
が
妥
当
な
範
囲
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
法
的
無
拘
束
を
説
き

王
政
に
対
す
る
愛
着
と
不
信

も
言
え
る
全
幅
の
信
頼
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

あ
ら
ゆ
る
法
的
混
乱
を
排
除
し
、

「
至
上
君
主
の
第
一
の
徴
表
は
一
般
的
に
総
て
の
者
に
、
個
別
的
に
個
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て、
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る
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と
不
信

君
主
以
外
の
他
の
何
物
か
に
認
可
さ
れ

ニ
ス
マ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
課
税
は
納
税
者
の

な
が
ら
、
神
法
、
自
然
法
そ
の
他
の
拘
束
を
論
ず
る
こ
と
は
、
個
人
の
自
覚
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
ま
さ
に
時
代
精
神
に

つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
ボ
タ
ソ
の
所
説
に
神
法
。
自
然
法
が
幾
度
と
な
く
顔
を
出
す
の
も
、
当
然
そ
れ
に
密
接

、
、
、

な
関
係
を
有
す
る
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
君
主
の
法
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
神
法
・
自
然
法
を
措
定
す
る
こ
と
は
、
君
主
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
う
具
体
的
人
格
え
の
不
信
を
表
明
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
君
主
と
い
う
具
体
的
な
権
力
者
の
恣
意

的
決
定
に
対
す
る
拘
束
と
し
て
神
法
・
自
然
法
が
超
越
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
神
法
・
自
然
法
を
君
主
の
上
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
ヽ
ヽ
ヽ

(
4
)

定
着
さ
せ
る
こ
と
は
、
王
政
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
信
を
も
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
厳
格
に
規
定
す
る
の
に
多
大
の
困
難
を
伴
う
神

法
・
自
然
法
は
、
そ
の
内
容
的
な
無
規
定
性
の
故
に
こ
そ
具
体
的
妥
当
性
を
獲
得
す
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
ま
た
神
法
・
自
然
法
と
共
に
、

ボ
ダ
ン
は
主
権
を
主
権
た
ら
し
め
る
基
本
法
の
遵
守
を
君
主
に
求
め
て
い
る
。

loi
s
a
l
i
q
u
e

の
如
き
王
位
に
関
す
る
民
族
固
有
法
の
尊
重

が
、
領
土
分
譲
・
王
位
継
承
に
件
う
混
乱
を
防
止
す
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
ま
た
現
在
の
君
主
の
恣
意
に
対
す
る
不
信
に
基
づ
く
。

課
税
に
対
す
る
ニ
タ
・
ジ
ェ
ネ
ロ
の
同
意
権
の
承
認
も
ま
た
同
様
の
こ
と
を
意
味
す
る
。

(
6
)
 

同
意
を
基
礎
と
す
る
こ
と
が
、
十
六
世
紀
の
支
配
的
思
潮
で
あ
っ
た
。
君
主
の
認
可
以
前
に
、

(
7
)
 

エ
タ
・
ジ
ェ
ネ
ロ
は
存
在
し
て
い
た
訳
だ
。
こ
の
ニ
ク
・
ジ
ェ
ネ
ロ
の
存
在
す
る
こ
と
自
体
に
、
君
主
え
の
不
信
を
看
取
る
こ
と
も

可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
外
在
的
な
も
の
以
外
に
、
ボ
ダ
ン
は
君
主
個
人
人
格
に
内
在
的
な
意
思
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
契
約
の
尊
重

(
8
)
 

を
説
い
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
も
君
主
意
思
の
恣
意
性
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
権
力
的
専
横
に
対
す
る
不
信
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
君
主
絶
対
主
義
の
確
立
に
邁
進
し
た
と
目
し
う
る
ボ
タ
ソ
に
お
い
て
さ
え
、
王
政
に
対
す

る
愛
着
と
不
信
の
共
存
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
君
主
の
権
力
的
支
配
が
愛
情
に
基
づ
く
と
の
確
信
と
と
も
に
、

そ
の
権
力
的
支
配
に
不

安
を
感
ず
る
点
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ボ
タ
ン
の
う
ち
に
後
世
の
モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
ー
に
通
ず
る
も
の
を
感
得
し
え
よ
う
。

九
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王
政
へ
の
愛
着
は
、

プ
ラ
ト
ソ
の
哲
人
政
治
論
に
そ
の
最
た
る
姿
を
示
し
て
い
る
が
、

九一

こ
こ
で
の
問
題
は
、

(
9
)
 

こ
こ
に
こ
の
小
稿
に
お
い
て
、
王
政
に
対
す
る
ボ
ダ
ン
の
愛
着
と
不
信
が
い
か
な
る
伝
統
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
か
を
追
及
す
る
。
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拙
稿
「
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ソ
の
王
権
拘
束
論
」
を
補
う
意
図
で
も
っ
て
、
こ
の
小
稿
を
草
し
た
。

的
・
理
論
的
処
理
で
あ
っ
て
、

王
政
へ
の
不
信
の
現
実

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
端
を
発
す
る
混
合
政
体
論
に
目
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
混
合
政
体
優
越
思
想

に
つ
い
て
は
、
所
謂
政
体
循
環
論
を
説
い
た
ギ
リ
シ
ャ
の
史
学
者
ボ
リ
ビ
オ
ス
が
先
づ
挙
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ボ
リ
ビ
オ
ス
に
よ
れ

ば
、
人
間
集
団
に
お
い
て
、
体
力
と
智
力
に
優
れ
た
者
が
他
の
者
を
指
導
統
治
す
る
の
が
自
然
で
、
そ
の
場
合
の
指
揮
者
の
権
威
の
限
界

は
、
事
実
的
な
実
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
力
に
よ
る
自
然
的
専
制
君
主
政
で
あ
る
が
、
家
族
的
紐
帯
の
観
念
と
社
会
関
係
の
発
生
に
伴
い
、

人
々
は
正
邪
善
悪
の
意
識
を
も
ち
始
め
る
。
即
ち
、
理
性
に
も
と
づ
き
正
義
と
道
徳
に
従
っ
て
権
力
を
行
使
す
る
君
主
政
の
観
念
が
生
れ

る
。
君
主
政
の
堕
落
が
暴
君
政
と
な
り
、

王
政
に
対
す
る
愛
着
と
不
信

そ
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
貴
族
政
が
生
れ
、
そ
の
堕
落
が
寡
頭
政
を
も
た
ら
し
、
寡
頭
政
を
打
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人
定
法
が
慣
習
に
基
づ
く
こ
と
を
述
べ
、

而
し
て
、
こ
の
ポ
リ
ビ
オ
ス
的
混
合
制
の
主
張
が
、

会
の
政
治
的
運
営
が
最
も
善
く
行
は
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ギ
リ
シ
ャ
の
修
辞
学
者
ア
ニ
リ
ウ
ス
の
ア
リ
ス
チ
デ
ス

(
A
e
l
i
u
s

王
政
に
対
す
る
愛
着
と
不
信

(
1
)
 

街
す
る
も
の
と
し
て
民
主
政
が
起
る
。
そ
し
て
民
主
政
の
堕
落
が
暴
民
政
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
君
主
政
・
貴
族
政
・
民

主
政
と
い
う
三
つ
の
基
本
的
政
治
形
態
が
、
そ
れ
ぞ
れ
堕
落
形
態
を
伴
い
な
が
ら
、
前
記
の
順
序
で
循
環
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
事
実
論
と
し
て
の
政
体
循
環
論
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
な
ら
っ
た
三
つ
の
基
本
的
政
治
形

態
を
、
同
時
に
混
合
調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
上
の
統
治
組
織
が
得
ら
れ
る
と
ボ
リ
ビ
オ
ス
が
思
念
し
た
こ
と
で
あ
る
。
王
位
世
襲

に
伴
っ
て
、
王
の
生
活
が
奢
修
に
流
れ
専
横
に
陥
り
、
政
治
の
堕
落
に
よ
っ
て
暴
君
政
が
始
ま
る
と
す
る
ポ
リ
ビ
オ
ス
の
思
考
に
は
、
明

ら
か
に
王
政
に
対
す
る
不
信
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
王
政
と
い
う
―
つ
の
政
治
組
識
の
中
に
、
他
の
要
素
を
混
入
さ
せ
る
こ
と
が
、
堕

落
防
止
と
な
っ
て
、
政
体
の
自
然
的
循
環
を
断
ち
切
り
、
一
＿
一
要
素
の
牽
制
均
衡
に
よ
っ
て
最
善
の
政
体
が
永
続
す
る
と
ボ
リ
ビ
オ
ス
は
思

考
を
進
め
る
。
ポ
リ
ビ
オ
ス
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
ロ
ー
マ
の
執
政
官
・
元
老
院
・
民
会
が
、
そ
れ
ぞ
れ
主
権
的
な
君
主
政
的
・
貴
族
政
的

・
民
主
政
的
要
素
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
三
要
素
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則
に
の
つ
と
り
、
相
互
に
制
約
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
的
社

A
r
i
s
t
i
d
e
s
,
 
117 (
1
2
9
)
,
1
8
9
)

も
ま
た
ボ
リ
ビ
オ
ス
に
追
随
し
て
、
混
合
制
で
の
ロ
ー
マ
帝
国
が
最
も
完
全
な
君
主
政
で
あ
る
と
賞
賛
し

(
2
)
 

て
い
る
。

ロ
ー
マ
帝
国
の
没
落
に
よ
っ
て
、
そ
の
栄
光
を
失
う
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
ポ
リ
ビ
オ
ス
の
混
合
政
体
優
越
思
想
は
、
完
全
に
消
減
し
て
し
ま
は
な
か
っ
た
。

セ
ヴ
ィ
ラ
の
司
教
イ
シ
ド
ー
ル

(
I
s
i
d
o
r
d
a
 

Sevilla, 5
6
0

頃
よ
2
6
)

は

、

法

の

制

定

に

関

し

て

一

般

人

民

と

支

配

者

の

共

働

を

認

め

て

い

(
3
)

（

4
)
 

る
。
更
に
十
三
世
紀
に
お
け
る
最
大
の
思
想
家
聖
ト
マ
ス
も
ま
た
混
合
制
を
支
持
し
て
い
る
°
聖
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
唯
一
者
に
よ
る
統

治
が
最
も
自
然
的
で
、
従
っ
て
最
善
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
そ
の
目
的
か
ら
外
れ
る
と
き
に
は
最
悪
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
そ

九
四
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関
す
る
中
世
的
思
考
に
完
全
に
結
合
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

九
五

の
解
決
は
、
圧
制
が
不
可
能
と
な
る
ま
で
よ
く
王
を
選
び
、

秩
序
は
、

そ
の
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
が
何
等
か
の
仕
方
で
権
力
に
参
与
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
そ
の
こ
と
が
、
社
会
の
各
構
成
員
に

(
5
)
 

公
共
の
事
物
へ
の
興
味
を
も
た
せ
る
こ
と
と
な
り
、
平
和
が
確
保
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
っ
た
。
統
一
と
平
和
を
最
大
目
的
と
す
る
こ

と
か
ら
君
主
政
を
支
持
し
な
が
ら
も
、

王
政
へ
の
現
実
的
不
信
を
そ
こ
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

椴
会
の
存
在
し
な
い
よ
う
秩
序
づ
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
権
力
は
、
容
易
に
暴
君
政
に
堕
落
し
え
な
い
よ
う
調
整
さ
れ
る
べ
き
で
あ

(
6
)
 

る
」
と
す
る
聖
ト
マ
ス
の
思
考
は
、
王
政
へ
の
不
信
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
現
実
的
に
実
現
可
能
な
最
善
の
政
治
形
態
が
混
合

政
体
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
元
老
院
・
庶
民
院
と
い
っ
た
要
素
を
、
君
主
政
の
う
ち
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

善
き
君
主
政
の
永
続
を
願
っ
た
も
の
と
言
え
る
。

優
越
思
想
の
完
成
を
、

且
つ
彼
の
権
力
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
更
に
都
市
又
は
国
家
の
善
き

そ
の
混
合
政
体
運
営
方
式
の
不
確
定
性
で
あ

る
。
独
立
的
な
権
力
を
も
っ
た
他
の
要
素
が
、
王
に
対
す
る
抑
制
機
能
を
果
す
立
憲
政
治
的
近
代
性
を
有
し
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ

る
。
権
力
に
よ
る
権
力
の
抑
制
と
い
う
方
式
が
、
聖
ト
マ
ス
の
統
一
に
関
す
る
主
張
と
直
接
に
衝
突
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
混
合
政
体

(
7
)

、
、
、
、
、
、

ト
マ
ス
に
期
待
す
る
方
が
無
理
と
言
は
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
可
能
な
現
実
的
最
良
の
政

治
形
態
は
、
聖
ト
マ
ス
に
お
い
て
、
君
主
政
・
貴
族
政
・
民
主
政
の
諸
原
理
か
ら
成
る
混
合
政
体
で
あ
っ
た
。
君
主
政
と
い
う
統
一
原
理

か
ら
生
じ
る
利
点
の
保
護
と
、
同
時
に
ま
た
そ
の
暴
君
政
へ
の
堕
落
の
防
止
は
、

ま
さ
に
混
合
制
の
も
つ
力
で
あ
っ
た
。
聖
ト
マ
ス
の
例

ユ
ダ
ヤ
の
国
制
で
の

S
a
n
h
e
d
r
i
n

の
有
徳
且
つ
賢
明
な
人
々
の
選
出
は
、

(
8
)
 

あ
っ
て
、
こ
の
体
制
の
も
と
、
す
べ
て
の
人
々
が
政
治
に
参
与
し
た
。
す
べ
て
の
人
々
が
政
治
に
参
与
分
担
す
る
点
に
、
政
治
そ
の
も
の

の
安
定
性
を
ト
マ
ス
が
認
め
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
古
典
的
と
目
し
う
る
混
合
制
に
依
拠
す
る
君
主
政
と
い
う
観
念
は
、
事
実
上
王
政
に

王
政
に
対
す
る
愛
着
と
不
信

示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

民
主
的
な
人
民
に
よ
る
も
の
で

て、

し
か
し
聖
ト
マ
ス
で
の
問
題
は
、

「
王
国
の
政
体
は
、
暴
君
政
へ
の
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王
政
に
対
す
る
愛
着
と
不
信

(
9
)
 

パ
リ
の
ジ
ャ
ン

(
J
e
a
n
d
e
 Paris)
も
ま
た
、
君
主
政
が
貴
族
政
と
民
主
政
で
混
合
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
無
責
任
な
絶

対
主
義
の
危
険
か
ら
の
防
衛
が
目
的
で
あ
っ
た
。
教
会
内
の
無
制
限
的
法
王
権
の
主
張
に
対
す
る
反
対
か
ら
、
教
会
を
考
察
す
る
場
合
に

m
i
x
e
d
 m
o
n
a
r
c
h
y
を
援
用
す
る
の
で
あ
る
。
教
会
で
の
権
力
が
、
神
と
選
挙
民
か
ら
発
す
る
こ
と
を
認
め
、

council
或
は

cardinals

(10) 

が
法
王
を
免
職
し
う
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。
更
に
宗
教
的
統
制
か
ら
の
世
俗
権
の
擁
護
を
も
な
し
て
い
る
。
「
国
家
は
実
際
的
に
は
、

(11) 

君
主
の
支
配
を
受
諾
し
て
安
定
を
求
め
よ
う
と
す
る
賢
明
な
人
達
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
」
と
す
る
ジ
ャ
ン
の
思
考
は
、
明
ら
か
に
契
約

説
的
要
素
を
内
包
し
て
い
る
。
理
性
に
基
づ
く
社
会
形
成
と
い
う
こ
と
が
、
結
局
人
民
の
行
為
に
よ
る
政
治
権
威
の
確
立
に
結
び
つ
く
こ

と
と
な
る
。
中
世
後
期
に
お
け
る
世
俗
的
政
治
社
会
が
、
現
実
に
一
種
の
プ
ル
ラ
リ
ズ
ム
を
示
し
て
い
た
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
こ
の
期
の

(12) 

反
法
王
的
思
想
家
達
は
、
教
会
に
お
い
て
混
合
制
が
採
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
混
合
制
で
の
三
つ
の
要
素
が
、
・
機
能
に
お
い

て
鋭
く
対
決
さ
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
扱
は
れ
た
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
政
治
的
諸
機
関
の
協
働
と
相
互
的
影
響
過
程
の
承
認
は
、
ま

さ
に
混
合
政
体
優
越
思
想
を
う
け
つ
ぐ
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
゜
ハ
リ
の
ジ
ャ
ン
の
主
張
ー
法
王
とc
o
u
n
c
i
l

或
は
法
王
•
c
o
u
n
c
i
l

及
び

cardinalate
の
間
の
相
互
的
協
働
に
お
い
て
教
会
の
理
想
的
政
治
が
あ
る
ー
ー
は
ジ
ェ
ル
ソ
ン

(
G
e
r
s
o
n
)
そ
の
他
の
人
々
に
引

き
つ
が
れ
る
。
ジ
ェ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
混
合
政
体
が
最
上
の
政
治
形
態
で
あ
っ
て
、
現
に
フ
ラ
ン
ス
が
混
合
政
体
で
あ
る
こ
と
を
主
張

(13) 

し
た
。
フ
ラ
ン
ス
が
混
合
政
体
で
あ
る
こ
と
の
理
由
に
、
ジ
ェ
ル
ソ
ソ
は
。
ハ
ル
ル
マ
ン
の
存
在
を
挙
げ
、
バ
ル
ル
マ
ン
の
裁
定
に
王
が
服

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
思
想
家
達
に
も
混
合
制
優
越
思
想
の
定
着
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

ロ
ー
マ
帝
国

の
成
功
を
、
王
政
・
貴
族
政
・
民
主
政
の
混
合
に
帰
し
、
政
治
の
一
二
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
一
部
分
の
権
力
を
も
つ
に
い
た
っ
た
こ
と
が
、

(14) 

ー
マ
帝
国
を
翠
固
な
ら
し
め
た
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
ニ
ラ
ス
ム
ス
に
お
い
て
も
、
極
め
て
倫
理
的
な
立
場
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
徳
性
を
具

従
せ
ね
ば
な
ら
な
い
点
に
、
混
合
制
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

マ
キ
ア
ベ
リ
の
ロ
ー
マ
史
論
は
、

九
六

ロ
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え
た
君
主
に
よ
る
絶
対
的
支
配
の
強
調
と
と
も
に
、
君
主
一
般
の
平
凡
さ
か
ら
く
る
害
悪
を
お
そ
れ
、
貴
族
政
的
・
民
主
政
的
原
理
の
加

(15) 

味
さ
れ
た
均
衡
が
考
え
ら
れ
て
．
、
混
合
制
の
推
進
に
至
る
。
こ
の
よ
う
に
君
主
支
配
の
自
然
的
合
理
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
混
合
制
を
主

張
す
る
こ
と
の
基
礎
に
は
、
王
政
に
対
す
る
愛
着
｀
と
不
信
が
明
ら
か
に
底
流
し
て
い
る
。

註
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ボ
リ
ビ
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史
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又
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＾
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司
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司
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と
こ
ろ
で
中
世
で
の
王
政
は
、

オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
非
常
に
。
ハ
ー
ゾ
ナ
ル
な
面
を
も
っ
て
い
た
。
即
ち
王

(
1
)
 

と
臣
下
と
の
間
の
政
治
的
結
合
は
、
人
間
的
つ
な
が
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
国
王
人
格
に
対
す
る
忠
誠
に
よ
っ
て
、
臣
下
た
る
の
地
位

が
存
在
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
支
配
の
諸
形
態
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
三
分
類
の
方
法
に
対
応
さ
せ
る
場
合
、
中
世
の
王

政
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
王
的
支
配
に
つ
な
が
る
も
の
を
も
っ
て
い
た
。
支
配
者
が
自
ら
の
目
的
に
奉
仕
す
る
道
具
と
し
て
臣
民

を
扱
う
と
こ
ろ
の
主
人
的
支
配

(
r
e
g
i
m
e
n
d
e
s
p
o
t
i
c
u
m
)
、

子
に
対
す
る
父
の
如
き
自
然
的
優
越
者
が
臣
民
の
利
益
に
お
い
て
支
配
す

と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
三
分
類
に
従
え
ば
、
中
世
思
想
家
の
多
く
は
、

る
王
的
支
配

(
r
e
g
i
m
e
n
regale)
、
優
劣
の
な
い
国
民
が
順
次
交
替
的
に
支
配
し
支
配
さ
れ
る
政
治
家
的
支
配

(
r
e
g
i
m
e
n
p
o
l
i
t
i
c
u
m
)
 

王
的
支
配
に
よ
り
よ
く
適
応
し
て
い
る
。
父
の
子
に
対
す
る

支
配
は
、
自
然
的
な
愛
情
と
、
老
令
'
|
ー
年
長
で
完
成
し
た
者
は
、
年
少
で
未
完
成
な
者
よ
り
指
導
的
だ
ー
|
'
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま

さ
に
年
長
者
が
年
少
者
に
対
し
て
、
父
親
が
子
に
対
し
て
も
つ
関
係
が
王
的
支
配
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
は
、

至
家
父
長
権
説
が
偲
ば
れ
る
。
そ
う
し
た
関
係
に
お
い
て
把
握
せ
ら
れ
る
王
政
は
、

市
民
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
子
の
父
に
対
す
る
が
如
き
忠
順
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
愛
情
と
老
令
か
ら
来
る
指
導
性
に
対
す
る

忠
順
が
基
礎
と
な
る
点
で
、
即
ち
国
王
人
格
に
対
す
る
忠
誠
が
基
礎
と
な
る
点
で
ま
さ
に
。
ハ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
。

而
し
て
、
王
と
臣
民
と
の
関
係
が
。
ハ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
原
理
は
、
そ
れ
が
も
と
も
と
軍
事
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
密

(
3
)
 

接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
戦
場
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
レ
ー
ゾ
ン
・
デ
ー
ト
ル
が
認
め
ら
れ
、
平
時
の
市
民
関
係
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
適

(
1
5
)

今
中
前
掲
書
第
二
巻
四
一
頁
参
照
。

王
政
に
対
す
る
愛
着
と
不
信

ボ
ダ
ン
の
家
族
国
家
説
乃

王
の
家
政
術
の
―
つ
で
あ
っ
て
、
臣
民
の
地
位
は
、

九
八
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九
九

そ
れ
以
外
の
市
民

的
生
活
領
域
が
、
王
と
関
係
な
し
に
組
織
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
即
ち
政
治
的
分
野
に
汲
収
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
領
域
が
存
在
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
欧
大
陸
に
お
い
て
よ
り
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
よ
り
多
く
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
ノ
ル
マ
ン
時
代
に
お
い
て
、
国
税
的
な

も
の
と
し
て
1

即
ち
一
般
的
な
税
金
と
し
て
、
サ
ク
ソ
ン
時
代
か
ら
の
デ
ー
ソ
税

(
D
a
n
e
g
e
l
d
)
が、

地
税
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
デ
ー
ン
税
の
確
立
ま
で
、
王
の
課
税
権
は
な
く
、

も
の
で
あ
っ
た
。

即
ち
土
地
保
有
は
全
く
自
由
な
も
の
で
王
権
の
及
ば
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

味
で
は
財
産
の
政
治
的
領
域
へ
の
組
入
れ
で
あ
る
。

(tenuer b
y
 military)
の
発
展
は
、
軍
役
義
務
を
個
人
よ
り
も
土
地
に
負
わ
せ
る
方
向
を
辿
る
。
封
地
の
大
小
に
よ
っ
て
従
軍
兵
士
の

(
5
)
 

数
が
決
め
ら
れ
て
く
る
の
だ
。
か
く
て
土
地
は
明
白
に
政
治
的
権
力
関
係
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
封
建
制
度
の
進

行
を
、
。
＾

1
ゾ
ナ
ル
な
も
の
か
ら
。
＾
ー
ソ
ナ
ル
で
な
い
も
の
え
の
発
展
と
規
定
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
個
人
に
よ
る
土
地
や
財
産
の
私

と
か
ら
、

リ
チ
ャ
ー
ド
の
頃
恒
久
的
な
土

そ
し
て
封
建
制
度
下
に
お
け
る
典
型
的
な
土
地
保
有
と
し
て
の
軍
役
に
よ
る
保
有

有
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
王
権
の
管
轄
範
囲
の
限
定
を
意
味
す
る
。
人
民
の
平
和
そ
し
て
安
ら
か
な
発
展
が
王
的
支
配
の
中
心
で
あ
る
こ

(
6
)
 

王
権
の
及
び
得
な
い
私
有
財
産
権
尊
重
の
慣
習
は
、
王
と
い
え
ど
も
恣
意
に
変
更
出
来
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も

ち
ろ
ん
王
権
の
拡
大
は
、
反
面
他
の
者
の
慣
習
的
権
利
の
縮
少
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
て
、
中
央
集
権
過
程
で
の
紛
争
の
す
ざ
ま
じ
さ

は
、
そ
の
例
を
豊
か
に
歴
史
に
と
ど
め
て
い
る
。
こ
の
王
権
の
拡
大
強
化
に
伴
う
必
然
的
な
否
定
的
要
因
が
、

王
と
雖
も
遵
守
す
べ
き
法

の
存
在
と
、
王
が
そ
れ
を
遵
守
し
な
い
場
合
の
対
応
策
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
る
。
絶
対
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
衝
動
と
、
制
限
的
で
あ
ら

し
め
よ
う
と
す
る
衝
動
の
激
突
を
乗
り
越
え
な
が
ら
国
王
に
よ
る
民
族
国
家
統
一
へ
の
道
が
切
り
開
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

註
(
1
)
F
r
a
n
c
i
s
D. 
W
 
o
n
n
u
戻
The
Origins of-
Modern Constitutionalism, p. 31. 

王
政
に
対
す
る
愛
着
と
不
信

応
性
を
も
ち
え
な
か
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
国
王
人
格
に
対
す
る
忠
誠
は
、

そ
の
点
封
建
制
度
化
の
進
行
は
、

あ
る
意

一
般
の
財
産
は
政
治
的
権
力
に
よ
っ
て
誅
求
さ
れ
え
な
い

王
と
臣
民
と
の
関
係
に
お
い
て
現
わ
れ
、
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(

2

)

こ
の
こ
と
は
ボ
ダ
ソ
の
み
な
ら
ず
、
聖
ト
マ
ス
そ
の
他
に
お
い
て
も
極
め
て
普
通
に
採
用
さ
れ
て
い
る
．
尚
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
支
配
の
三
分
類
に
つ
い
て
は
山
本

光
雄
訳
『
政
治
学
』
第
一
巻
第
五
章
及
び
第
十
二
章
参
照
。

(
3
)
W
o
r
m
u
戻
op.cit••pp. 

3
1
-
3
2
.
 

(
4
)
矢
口
孝
次
郎
『
イ
ギ
リ
ス
政
治
経
済
史
•
初
期
王
政
と
重
商
主
義
』
―
―

1
0頁
参
照
。

(

5

)

矢
口
前
掲
書
五
八
ー
五
九
頁
参
照
。
尚
同
書
一
―
―
頁
に
臣
従
忠
誠
の
義
務
と
し
て
の
軍
役
が
、
封
地
の
大
小
に
対
応
す
る
出
兵
義
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。

(

6

)

公
的
利
益
の
遂
行
が
私
的
権
利
の
損
傷
を
と
も
な
う
と
き
、
支
配
者
の
義
務
と
し
て
私
的
個
人
の
贅
成
を
必
要
と
す
る
と
い
う
主
張
が
、
中
世
に
お
い
て
は
殆
ん
ど

公
理
的
前
提
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
た
。
大
西
藤
米
治
『
中
世
政
治
思
想
研
究
』
六
一
二
六
頁
参
照
。

理
論
上
で
の
君
主
絶
対
が
、
事
実
上
制
限
を
受
け
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
す
る
王
政
に
対
す
る
愛
着
と
不
信
の
表
明
は
、
通
常
二
つ
の
仕
方

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

そ
の
第
一
は
、
君
主
の
実
定
法
が
自
然
法
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制
限
は
、
悪
な
る
支
配
者
に
対

す
る
抵
抗
即
ち
暴
君
放
伐
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
ま
で
発
展
す
る
点
で
、
す
ぐ
れ
て
近
代
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
二
の
も
の

は
、
第
一
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
王
の
権
力
は
人
民
か
ら
の
賦
与
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
王
権
に
対
す
る

(
1
)
 

様
々
な
法
的
制
限
が
出
て
く
る
し
、
更
に
は
暴
君
を
合
法
的
に
廃
位
す
る
権
利
ま
で
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
も
と
も
と
王
政
を
支
え

る
も
の
は
、
単
一
の
中
心
的
権
威
に
む
か
う
求
心
力
で
あ
っ
て
、
こ
の
求
心
力
を
自
己
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
政
は
そ
の
構
造

組
織
を
確
立
維
持
で
き
る
。
而
し
て
、
単
一
人
を
中
心
と
し
て
結
束
す
る
こ
と
は
、
内
面
的
に
も
外
面
的
に
も
組
織
の
強
さ
を
よ
り
良
く

発
揮
し
う
る
根
本
原
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
質
的
に
プ
ル
ラ
リ
ス
チ
ッ
ク
で
あ
っ
た
封
建
社
会
の
統
合
原
理
と
し
て
、
単
一
人
に
よ

四

1
0
0
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1
0
 

る
支
配
が
構
想
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
の
も
、
こ
の
意
味
で
は
ま
さ
に
時
代
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
場
合
、
権
威

中
心
と
な
る
人
格
へ
の
信
頼
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
信
頼
に
よ
っ
て
求
心
力
が
よ
り
有
効
に
働
き
う
る
こ
と
を
認
め

、
、
、
.

る
限
り
、
信
頼
を
寄
び
こ
む
方
策
が
思
惟
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
な
君
主
政
が
、
恣
意
に
基
づ
く
べ
き
で
な
く
、
神
法
・
自
然

法
そ
の
他
の
拘
束
と
と
も
に
ニ
ク
・
ジ
ェ
ネ
ロ
及
び
。
ハ
ル
ル
マ
ン
と
の
協
働
に
よ
る
拘
束
を
考
え
た
ボ
ダ
ン
の
思
考
も
信
頼
性
の
獲
得
が
、

君
主
政
の
よ
り
良
き
確
立
に
至
る
こ
と
を
認
識
す
る
も
の
と
言
え
る
。
絶
対
的
と
い
う
こ
と
と
専
制
的
と
い
う
こ
と
と
の
間
に
一
線
を
画

す
る
こ
と
は
、

ま
さ
に
中
世
以
来
の
伝
統
的
思
考
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
動
物
の
自
然
的
本
能
を
自
然
法
と
し
、

そ
の
原

理
を
自
由
と
乎
等
に
求
め
た
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
、
ロ
ー
マ
皇
帝
の
権
威
の
源
泉
を

lex
regia
に
帰
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
レ
ギ
ア
法
に

(
2
)
 

よ
っ
て
、
人
民
は
そ
の
す
べ
て
の
権
力
を
王
に
授
与
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
帝
と
人
民
と
の
間
に
支
配
服
従

関
係
が
成
立
す
る
。
王
権
の
源
泉
説
明
に
際
し
、
こ
の
思
考
も
ま
た
中
世
に
お
い
て
一
般
化
さ
れ
た

9

即
ち
権
力
は
人
民
か
ら
発
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
点
に
お
い
て
総
て
の
人
間
の
平
等
が
主
張
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
皇
帝
権
が
人
民
の
承
認
に
由
来
す
る
と
は
言
っ
て
も
、

と
た
び
承
認
し
た
以
上
取
消
し
え
な
い
無
条
件
的
譲
渡
契
約
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
皇
帝
権
の
絶
対
が
確
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
後
年

の
民
権
論
的
契
約
説
と
異
な
り
、

ひ

ロ
ー
マ
の
法
学
者
達
の
契
約
説
は
、
無
拘
束
の
皇
帝
権
を
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
王
の
権
力

の
基
礎
つ
け
を

lex
regia
に
頼
る
論
法
は
、
王
権
の
限
界
性
を
説
き
得
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
・
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
及
び
バ
レ
ン
チ
ウ
ス

帝
が
、
紀
元
四
二
九
年
に
出
し
た
勅
令
の
中
で
、
・
「
皇
帝
は
法
に
拘
束
さ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
皇
帝
の
権
限
は
、
法
の
有
す
る
権
限
か

ら
生
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
皇
帝
の
地
位
が
人
民
の
承
認
に
基
づ
く
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
皇
帝
の
命
令
に

(
3
)
 

よ
り
法
が
そ
の
効
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
皇
帝
の
地
位
に
関
す
る
人
民
の
承
認
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
法
の
前

に
お
け
る
す
べ
て
の
人
の
平
等
と
い
う
ス
ト
ア
の
思
想
と
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
皇
帝
と
い
え
ど
も
自
然
法
へ
の
服
従
を
解
除
さ
れ
る
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(4) 

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
八
五
一
年
の
メ
ル
セ
ン
会
議
に
お
い
て
東
西
両
フ
ラ
ソ
ク
及
び
イ
ク
リ
ヤ
の
王
達
が
、
そ
の
．
臣
民
に
対
す
る

宣
言
に
お
い
て
、
将
来
か
れ
ら
が
「
法
と
正
義
に
反
し
て
人
民
を
抑
圧
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
国
民
的
法
を
遵
守
す

(
5
)
 

る
こ
と
が
正
義
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
王
に
抑
制
的
効
果
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
法
の
定
立
が
国
民
全
体
か
ら
出

る
も
の
と
考
え
る
ヒ
ン
ク
マ
ー
ル

(
H
i
n
c
m
a
r
d
e
 R
e
i
m
s
)
 

(
6
)
 

行
を
求
め
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
法
の
定
立
は
、
人
民
と
君
主
の
協
働
に
よ
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
王
を
制
限
す
る
も

の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が
中
世
的
制
度
に
お
い
て
現
実
に
合
致
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
。
法
王
を
精

神
と
し
、
皇
帝
を
頭
と
し
て
、

国
家
を
人
間
有
機
体
に
た
と
え
た
マ
ネ
ゴ
ル
ト

(
M
a
n
e
g
o
l
d
v
o
n
 L
a
u
t
e
n
b
a
c
h
)
は、

(7) 

の
契
約
を
認
め
、
暴
君
を
契
約
違
背
者
と
考
え
る
。
そ
の
場
合
暴
君
か
否
か
の
決
定
は
教
会
ー
従
っ
て
法
王
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ

国
王
と
人
民

と
は
国
家
1

即
ち
国
王
が
道
徳
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
即
ち
倫
理
的
観
念
を
政
治
に
導
入
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い

の
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
権
力
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
統
制
理
論
と
は
平
行
線
の
ま
ま
に
後
代
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

(
8
)
 

さ
て
聖
ト
マ
ス
に
お
い
て
、
法
を
作
り
、
法
を
与
え
る
者
は
国
王
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
の
故
に
国
王
は
人
定
法
に
優
越
す
る
。
し
か

(
9
)
 

し
勿
論
国
王
と
い
え
ど
も
人
定
法
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
更
に
は
そ
の
上
位
に
あ
る
自
然
法
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ト
マ

ス
は
、
共
同
善
の
た
め
に
何
か
規
定
す
る
こ
と
を
、
全
体
と
し
て
の
人
民
か
、
全
体
と
し
て
の
人
民
の
代
表
者
か
に
認
め
る
こ
と
か
ら
、

(10) 

法
を
形
成
す
る
力
を
人
民
も
し
く
は
、
人
民
の
た
め
に
行
動
す
る
公
的
人
格
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
法
形
成
の
君
主
権
力
は
、
ま
さ
に

こ
の
点
で
人
民
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
君
主
の
命
令
よ
り
以
上
に
重
さ
を
も
つ
慣
習
に
よ
っ
て
、
人
民
が
法
を
作

(11) 

り
う
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
こ
で
も
ま
た
慣
習
に
表
明
せ
ら
れ
た
民
意
の
尊
重
が
、
君
主
の
責
務
で
あ
る
と
い
う
思
考
が
認
め
ら
れ
よ

う
。
そ
れ
は
ま
た
、
君
主
権
力
の
行
使
が
、
正
当
な
範
囲
に
止
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
中
世
的
思
考
と
完
全
に
密
着
し
て
い
る
。

は
、
臣
民
の
一
般
的
同
意
を
甚
礎
と
す
る
点
で
、
王
に
法
規
の
認
識
・
遵

101 
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に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
導
入
が
、

ボ
ダ
ン
に
お
け
る
王
政
に
対
す
る
愛
着
と
不
信
の
共
存
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

r
e
g
i
m
e
n

、

、

ヽ

ヽ

(12)

立
憲
的
制
度
の
考
察
で
は
な
く
て
立
憲
的
原
則
の
承
認
が
、
そ
こ
に
う
か
が
わ
れ
る
。

君
主
権
力
の
淵
源
を
、
君
主
と
人
民
と
の
契
約
に
求
め
、
権
力
の
濫
用
が
契
約
違
反
だ
と
す
る
思
考
は
、
人
民
の
服
従
解
除
を
論
理
的

帰
結
と
す
る
。
暴
君
放
伐
思
想
の
論
旨
も
ま
た
そ
こ
に
帰
着
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
人
民
に
発
す
る
が
故
に
、
人
民
は
権
力
を
濫
用
す

る
君
主
を
抑
制
し
う
る
の
で
あ
る
。
た
だ
平
和
と
統
一
を
中
心
と
す
る
聖
ト
マ
ス
の
場
合
は
勿
論
、
ボ
ダ
ン
に
お
い
て
も
、
平
和
と
統
一

に
最
高
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
積
極
的
な
暴
君
放
伐
論
に
組
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
王
に
先
行
す

る
法
を
認
め
、
所
謂
法
の
支
配
に
よ
っ
て
王
権
を
拘
束
し
よ
う
と
し
た
意
図
は
、
充
分
汲
み
取
ら
れ
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス

る
。
も
ち
ろ
ん
中
世
的
思
考
の
特
殊
性
は
、
論
理
と
非
論
理
の
共
存
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
聖
ト
マ
ス
の
み
な
ら
ず
ボ
ダ
ソ
の

権
力
抑
制
の
不
徹
底
さ
も
、

や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
精
神
を
担
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
察
し
て
く
る
と
、

r
e
g
a
l
e
に
端
を
発
す
る
国
王
人
格
へ
の
信
頼
と
、
中
世
の
伝
統
と
し
て
続
い
た
混
合
政
体
優
越
思
想
即
ち
制
限
王
政
的
思
考
を
承
け
継
ぐ

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
F
r
a
n
c
i
s
 D. W
o
r
m
u
t
h
 ;
 Th
e
 O
r
i
g甘
s
of M
o
d
e
r
n
 Constitutioi-la!ism, 
p. 
3
4
.
 

(
2
)
O
t
t
o
 Gierke ;
 Political 
T
h
8
r
i
e
s
 of the M
i
d
d
l
e
 A
g
e
,
 trans. 
b
y
 
Maitland•p. 

3
9
.

「
皇
帝
の
意
思
は
法
の
効
力
を
有
す
。
レ
ギ
ア
法
に
よ
り
、
人

民
は
そ
の
統
帥
権
を
含
む
全
権
力
を
皇
帝
に
譲
渡
せ
る
が
故
に
。
」
松
乎
斉
光
『
欧
州
政
治
思
想
史
』
上
巻
一
〇
九
ー
―

1
0頁
参
照
。

(

3

)

今
中
次
磨
『
西
洋
政
治
思
想
史
』
第
一
巻
一
六

0
頁
参
照
。

(

4

)

例
え
ば
共
和
制
ロ
ー
マ
の
政
治
家
で
あ
り
、
ヘ
レ
ー
ー
ズ
ム
の
哲
学
者
で
も
あ
っ
た
キ
ケ
ロ
は
、
自
然
と
合
致
す
る
真
の
法
が
不
可
変
的
永
遠
的
に
人
間
す
べ
て
に
通

用
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
ロ
ー
マ
の
元
老
院
た
り
と
も
人
民
た
り
と
も
君
主
た
り
と
も
人
間
で
あ
る
以
上
自
然
法
に
服
従
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
森
義
宜

『
政
治
思
想
史
』
八

0
頁
参
照
。

王
政
に
対
す
る
愛
着
と
不
信

中
世
に
お
け
る
政
治
の
神
的
性
格
に
対
す
る
合
理
的
検
討
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す

1
0三
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王
政
に
対
す
る
愛
着
と
不
信

(
5
)
(
6
)森
•
前
掲
書
―
―
四
ー
一
―
五
頁
参
照
。

(
7
)
森
•
前
掲
書
―
二
三
頁
参
照
。
C
f
.
E
w
a
r
t
 L
e
w
i
s
;
 M
e
d
i
e
v
a
l
 Pelitical 
Ideas, 
p. 
165. 

(
R
)
S
u
m
m
a
 T
h
e
o
l
o
g
i
a
e
,
 Iー

II》

96,
5. 

Cf. 
L
e
w
i
s
 ;
0
p
.
 cit., 
pp. 
60,61. 

(
9
)
S
.
 T・

乙ー
II,
9
5
`
2
.
 Cf. 
L
e
w
i
s
 ;
0
p
.
 cit., 
pp. 
56,57. 

(
1
0
)
S
.
 T., 
Iー

II"90,
3. 

Cf. 
L
e
w
i
s
 ;
0
p
.
 cit., 
p. 48. 

(
1
1
)
S
.
 T., 
I-II, 
97, 
3. 

Cf. 
L
e
w
i
s
;
0
p
.
 cit., 
pp. 
63,64. 

(
1
2
)

聖
ト
マ
ス
の
論
述
に
は
、

regal
な
も
の
と

antiregal
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ト
ミ
ス
ト

M
o
r
t
i
m
e
r
T
.
 A
d
l
e
r
と

W
a
l
t
e
r
Farrell
の
意

言
で
は
、

d
o
m
i
n
i
u
m

regale
と

d
o
m
i
n
i
u
m
p
o
l
i
t
i
c
u
m

の
い
ず
れ
に
も
入
ら
な
い
中
間
的
な

r
e
g
i
m
e
を
聖
ト
マ
ス
が
述
ぺ
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
•
•
T
h
e

T
h
e
o
r
y
 of 
D
e
m
g
r
a
c
y
,
"
 T
h
e
 T
h
o
m
i
s
t
 (1942), 
I
V
,
 724,743. Cf•Wormuth, 

op. 
cit., 
p. 
35. 

1
0四

464 




