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裁
判
官
が
自
由
裁
量
権
を
持

つ
と
い
う
こ
と
を
法
理
論
が
認
め
る

と
､
そ
れ
は
政
治
理
論
に
対
し
て
深
刻
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に

な
る
｡
民
主
政
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
権
力
の
正
統
性
と
い
う
問
題

で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
問
題
こ
そ
が
､
か
か
る
裁
量
権
の
存
在
に
つ

い
て
の
論
争
を
繰
り
広
げ
さ
せ
て
き
た
も
の
で
あ
る
｡
裁
判
官
の
権

力
は
､
解
釈
権
の
み
で
は
な
-
､
参
照
条
文
を
選
択
し
た
り
､
事
実

を
評
価
し
た
り
､
あ
る
い
は
ま
た
損
害
賠
償
額
や
量
刑
を
決
定
し
た

り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
帰
結
す
る
も
の
で
は
あ

る
が
､
と
り
わ
け
こ
の
解
釈
権
の
存
在
に
つ
い
て
こ
そ
議
論
が
展
開

さ
れ
て
い
る
｡
な
か
で
も
法
律
の
合
憲
性
審
査
が
行
わ
れ
る
場
合
に

は
､
裁
判
所
は
ま
れ
に
し
か
事
実
問
題
を
審
査
し
た
り
賠
償
額
を
決

定
し
た
り
し
な
い
の
で
､
と
く
に
そ
う
で
あ
る
｡

裁
判
官
の
自
由
の
問
題
は
､
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に

三

ロ
で
言
い

表
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
裁
判
官
は
'
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

条
文
を
自
由
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
､
と
｡
こ
の
よ
う
に

簡
潔
に
示
さ
れ
た
問
題
を
扱
う
に
際
し
て
､
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
っ
て
き

(1
)

わ
め
て
明
解
に
対
時
さ
せ
ら
れ
た
二
種
類
の
理
論
を
と
り
あ
げ
る
の

は
､
も
は
や
古
典
的
な
手
法
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

一
方
の
理
論
は
､

あ
ら
ゆ
る
条
文
は
単

一
で

｢真
の
｣
意
味
を
有
し
て
お
り
､
そ
れ
を

適
切
な
方
法
に
よ
っ
て
発
見
す
る
の
が
裁
判
官
の
任
務
で
あ
る
と
す

る
｡
こ
の
場
合
､
解
釈
は
認
識
の
作
用
と
い
う
こ
と
に
な
り
､
こ
の

操
作
の
結
果
作
り
だ
さ
れ
る
も
の
は
､
真
ま
た
は
偽
で
あ
り
う
る
こ

(2
)

と
に
な
る
｡
他
方
の
理
論
は
､
条
文
は
裁
判
官
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

た
意
味
以
外
の
意
味
を
持
た
ず
､
そ
れ
ゆ
え
解
釈
は
意
思
の
作
用
に

は
か
な
ら
な
い
と
す
る
｡
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ヴ
デ
ル
学
部
長
は
い
く
つ
か
の
斬
新
な
議
論
を
用
い
て
、
第
一
の

主
張
の
一
変
種
を
提
唱
し
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
最
初
に
、
右
の
い
ず

れ
の
主
張
も
、
そ
の
戯
画
的
か
つ
素
朴
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
受
け

入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
解
釈
を
認
識
行
為

と
す
る
第
一
の
主
張
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
真
の
」
意
味
と

い
う
考
え
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
裁
判
官
の
決
定

を
参
照
す
る
こ
と
な
し
に
は
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
な
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
か
か
る
主
張
は
内
在
的
矛
盾
を
抱
え
て
い

る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
解
釈
を
意
思
行
為
と
す
る
第
二
の
主
張
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
は
裁
判
官
に
及
ぶ
あ
ま
た
の
制
約
を
十
分
に
理
解

し
て
お
ら
ず
、
と
り
わ
け
、
文
法
あ
る
い
は
裁
判
官
の
決
定
自
身
が

事
後
的
に
服
す
る
統
制
か
ら
生
じ
る
制
約
を
理
解
し
て
い
な
い
、
と

言
う
。

　
さ
ら
に
彼
は
、
解
釈
を
認
識
行
為
と
す
る
理
論
の
論
拠
と
し
て
通

常
提
示
さ
れ
て
い
る
、
裁
判
官
の
感
覚
を
根
拠
と
す
る
よ
う
な
議
論
、

つ
ま
り
彼
ら
自
身
が
解
釈
に
際
し
て
拘
束
を
感
じ
て
い
る
と
す
る
議

論
を
退
け
る
べ
き
で
あ
る
と
も
言
う
。
た
し
か
に
解
釈
を
意
思
行
為

と
す
る
理
論
の
主
張
者
は
、
こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
、
か
か
る

裁
判
官
の
感
情
は
錯
覚
に
過
ぎ
な
い
と
反
論
す
る
。
し
か
し
、
い
ず

れ
の
主
張
も
等
し
く
誤
謬
証
明
不
能
な
も
の
で
あ
っ
て
、
互
い
に
打

ち
消
し
合
う
も
の
で
あ
る
、
と
。

　
そ
の
う
え
で
彼
は
、
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
あ
る
理
論
が
真
の
値

を
持
つ
か
ど
う
か
に
関
す
る
き
わ
め
て
巧
妙
な
テ
ー
ゼ
を
構
想
し
、

そ
れ
を
解
釈
の
問
題
に
つ
い
て
適
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る

理
論
は
、
そ
れ
が
あ
る
法
実
践
（
眉
s
菖
ρ
器
石
町
臼
ε
Φ
）
を
基
礎

づ
け
る
た
め
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
「
真
」
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
解
釈
－
認
識
理
論

は
た
と
え
「
真
」
で
は
な
い
に
せ
よ
、
結
局
の
と
こ
ろ
解
釈
－
意
思

理
論
に
比
べ
れ
ば
そ
の
不
正
確
さ
は
よ
り
少
な
い
も
の
で
あ
る
と
す

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
あ
る
根
本
的
な
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、

裁
判
官
の
実
務
と
い
う
の
は
必
然
的
に
三
段
論
法
の
神
話
に
基
づ
い

て
い
る
た
め
、
解
釈
－
認
識
理
論
こ
そ
が
裁
判
官
の
実
務
を
基
礎
づ

け
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
法
の
社
会
的
機
能
お
よ
び
法
秩
序
の

信
用
性
は
、
自
ら
の
職
務
遂
行
に
あ
た
っ
て
最
大
限
に
制
約
の
存
在

を
信
じ
る
裁
判
官
に
よ
る
方
が
、
最
大
限
に
自
由
の
存
在
を
信
じ
る

裁
判
官
に
よ
る
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
よ
り
良
く
保
障
さ
れ
る
」
か
ら

で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
議
論
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
が
可
能

で
あ
る
。
た
し
か
に
多
く
の
点
に
つ
い
て
ヴ
デ
ル
学
部
長
の
主
張
に

は
賛
同
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
一
方
で
そ
の
主
張
に
対
し
て
は
若
干

の
修
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
他
方
で
彼
の
行
論
は
、

彼
自
身
が
到
着
す
る
と
考
え
て
い
る
結
論
と
は
実
に
異
な
っ
た
結
論

（72－2－64）　362
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へ
と
導
く
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
が
そ

の
任
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
最
大
限
に
制
約
の
存
在
を
信
じ
て
い
る

と
い
う
事
実
は
、
解
釈
一
認
識
理
論
で
は
な
く
、
解
釈
－
土
熱
思
理
論

を
こ
そ
補
強
す
る
議
論
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
e
い
ず
れ
の
理
論
が
真
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
議
論
に
際
し
て
、

裁
判
官
の
心
理
、
そ
の
感
情
あ
る
い
は
誤
っ
た
意
識
と
い
っ
た
も
の

に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
行
論
を
退
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
疑
い
え
な

い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
行
論
が
互
い
に
対
立
す

る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
両
理
論
が
互
い

に
打
ち
消
し
合
う
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
。
必
ず
し
も
両
者
が

同
一
平
面
上
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
仮

に
裁
判
官
が
拘
束
を
感
じ
て
い
る
と
告
白
し
、
仮
に
そ
れ
に
対
し
て

そ
れ
は
嘘
だ
と
反
論
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
両
者
の
議
論
は
互
い
に

打
ち
消
し
合
う
も
の
で
あ
り
、
と
も
に
誤
謬
証
明
不
能
で
あ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
幸
い
な
こ
と
に
、
議
論
が
か
か
る
平
面

に
存
し
て
い
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
ヴ
デ
ル
学
部
長
が
述

べ
る
よ
う
に
、
裁
判
官
の
心
情
に
つ
い
て
の
主
張
に
対
し
て
は
、
裁

判
官
は
錯
覚
の
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
対
峙
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
両
者
の
議
論
は
互
い
に
対
立
す
る
も
の

で
は
な
く
、
両
者
の
命
題
は
ま
っ
た
く
矛
盾
し
て
い
な
い
。
錯
覚

テ
ー
ゼ
を
主
張
す
る
者
は
、
裁
判
官
が
そ
の
よ
う
な
心
情
を
抱
い
て

い
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
よ
う
な
心
情

が
現
実
に
対
応
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
に
異
を
唱
え
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。
裁
判
官
が
自
ら
に
つ
い
て
述
べ
る
命
題
は
直
接
に

心
理
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
錯
覚
テ
ー
ゼ
は
間
接
に
心
理
的
な
も
の

で
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
後
者
は
心
情
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、

外
的
現
実
に
つ
い
て
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
裁
判
官
の
命
題
は
、
彼

が
感
じ
る
と
主
張
す
る
心
情
が
確
か
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
真
で
あ
る
。
し
か
し
錯
覚
テ
ー
ゼ
は
、
た
と
え
裁
判
官
が
そ
の
よ

う
な
心
情
を
感
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
実
際
に
は
裁
判
官
に
彼
自
身

意
識
し
て
い
な
い
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
れ
ば
真
と
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
裁
判
官
に
よ
る
命
題
が
真
偽
の
決
定
を
な
さ
ざ
る
も
の
で

あ
る
　
　
な
ぜ
な
ら
ば
彼
の
心
情
は
彼
の
言
説
を
参
照
す
る
こ
と
な

し
に
は
知
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
　
　
の
に
対
し
て
、
錯
覚
テ
ー
ゼ

は
真
偽
決
定
不
能
で
も
、
ま
た
誤
謬
証
明
不
能
で
も
な
い
。
そ
れ
は

裁
判
官
が
実
際
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
偽
で
あ
り
、
そ
の
逆

の
場
合
に
は
真
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
行
論
を
退
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
つ
ま

り
、
た
だ
単
に
、
裁
判
官
の
心
情
が
そ
の
権
力
の
実
際
に
つ
い
て
の

い
か
な
る
情
報
を
も
与
え
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
心
情
が

363　（72－2－65）



料
　
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
あ
る
い
は
錯
覚
に
過
ぎ
な
い
も
の
で

資
　
あ
る
か
は
、
現
実
そ
の
も
の
を
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
決
定
し
え
な

　
　
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
⇔
解
釈
を
認
識
行
為
で
あ
る
と
す
る
理
論
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
論
を
反
駁

す
る
も
の
と
し
て
は
、
数
多
く
の
論
拠
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
解
釈
－
認
識
理
論
は
、
ヴ
デ
ル
学
部
長
も
確
認
す
る
よ
う
に
、

条
文
の
「
真
」
の
意
味
な
る
も
の
を
様
々
な
方
法
に
よ
っ
て
探
究
す

る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
複
数
の
方
法
は
実
際

に
は
異
な
る
結
果
、
つ
ま
り
異
な
る
意
味
へ
と
導
く
も
の
な
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
異
な
る
意
味
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る

道
具
は
我
々
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
同
理
論
は
「
意

味
」
の
様
々
な
概
念
と
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、

「
意
味
」
が
条
文
の
書
き
手
の
意
図
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

こ
の
意
図
か
ら
独
立
し
て
は
い
る
も
の
の
、
た
と
え
ば
通
常
の
言
葉

遣
い
に
お
け
る
語
の
意
味
、
あ
る
い
は
法
的
言
葉
遣
い
に
お
け
る
意

味
、
あ
る
い
は
条
文
の
政
治
的
社
会
的
機
能
、
さ
ら
に
あ
る
い
は
規

範
体
系
に
お
け
る
そ
の
位
置
と
い
っ
た
も
の
に
は
従
属
す
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
客
観
的
な
条
文
の
意
味
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
参
照
対
象
の
そ
れ
ぞ
れ
が
複
数
の
解
釈
を
受
け

う
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
唯
一
の
「
真
の
意
味
」
な
る
考
え
方
は
単

純
に
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
解
釈

－
認
識
理
論
は
無
限
後
退
に
陥
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
「
唯
一
の
意

味
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
解
釈
が
真
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が

そ
の
よ
う
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

し
か
し
解
釈
が
は
た
し
て
本
当
に
そ
の
よ
う
な
意
味
を
明
ら
か
に
す

る
に
至
っ
た
の
か
ど
う
か
を
知
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を

知
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
解
釈
と
い
う
手
段
を
通
し
て
し
か
可

能
で
は
な
く
、
さ
ら
に
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
そ
れ
が
真
で
あ
る
と
言

え
る
の
は
、
そ
れ
を
他
の
解
釈
と
比
べ
た
う
え
で
の
こ
と
で
し
か
な

い
。
そ
し
て
こ
の
最
後
の
解
釈
以
降
も
ま
た
同
様
な
の
で
あ
る
。
最

後
に
　
　
そ
し
て
と
り
わ
け
　
　
仮
に
真
の
意
味
が
存
在
す
る
と
し

て
、
そ
し
て
仮
に
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
そ
れ
で
も

な
お
、
法
シ
ス
テ
ム
の
実
際
の
動
き
を
説
明
す
る
た
め
に
は
解
釈

－
認
識
理
論
は
不
適
切
な
も
の
で
あ
る
。
法
の
一
般
理
論
が
扱
う
問

題
は
、
真
の
意
味
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
こ
の
意
味
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
、
裁
判
官
は
そ
の
探
究
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
法
理
論
に
と
っ

て
唯
一
適
切
な
問
題
と
は
、
解
釈
に
つ
い
て
言
え
ば
、
妥
当
性
の
問

題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
解
釈
が
法
的
に
妥
当
な
も
の
で
あ
る

と
言
う
た
め
の
基
準
は
何
で
あ
る
か
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
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あ
る
。
そ
し
て
、
解
釈
の
妥
当
性
が
解
釈
の
真
偽
に
依
存
し
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
解
釈
の
提
出
さ
れ
る
条
件
と
反
論
可

能
性
と
に
依
存
す
る
。
解
釈
が
明
示
的
も
し
く
は
黙
示
的
に
授
権
さ

れ
た
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
、
そ
れ
が
他
の
機
関
に
お
い
て
反
論
さ
れ

え
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
押
し
つ
け
ら
れ
る
も
の
と
な
り
、

完
全
に
条
文
に
繰
り
込
ま
れ
る
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
こ
の
条
文
は

そ
の
よ
う
に
し
て
決
定
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
し
か
適
用
さ
れ
え
な

い
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
解
釈
が
真
で
あ
る
と
言
う
こ
と
を
可
能
に

す
る
の
が
真
の
意
味
な
の
で
は
な
く
、
反
対
に
、
何
が
真
の
意
味
で

あ
る
か
を
言
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
が
授
権
さ
れ
た
機
関
か
ら
提

出
さ
れ
た
解
釈
な
の
で
あ
る
。

　
日
さ
ら
に
ま
た
、
誤
っ
た
理
論
で
さ
え
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
社

会
に
お
け
る
実
践
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
ヴ
デ
ル
学

部
長
の
理
論
に
同
意
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
フ
ラ
ン
ス

の
憲
法
裁
判
官
の
役
割
を
基
礎
づ
け
る
の
が
解
釈
－
認
識
理
論
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
現
在
の
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
実
際
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
は
憲
法
条
文
を
適
用
し
て

い
る
、
そ
し
て
こ
の
条
文
は
客
観
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
、
そ
し

て
こ
の
意
味
は
認
識
し
う
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
単
純
な
考
え

方
に
よ
っ
て
の
み
裁
判
官
は
そ
の
正
統
性
を
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

反
対
に
、
自
由
意
思
に
よ
る
決
定
か
ら
導
か
れ
る
意
味
し
か
存
在
し

な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
と
く
に
裁
判
官
自
身

が
そ
れ
を
認
め
る
な
ら
ば
、
憲
法
裁
判
官
の
正
統
性
は
疑
わ
し
い
も

の
と
な
ろ
う
。

　
し
か
し
、
か
か
る
根
拠
づ
け
は
な
ん
ら
の
必
然
性
を
も
も
た
な
い

も
の
で
あ
る
。
異
な
る
シ
ス
テ
ム
は
異
な
る
根
拠
づ
け
に
依
っ
て
運

営
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
さ
え
も
、
革
命
期

さ
ら
に
民
法
典
に
お
い
て
裁
判
官
の
役
割
を
基
礎
づ
け
て
い
た
理
論

は
正
確
に
は
解
釈
－
認
識
理
論
で
は
な
く
、
条
文
の
真
か
つ
客
観
的

な
意
味
は
解
釈
を
必
要
と
せ
ず
に
認
識
可
能
で
あ
る
と
い
う
、
ま
っ

た
く
異
な
っ
た
考
え
方
で
あ
っ
た
。
裁
判
官
に
対
し
て
「
法
律
の
沈

黙
、
不
明
確
性
、
ま
た
は
不
十
分
性
を
口
実
と
し
て
」
裁
判
を
拒
絶

す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
た
民
法
曲
ハ
第
四
条
を
あ
ら
た
め
て
み
て
み

よ
う
。
一
七
九
〇
年
に
定
式
化
さ
れ
た
民
法
典
の
こ
の
命
題
は
、
当

時
の
伝
統
的
な
考
え
方
を
繰
り
返
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
は
常

に
明
確
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
法
律
が
不
明
確
で
あ
る
か
ら

と
い
う
の
は
口
実
で
し
か
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
革
命
期
の

人
々
が
こ
の
よ
う
な
定
式
化
へ
と
至
っ
た
の
は
、
解
釈
は
認
識
の
作

用
で
は
な
く
、
反
対
に
意
思
の
作
用
、
立
法
的
行
為
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
裁
判
官
に
よ
っ
て
で
は
な
く
立
法
者
自
身
に
よ
っ

て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
は
決
し
て
解
釈
を
行
っ
て
は
な
ら
ず
、
た

だ
具
体
の
事
例
に
法
律
を
適
用
す
る
の
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ

け
で
あ
る
。
彼
が
「
誤
っ
た
適
用
」
を
行
っ
た
と
き
、
と
り
わ
け
あ

る
法
律
が
問
題
の
事
案
に
適
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
誤
っ
て
判
断

し
た
と
き
に
は
、
そ
の
決
定
は
破
殿
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か

し
顎
髭
裁
判
所
は
破
指
す
る
こ
と
を
越
え
て
正
当
な
解
釈
を
示
す
わ

け
で
は
な
い
。
た
だ
何
が
正
し
い
適
用
で
あ
る
か
を
示
す
に
と
ど
ま

る
の
で
あ
る
。
移
送
先
の
裁
判
所
が
破
殿
裁
判
所
の
指
示
通
り
法
律

を
適
用
し
な
い
場
合
に
の
み
法
律
の
不
明
確
性
が
推
定
さ
れ
、
解
釈

を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
に
お
い
て

も
裁
判
官
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
権
限
を
も
た
な
い
た
め
、
立

法
者
に
付
託
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
の
役
割
は
、
こ
の
よ
う
に
、

解
釈
－
認
識
理
論
で
は
な
く
解
釈
－
意
思
理
論
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
解
釈
に
頼
る
こ
と
な
く
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え

方
は
、
民
法
典
の
み
な
ら
ず
国
務
院
判
例
に
も
浸
透
し
て
い
る
「
明

白
な
行
為
の
理
論
」
の
基
礎
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
明
白

な
行
為
で
あ
る
だ
け
で
行
政
裁
判
官
は
条
約
の
解
釈
権
限
を
も
つ
機

関
に
対
し
て
移
送
せ
ず
に
す
む
、
と
さ
れ
る
。
憲
法
院
判
例
に
お
い

て
も
、
解
釈
を
展
開
す
る
議
論
の
欠
如
が
明
白
な
行
為
と
い
う
考
え

方
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
解
釈
－
認
識
理
論
は
た

し
か
に
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
裁
判
官
の
実
践
を
ま
ち
が
い
な
く
基
礎
づ

け
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
唯
一
の
も
の
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
伝
統
の
全
体

を
反
映
す
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
基
礎
付
け
の
あ
り
方
は
偶
発
的
な
も
の
で
あ
り
、
違
憲

審
査
制
が
完
全
に
も
し
く
は
部
分
的
に
そ
の
他
の
理
論
に
基
礎
づ
け

ら
れ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
法

の
創
設
と
法
の
適
用
と
い
う
伝
統
的
区
別
を
否
定
す
る
が
、
そ
れ
は

あ
る
規
範
が
創
設
さ
れ
る
の
は
上
位
規
範
の
基
礎
付
け
が
あ
る
場
合

に
の
み
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
上
位
規
範
を
適
用
す
る
場
合
に
の
み

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
あ
る
規
範
を
適
用
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
が
何
ら
か
の
実
体
的
行
為
を
命
じ
て
い
る
場
合
を
除
け
ば
、
常

に
別
の
規
範
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
必
ず
創
造
の
部
分

が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
理
論
に
与

す
る
前
で
さ
え
、
解
釈
と
は
い
く
つ
か
の
可
能
な
意
味
の
な
か
か
ら

一
つ
を
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
憲
法
と

法
律
の
あ
い
だ
に
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
と
裁
判
官
の
決
定
の
あ
い
だ

に
も
階
統
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
選
択
肢
を
限
定
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
権
宣
言
や
憲
法
前
文
と
い
う
漠
然
に
す
ぎ
る

も
の
と
の
関
係
に
お
け
る
法
律
の
憲
法
適
合
性
審
査
を
裁
判
官
に
対

し
て
認
め
な
い
と
い
う
主
張
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
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は
ま
た
、
憲
法
裁
判
所
は
意
思
を
表
明
す
る
の
で
あ
っ
て
、
政
治
的

機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
構
成
員
は
議
会
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ

で
の
制
度
を
基
礎
づ
け
る
も
の
は
、
解
釈
－
認
識
理
論
で
は
な
く
解

釈
－
意
思
理
論
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
は

と
り
わ
け
そ
の
解
釈
活
動
に
お
い
て
自
由
裁
量
権
を
有
し
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
な
裁
判
官
に
対
し
て
正
統
性
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
彼
が

社
会
の
必
要
と
す
る
も
の
を
知
り
う
る
立
場
に
あ
り
、
社
会
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
エ
ン
ジ
ニ
ア
た
り
う
る
立
場
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
い
か
な
る
主
張
も
語
の
通
常
の
意
味
に
お
い
て
真
で
あ

る
と
言
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
れ
ら
の
主
張
を

思
い
出
す
だ
け
で
も
解
釈
－
認
識
と
い
う
神
話
が
法
実
践
を
基
礎
づ

け
る
唯
一
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
は
と
て
も
言
い
が
た
い
と
い
う
こ

と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
法
理
論
の
「
真
性
」
に
つ
い

て
の
ヴ
デ
ル
理
論
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
互
い
に
矛
盾
す
る

こ
れ
ら
の
諸
理
論
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
等
し
く
「
真
」
で
あ

る
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
四
し
か
し
実
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
真
性
」
の
概
念
を
受
け
入

れ
る
理
由
は
な
い
。
彼
の
「
真
性
」
は
、
実
は
二
重
の
も
の
な
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
あ
る
場
合
に
は
、
ヴ
デ
ル
学
部
長
は
あ
る
特
定
の

社
会
実
践
を
基
礎
づ
け
る
の
に
効
果
的
な
神
話
を
形
成
す
る
主
張
を

「
真
」
と
呼
ぼ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
彼
は
特

定
の
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
自
然
法
理
論
が
異
論
の
余
地
な
く

「
真
」
で
あ
り
、
ま
た
他
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
占
星
術
理
論
が

「
真
」
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、

こ
の
よ
う
に
「
真
」
と
い
う
語
　
　
　
「
効
果
的
」
と
い
う
語
で
は
な

く
　
　
を
用
い
る
こ
と
に
い
か
な
る
利
益
が
あ
る
の
か
判
然
と
し
な

い
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
あ
る
場
合
に
は
、
彼
は
「
真
」
と
い
う
語
に
通
常
の
用
法
に

よ
り
近
い
意
味
を
与
え
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、

解
釈
一
認
識
理
論
は
「
真
」
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
裁
判
官
は
実
際

に
ま
る
で
条
文
の
客
観
的
な
意
味
を
発
見
す
る
か
の
よ
う
に
、
ま
る

で
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る

か
ら
だ
、
と
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
は
き
わ
め
て
大

き
な
弱
点
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
主
張
は
そ
れ
が
命
題
と
し

て
は
誤
っ
て
い
る
だ
け
に
い
っ
そ
う
神
話
と
し
て
効
果
的
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
純
粋
な
仮
定
の

話
と
し
て
、
も
し
裁
判
官
が
大
き
な
自
由
裁
量
権
を
行
使
し
て
い
る

と
考
え
る
な
ら
ば
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
権
力
の
存
在
お
よ
び
大

き
さ
は
、
ま
さ
に
そ
れ
を
ど
れ
だ
け
隠
蔽
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
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か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

る
。
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
シ
ャ
ル
合
衆
国
最
高
裁
長
官
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
司
法
権
は
、
法
の
権
力
と
区
別
さ
れ
た

も
の
と
し
て
は
存
在
し
な
い
。
裁
判
所
は
た
ん
な
る
法
の
道
具
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
、
い
か
な
る
こ
と
を
意
思
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
。
そ
う
す

る
と
、
理
論
は
誤
っ
て
い
る
と
き
に
「
真
」
で
あ
り
、
真
で
あ
る
と

き
に
「
誤
っ
て
い
る
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
㈲
と
こ
ろ
が
、
解
釈
i
認
識
理
論
は
正
し
く
は
理
論
で
は
な
く
、

メ
タ
理
論
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
言
い
か
え
れ

ば
、
そ
の
主
張
は
解
釈
と
は
認
識
作
用
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
は
な

く
、
た
ん
に
解
釈
－
認
識
理
論
が
法
実
践
を
基
礎
づ
け
て
い
る
と
の

み
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場

は
完
全
に
受
け
入
れ
う
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
も
そ
も
の
出
発

点
か
ら
す
る
と
大
き
く
後
退
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も

そ
も
は
次
の
互
い
に
矛
盾
す
る
二
つ
の
命
題
の
う
ち
い
ず
れ
が
真
で

あ
る
か
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ω
「
解
釈
は
認
識
の
行
為
で
あ
る
」

②
「
解
釈
は
意
思
の
行
為
で
あ
る
」

　
こ
こ
で
、
ω
を
メ
タ
理
論
に
変
化
さ
せ
る
な
ら
ば
、
次
の
二
つ
の

命
題
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

②
「
解
釈
は
意
思
の
行
為
で
あ
る
」

㈹
「
法
は
『
解
釈
は
認
識
の
行
為
で
あ
る
』

　
合
し
て
機
能
し
て
い
る
」

と
い
う
信
念
に
適

　
こ
こ
で
、
②
と
㈹
は
両
立
不
能
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
㈹
が
対
立

す
る
の
は
②
で
は
な
く
、
次
の
ω
で
あ
る
。

ω
「
法
は
『
解
釈
は
意
思
の
行
為
で
あ
る
』

　
合
し
て
…
機
能
し
て
い
る
」

と
い
う
信
念
に
適

　
た
し
か
に
、
解
釈
は
意
思
の
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
司
法

実
務
が
解
釈
は
認
識
行
為
で
あ
る
と
い
う
信
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
、
同
時
に
主
張
す
る
こ
と
は
完
全
に
可
能
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
異
な
る
言
明
が
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
考
察
さ
れ

て
い
る
以
上
、
あ
ら
ゆ
る
組
み
合
わ
せ
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
②
と

㈹
が
真
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
や
、
ω
と
ω
、
①
と
㈹
、
あ
る
い
は

さ
ら
に
②
と
ω
が
真
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
法
理
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
の
み
立
っ
た
う
え
で
裁
判
官
が
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解
釈
を
通
し
て
自
由
裁
量
権
を
行
使
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
決
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
信
念
や
神
話
で
は
な
く
法
的
現
実
そ
の

も
の
を
検
討
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
ω
あ
る
い
は
②
の
真
性

が
、
信
念
を
参
照
す
る
こ
と
な
く
決
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　
㈹
と
は
い
え
、
ヴ
デ
ル
学
部
長
の
よ
う
に
、
二
つ
の
主
張
の
い
ず

れ
も
十
分
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
は
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
彼
が
効
果
を
持
ち
だ
し
て
迂
回
し
よ
う
と
す
る
の
は
、

ま
さ
し
く
、
彼
に
よ
れ
ば
い
ず
れ
の
主
張
も
真
で
は
な
い
か
ら
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ま
る
で
問
題
は
決
着
の
つ
け
ら
れ
な
い
も
の
で

あ
る
と
彼
が
考
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
あ
る
問
題
が
決
着
不
能
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
示
さ
れ
た
命
題
の
有
効
性
審
査
（
あ
る
い
は
誤
謬
証
明
）

の
手
続
き
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
の
み
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。
非
常
に
簡
単
な
テ
ス
ト

が
我
々
に
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
事
実
の
存
在
を

主
張
す
る
科
学
の
命
題
は
、
も
し
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
実
が
存
在

し
な
い
の
で
あ
れ
ば
偽
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
逆
の
場
合
に
は
真
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
一
定
の
法
行
動
の
存
在
を
主
張
し
そ
の
特
質
を
記
述
す
る

法
理
論
の
命
題
は
、
こ
れ
ら
の
行
動
お
よ
び
特
質
が
存
在
す
る
の
で

あ
れ
ば
真
で
あ
る
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
規
範

も
し
く
は
法
活
動
の
存
在
と
は
妥
当
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
解
釈
の
性
質
と
い
う
問
題
は
、
次
の
よ
う
な
用
語
法
で
提

起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
解
釈

は
そ
の
内
容
　
　
た
と
え
ば
条
文
の
真
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
っ
た
　
　
の
ゆ
え
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
反
対
に
そ
の
内
容
の
如
何
を
問
わ
ず
そ
れ
が
権
限
の
あ
る

機
関
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
妥
当
す
る
も
の

で
あ
る
の
か
、
と
。

　
あ
る
解
釈
は
、
そ
れ
が
解
釈
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
か
ら
発
せ

ら
れ
る
場
合
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
明
ら

か
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
組
織
上
の
か
つ
形
式
的
な
条
件

に
お
い
て
、
法
秩
序
は
解
釈
に
法
的
な
結
果
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

’
そ
し
て
そ
の
際
、
解
釈
の
内
容
は
関
係
が
な
い
。
ゆ
え
に
権
限
あ
る

…
機
関
は
そ
の
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
解
釈
す
べ
き
条
文
に

何
ら
か
の
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
授
権
さ
れ
た

機
関
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
意
味
の
ほ
か
に
は
「
真
の
」
意
味
は
存

在
し
な
い
、
と
さ
え
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
有
権
機
関
に
よ
る
解
釈

に
対
抗
し
て
、
「
真
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
別
の
解
釈
を
提
示
し
え
た

、
と
思
い
こ
も
う
が
、
そ
れ
は
結
局
私
的
な
解
釈
の
過
程
を
経
て
し
か
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提
示
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
標
準
的
解
釈
と
称
さ
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
解
釈
者
　
　
と
り
わ
け
裁
判
官
が
問
題
と
さ

れ
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
が
　
　
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
に
服
し
て
お

り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
は
自
由
で
あ
り
自
己
の
意
思
を
表
明
し
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
言
え
な
い
、
と
の
反
論
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
議

論
は
、
実
際
に
は
自
由
意
志
と
法
的
意
味
に
お
け
る
自
由
と
の
混
同

に
基
づ
い
て
い
る
。

　
な
ん
ら
か
の
機
関
、
法
秩
序
に
属
す
る
あ
る
機
関
が
自
由
で
あ
る

と
述
べ
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
決
定

要
因
を
免
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
伝
統
的
理
論
は
、
違
憲
審
査
制
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
立

法
者
は
い
か
な
る
内
容
の
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
も
自
由
に
で
き
る

と
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
議
会
は
票
決
に
さ
い
し
て
因
果
関
係
を

免
れ
て
は
お
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
制
約
に
服
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
婚
姻
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
結

婚
す
る
と
い
う
決
定
や
配
偶
者
の
選
択
が
い
か
な
る
社
会
的
心
理
的

影
響
を
も
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
、

い
か
な
る
選
択
で
あ
っ
て
も
法
に
よ
っ
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
自
由
」
と
い

う
語
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
規
定
を
免
れ
た

状
態
の
こ
と
で
は
な
く
、
「
法
的
」
自
由
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
機
関
は
、
そ
れ
が
等
し
く
法
的
に
有
効
な
い
く
つ
も
の
行
動
の

な
か
か
ら
選
択
を
行
い
う
る
と
き
に
、
た
と
え
そ
の
選
択
が
実
際
に

は
常
に
決
定
要
因
の
産
物
で
あ
る
と
し
て
も
、
法
的
に
自
由
で
あ
る

と
言
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
解
釈
が
自
由
で
あ
る
と
述
べ
る
こ

と
は
、
あ
る
機
関
が
有
権
解
釈
を
行
う
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と

き
、
こ
の
機
関
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
解
釈
は
す
べ
て
等
し
く
有
効
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ

れ
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
解
釈
さ
れ
る
条
文
に
組
み
込
ま
れ
る
、
あ

る
い
は
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
法
的
効
果
を
生
む
、
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
有
権
解
釈
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
別
な
言
い
方
で
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
、
解
釈
者
の
行
動
が
さ
ま
ざ
ま
な
原
因

に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
通
常

な
さ
れ
る
批
判
は
こ
の
点
を
見
誤
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ

判
決
を
裁
判
官
の
朝
食
の
質
の
結
果
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
リ
ア
リ
ズ

ム
流
の
解
釈
－
意
思
理
論
が
批
判
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
制
約
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
主
張
の
限

界
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
定
義
し
た
よ
う
な
専
制
体
制
を
考
え
て

み
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
た
だ
一
人
の
者
が
、

法
律
に
よ
っ
て
で
は
な
く
そ
の
気
紛
れ
に
よ
っ
て
統
治
す
る
シ
ス
テ

（72－2－72）　370



ミシェル・トロペール論文撰4（南野）

ム
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
専
制
君
主
は
も
っ
と
も
完
全
な
法
的
自
由

を
享
受
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
彼
も
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
制
約

に
服
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
そ
の
国
の
経
済

的
・
財
政
的
状
況
、
臣
民
が
抵
抗
す
る
危
険
性
、
あ
る
い
は
君
主
の

命
令
が
き
ち
ん
と
執
行
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
に
起
因
す
る
。
こ
れ
ら

の
制
約
を
見
誤
っ
た
決
定
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
実
効
性
を
い
く
ば
く

か
削
が
れ
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
決
定
も

ま
た
有
効
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
分
析
を
推
し
進
め
よ
う
。
リ
ア
リ
ズ
ム
理
論
は
、
解

釈
が
法
的
に
自
由
で
あ
る
と
認
め
る
か
ら
こ
そ
、
解
釈
が
決
定
要
因

の
も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
反
対
に
、

解
釈
は
す
で
に
条
文
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
意
味
を
発
見
す
る
こ

と
に
あ
る
と
す
る
理
論
で
は
、
解
釈
者
が
な
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か

に
し
う
る
の
み
で
あ
っ
て
、
解
釈
者
が
実
際
に
な
し
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

㈹
ま
さ
し
く
、

い
。

次
の
二
つ
の
現
象
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
裁
判
官
は
そ
の
意
思
に
従
っ
て
自
由
に
解
釈
を
な
す
こ
と
が
で
き

る
が
、
し
か
し
彼
ら
は
実
に
終
始
一
貫
し
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い

う
感
覚
を
表
明
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
感
覚
が
実
際
の
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
疑
い
え
な
い
ほ
ど
で
あ
り
、
彼
ら
が
錯
覚
の
被
害
者
で

あ
る
と
し
て
済
ま
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
錯
覚
で
あ
る
な
ら
ば
、
な

ぜ
こ
の
よ
う
に
広
く
共
通
す
る
錯
覚
が
生
じ
う
る
の
か
を
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
他
方
で
、
裁
判
官
が
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
と
さ
れ
る
条
文
の
意
味

に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
そ
の
意
思
を
表

明
し
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
そ
の
解
釈
を

気
紛
れ
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
判
例
は
、
裁
判
官
の
決
定
が
全
く
予
測
不
能
な
も
の
で
あ

る
と
は
言
え
な
い
程
度
に
は
十
分
な
一
貫
性
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
司
法
作
用
は
適
用
の
作
用
で
あ
り
創
造
の
作

用
で
は
な
い
と
い
う
裁
判
官
に
浸
透
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
、
裁
判

官
の
教
育
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、

い
か
な
る
権
力
で
あ
れ
権
力
を
行
使
す
る
者
は
、
事
実
上
の
状
況
に

起
因
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
に
服
し
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て

い
る
、
と
説
明
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
の
説
明
も

適
切
で
は
な
い
。

　
第
一
の
説
明
が
適
切
で
な
い
の
は
、
裁
判
官
に
対
し
て
法
を
創
造

す
る
の
で
は
な
く
法
を
適
用
す
る
こ
と
を
命
じ
る
規
範
は
道
徳
上
の

規
範
で
あ
っ
て
、
法
規
範
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
裁

判
官
に
対
し
て
ま
さ
し
く
条
文
の
適
用
に
自
己
を
限
定
す
る
よ
う
命
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じ
る
実
定
法
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ら

の
規
定
自
体
、
適
用
さ
れ
る
前
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ

れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
も
の
は
何
か
と
い
う
問

題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
特
定
の
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
規
範
を
適

用
す
る
義
務
を
生
ぜ
し
め
る
の
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
外
部
に
あ
る

別
な
規
範
で
し
か
な
い
。

　
そ
し
て
裁
判
官
が
有
す
る
感
覚
は
、
道
徳
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ほ
ん
と
う
に
道
徳
上
の
義
務
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
裁
判
官
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
道
徳
に
従
っ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
か
ら
、
全
て
の
裁
判
官
が
同
様
に
そ
れ
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と

は
あ
り
え
な
い
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
規
範
は
し
ば
し
ば
　
　
と
り

わ
け
他
の
道
徳
規
範
と
衝
突
す
る
と
き
に
は
　
　
背
か
れ
る
も
の
で

あ
る
。
最
後
に
、
そ
し
て
就
中
、
法
を
適
用
す
べ
し
と
い
う
規
範
は

採
用
す
べ
き
解
釈
行
動
に
関
し
て
は
な
ん
ら
の
特
定
の
内
容
を
も
も

た
な
い
。
た
し
か
に
条
文
を
そ
の
「
真
の
」
意
味
に
適
合
的
に
解
釈

す
る
よ
う
命
じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
意

味
を
発
見
す
る
た
め
の
方
法
を
命
じ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
裁
判
官

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
有
し
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
あ
る
特
定
の
意
味
に
お
い
て
解
釈
す
べ
し
と
い
う
義
務
の
感

覚
で
は
な
い
。

　
裁
判
官
が
制
約
に
服
し
て
い
る
と
い
う
意
識
を
有
し
て
い
る
と
い

う
考
え
方
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
も
ま
た
裁
判
官
が
表
明
す
る
と

こ
ろ
の
被
拘
束
感
覚
を
よ
り
良
く
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
専
制

君
主
は
事
実
上
の
制
約
に
服
し
て
は
い
る
が
拘
束
さ
れ
て
は
い
な
い

ど
の
感
覚
を
持
ち
う
る
の
に
対
し
て
、
裁
判
官
は
、
あ
る
決
定
も
し

く
は
解
釈
が
重
大
な
結
果
を
引
き
起
こ
す
が
た
め
に
不
適
切
で
あ
る

と
考
え
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
を
そ
う
決
定
す
る
よ
う
に
導
い
て
い
る

の
が
法
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ゆ
え
に
、
法
は
、
義
務
の
み
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い

う
考
え
方
を
真
面
目
に
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
義
務
な
る
も
の

は
、
容
易
に
見
誤
っ
た
り
違
背
し
た
り
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
関
し
て
言
え
ば
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
法
は
一
群
の
制
約
を
も
組
織
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
制
約
を
馬
法
的
制
約
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

も
し
こ
の
よ
う
な
仮
説
が
検
証
さ
れ
れ
ば
、
自
然
や
社
会
と
い
っ
た

も
の
に
起
因
す
る
事
実
上
の
制
約
の
ほ
か
に
、
法
シ
ス
テ
ム
に
起
因

す
る
制
約
が
存
在
し
、
こ
の
制
約
が
、
実
に
数
多
く
の
あ
り
う
べ
き

行
動
の
な
か
か
ら
選
択
す
る
権
限
を
有
す
る
は
ず
の
行
為
者
を
し
て
、

そ
の
選
択
が
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
、
と
認
め
る
べ
き
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
た
し
か
に
「
法
的
制
約
」
と
い
う
言
い
方
は
、
そ
の
用
語
の
な
か
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に
す
で
に
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
と
い
う
の

も
制
約
は
決
定
要
因
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま

り
存
在
の
範
疇
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
当
為
の
範
疇
に
あ
る
も
の
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
シ
ス
テ
ム
に
起
因
し
、
そ
し
て

物
質
的
制
約
に
比
し
う
る
制
約
と
し
て
二
種
の
も
の
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
強
い
意
味
で
の
制
約
と
は
、
構
成
ル
ー
ル
　
　
す
な
わ
ち
、
あ
る

行
動
を
命
じ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
に
従
う
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
行
動
に
そ
の
行
動
と
し
て
の
資
格
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
構
成
す
る

　
　
　
　
　

ル
ー
ル
　
　
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
結
婚
式
は

身
分
吏
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ル
ー

ル
は
、
身
分
吏
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
儀
式
は
法
的
意
味

に
お
け
る
結
婚
式
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
結
婚
と

は
、
特
定
の
方
法
で
執
り
行
わ
れ
た
結
合
と
し
て
し
か
定
義
さ
れ
え

な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
類
の
ル
ー
ル
が
真
の
制
約
を
生
成

す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
は
特
定
の
目
的

達
成
の
た
め
に
必
要
な
手
段
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
結
婚
す
る

た
め
の
唯
一
の
方
法
は
、
結
婚
式
を
身
分
吏
に
執
り
行
わ
せ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
約
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
解
釈
活

動
に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
で
法
解
釈

行
為
に
法
解
釈
行
為
と
し
て
の
資
格
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

よ
う
な
ル
ー
ル
は
存
在
し
な
い
し
、
ま
し
て
や
あ
る
解
釈
を
正
し
い

解
釈
と
資
格
づ
け
る
よ
う
な
ル
ー
ル
も
存
在
し
な
い
。
た
と
え
そ
の

よ
う
な
ル
ー
ル
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
解
釈
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
と
は
反
対
に
、
弱
い
意
味
に
お
け
る
法
的
制
約
に
つ
い
て
語

る
こ
と
も
で
き
る
。
合
理
的
か
つ
効
率
的
に
行
動
す
る
た
め
に
は
特

定
の
や
り
方
で
振
る
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
状
況
に
人
ま

た
は
機
関
を
至
ら
し
め
る
よ
う
な
規
範
が
あ
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
ま
ず
裁
判
所
の
合
議
体
内
部
に
お
い
て
、
あ
る

一
人
が
そ
の
同
僚
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
際
に
生
じ
る
。
た
と
え
彼

自
身
は
リ
ア
リ
ズ
ム
理
論
の
正
し
さ
を
完
全
に
信
じ
て
い
る
と
し
て

も
、
裁
判
官
は
条
文
に
い
か
な
る
意
味
を
も
与
え
う
る
と
主
張
す
る

こ
と
は
彼
に
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
時
宜
に

適
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
を
持
ち
出
さ
な
い
限
り
、
あ
る
意
味
を
他

の
意
味
よ
り
も
望
ま
し
い
と
考
え
る
こ
と
に
理
由
は
存
在
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
条
文
に
は
真
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
主
張
に

依
拠
し
よ
う
と
さ
せ
る
客
観
的
な
制
約
が
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
弱
い
制
約
の
状
況
は
、
あ
る
機
関
の
自
由
裁
量
権
が
他
の
機
関
が

自
己
の
自
由
裁
量
権
を
過
度
に
行
使
す
る
こ
と
を
抑
止
す
る
こ
と
に

373　（72－2－75）



資料

な
る
よ
う
に
、
機
関
と
…
機
関
の
関
係
に
つ
い
て
定
め
る
規
範
が
両
機

関
の
関
係
を
構
成
し
て
い
る
場
合
に
も
生
じ
る
。
た
と
え
ば
、
十
八

世
紀
末
の
諸
憲
法
が
構
想
し
て
い
た
よ
う
な
権
力
均
衡
の
シ
ス
テ
ム

は
す
べ
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
言
う
意
味
に
お
い
て
「
穏
健
な
」

立
法
や
政
治
の
実
務
が
そ
こ
か
ら
生
じ
る
よ
う
に
規
範
を
組
み
合
わ

せ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
院
が
過
激
な
法
律
の
採
択
を
控

え
る
の
は
、
国
王
が
拒
否
権
を
発
動
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

国
王
が
法
律
に
反
す
る
決
定
を
下
さ
な
い
の
は
、
大
臣
が
副
署
を
拒

否
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
第
五
共
和
政
の
大
統
領

は
、
自
身
の
行
動
を
議
会
が
大
反
逆
罪
を
構
成
す
る
も
の
と
解
釈
し

う
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
状
況
が
重
大
か
つ
直

接
の
脅
威
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
制
約
は
「
弱
い
」
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
定
め
ら
れ
た
方
式
に
よ
ら
な

い
結
婚
と
は
異
な
り
、
そ
の
よ
う
な
行
動
は
不
可
能
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
か
か
る
行
動
は
完
全
に
な
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
行
為
の
為
し
手
の
意
図
通
り
に
位
置
づ
け
ら
れ

う
る
の
で
あ
る
。
内
容
が
過
激
な
法
律
の
採
択
の
場
合
、
そ
も
そ
も

そ
れ
は
な
ん
ら
か
の
違
反
で
は
な
い
し
、
国
王
の
拒
否
権
発
動
は
サ

ン
ク
シ
ョ
ン
で
も
な
い
。
た
ん
に
、
こ
の
よ
う
な
行
動
は
合
理
的
で

な
い
　
　
少
な
く
と
も
十
八
世
紀
の
公
法
学
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

法
律
が
全
く
存
在
し
な
く
な
る
こ
と
よ
り
は
、
妥
協
的
な
法
律
を
採

択
す
る
こ
と
の
方
が
よ
り
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
以
上
　
　
と
い
う

の
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
一
群
の
有
効
な
規
範
か
ら
出
来
す
る
状
況
が
、
不
都

合
な
結
果
を
避
け
る
た
め
に
で
は
な
く
、
自
己
の
権
限
を
拡
大
す
る

た
め
に
、
穏
健
な
行
動
を
と
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
の

で
あ
る
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
見
か
け
上
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
モ
ン
テ

ス
キ
ュ
ー
に
よ
る
専
制
の
描
写
が
完
壁
に
示
し
て
い
る
権
力
把
握
か

ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
唯
一
の
者
が
統
治
す
る
も
の
の
「
制
定
さ

れ
固
定
さ
れ
た
法
律
に
よ
っ
て
」
統
治
が
行
わ
れ
る
王
政
と
は
異
な

り
、
専
制
は
、
唯
一
の
者
が
、
法
律
な
し
に
、
そ
の
気
紛
れ
に
よ
っ

て
統
治
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に

よ
れ
ば
、
専
制
君
主
の
権
力
は
、
法
律
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
ず
、
ま

た
「
君
主
の
悦
楽
」
を
し
か
目
的
と
し
な
い
が
た
め
に
、
国
王
の
権

力
よ
り
も
強
大
な
も
の
で
あ
る
。
専
制
君
主
の
全
能
は
、
こ
の
よ
う

に
純
粋
に
否
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
は
法
か
ら
解
放

さ
れ
た
（
書
き
婁
8
ミ
塞
）
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
権
力
と
同
様
に
、

奇
蹟
を
行
う
能
力
　
　
す
な
わ
ち
自
然
法
則
を
免
れ
る
、
あ
る
い
は

自
然
法
則
を
何
時
で
も
変
更
す
る
能
力
　
　
と
し
て
定
義
さ
れ
る
場

合
の
神
の
全
能
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
反
対
に
、
こ
の
権
力
を
肯
定
的
に
、
他
者
の
行
動
を
決
定
す
る
能
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力
と
し
て
定
義
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
権
力
は
、
気
紛
れ
に
よ
っ

て
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
、
人
々
が
自
己
の
行
動
の
結
果

を
予
測
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
の
結
果
、
あ
り
う
べ
き
行
動
の

な
か
か
ら
自
己
に
も
っ
と
も
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
を
選
択
す
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
、
一
般
的
か
つ
安
定
的
な
ル
ー
ル
を
定
立
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
法
律
の
拘
束
か
ら
自
ら
を
解

放
す
る
の
で
あ
れ
ば
個
別
の
行
為
を
規
制
す
る
こ
と
に
な
り
、
法
律

に
従
う
の
で
あ
れ
ば
一
般
的
行
為
群
を
規
制
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け

で
あ
る
。

　
国
務
院
あ
る
い
は
破
段
院
が
い
か
な
る
条
文
に
対
し
て
で
あ
れ
い

か
な
る
意
味
を
与
え
る
こ
と
を
防
ぐ
も
の
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
解
釈

は
等
し
く
有
効
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
国
務
院
や
破
内
院
が

そ
の
よ
う
に
行
動
す
る
な
ら
ば
、
下
級
審
や
裁
判
当
事
者
に
と
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
行
動
を
規
制
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
そ
の

結
果
を
予
測
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
憲
法
裁
判
の
場
合
、
下
級
審
は
存
在
し
な
い
が
、
立
法
者
が
裁
判

当
事
者
で
あ
る
。
気
紛
れ
な
解
釈
の
連
続
は
、
憲
法
裁
判
官
の
正
統

性
を
疑
問
視
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
上
に
、
現

在
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
将
来
の
立
法
内
容
を
決
定
す
る
の
に
憲
法

裁
判
官
が
貢
献
す
る
こ
と
を
、
不
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
判
例
の

安
定
性
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
、
立
法
者
は
そ
の
行
為
の
適
法
性
、

つ
ま
り
そ
の
行
為
を
な
し
う
る
こ
と
を
合
理
的
に
推
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
判
例
と
は
、
裁
判
所
の
決
定
の

総
体
か
ら
帰
結
す
る
諸
ル
ー
ル
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う

な
決
定
に
至
ら
し
め
る
方
法
と
概
念
体
系
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
方
法
が
用
い
ら
れ
、
同
じ
概
念
が
用
い
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
当
事
者
お
よ
び
そ
の
他
の
機
関
は
裁
判
所

の
決
定
を
予
測
し
、
ま
た
自
ら
が
従
わ
さ
れ
て
い
る
ル
ー
ル
を
知
り
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
行
動
を
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
期
待
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
ヴ
デ
ル
学
部
長
の
言
う
通
り
、
シ
ス
テ
ム
は
た
し
か
に
自
ら
が
拘

束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
裁
判
官
の
信
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
信
念
は
決
し
て
解
釈
i
認
識
理
論
に
有
利
な
議
論
を
な

す
も
の
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く
反
対
な
の
で
あ
る
。
こ
の
信
念
は
、

そ
れ
自
体
が
裁
判
官
に
の
し
か
か
る
制
約
か
ら
帰
結
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
し
て
こ
の
制
約
は
、
裁
判
官
が
自
由
で
あ
る
か
ら
こ
そ
裁
判

官
に
の
し
か
か
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
践
上
の
必
要

　
　
最
大
多
数
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
、
ま
た
、
自
ら
の
決

定
、
と
り
わ
け
解
釈
的
決
定
に
対
し
て
最
大
の
安
定
性
を
与
え
る
た

め
　
　
か
ら
帰
結
す
る
制
約
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
実
践
上

の
必
要
こ
そ
が
、
自
ら
の
判
例
お
よ
び
自
ら
の
解
釈
方
法
に
従
う
よ

う
に
裁
判
官
を
制
約
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
時
に
も
裁

375　（72－2－77）
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