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は
じ
め
に

か
つ
て
R

・
ア
シ

ュ
ク
ラ
フ
ト
は
、
そ
の
主
著

『革
命
的
政
治
と
ロ
ッ
ク
の

「統
治
二
論
」』

に
お
い
て
、
「
ロ
ッ
ク
の
手
稿

の
膨
大
な

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
発
見
に
よ

っ
て
、
現
代

の
ロ
ッ
ク
政
治
思
想
研
究
者
の
仕
事
は
、
そ
れ
以
前
よ
り
も
容
易
に
な

っ
た
の
と
同
時
に
、
よ

り
困
難
に
も
な

っ
た
」
と
述

べ
た
。
ラ
ヴ

レ
ー
ス

・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
大
量
の
ロ
ッ
ク
の
手
稿
が
、

ロ
ッ
ク
政
治
思
想
研
究
を

容

易
に
し
た
点
と
は
、
こ
の
手
稿

に
よ

っ
て
、

一
六
六
〇
年
代
前
半

の
初
期

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
が
明
ら
か
に
な

り
、
ま
た
書
簡
、
日
誌
、

ノ
ー
ト
を
通
じ
て
、
よ
り
綿
密

に
ロ
ッ
ク
の
思
想
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
ア
シ

ュ

ク
ラ
フ
ト
が
言
う
困
難
と
は
、
ラ
ヴ
レ
ー
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ

っ
て
、
初
期

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
と
、
『統
治

二
論
』
(
T
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o
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s
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v
e
r
n
m
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n
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6
8
9
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に
代
表
さ
れ
る
後
期

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
と
の
間
の
深
刻
な
相
違
が
浮
き
彫
り
に
な

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

何

故

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
が
大
き
く
変
化
し
た
の
か
と
い
う
問
題

に
対
し
て
、
ラ
ヴ

レ
ー
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

ロ
ッ
ク
の
手
稿
か
ら
は
、

明
確
な
理
由
が
見

い
出
せ
な

い
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

こ
の
ロ
ッ
ク
政
治
思
想
の
変
化

の
問
題
は
、
依
然
と
し
て
ロ
ッ
ク
政
治
思
想
研
究
の
大
き
な
テ
ー
マ
の

一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
「変
化
」

の
観
点
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
は
、

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
、
と
り
わ
け
本
稿

の
主
題
で
あ
る
初
期

ロ
ッ
ク
の
政

治
思
想
の
理
解
に
と

っ

て
、

い
く
つ
か
の
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の

一
つ
は
、
後
期
の

「革
命
的
」
「急
進
的
」
な
政
治
思
想
と
の
対
比
か

ら
、
初
期

ロ
ッ
ク
の

「保
守
性
」
が
強
調
さ
れ
過
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う

一
つ
の
問
題
は
、
後
期

ロ
ッ
ク
の
洗
練
さ
れ
た
議
論

に
比

べ
て
、
初
期
の
政
治
思
想
が

「未
熟
」
で

「未
完
成
」
な
も

の
で
あ
り
、
ロ
ッ
ク
政
治
思
想
の
出
発
点
と
し

て
は
注
目
さ
れ
る
べ
き

で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
自
体
は
、
見
る
べ
き
も
の
が
少
な

い
と
い
う
評
価
が
与
え
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
以
上
の
問
題
点
を
前
提
と
し
て
、
『世
俗
権
力
二
論
』
に
お
け
る

「良
心
の
自
由
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
中
心
に
、
初
期

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
を
検
討
す
る
。
良
心
の
自
由
を
め
ぐ
る
議
論

に
注
目
す
る
理
由
の

一
つ
は
、
こ
の
議
論
に
お

い
て
、
為
政
者
の
権
威



と
臣
民

の
自
由
と
の
間
の
緊
張
関
係
が
最
も
鮮
明
に
表
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。確

か
に
初
期

の
ロ
ッ
ク
が
主
張
す
る
為
政
者
の
権
威
は
、

世
俗
世

界
の
秩
序
維
持
の
た
め
に

「宗
教
的
感
情
が
政
治
の
要
求

に
完
全

に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
味

で
、

一
見
し
た
と
こ

ろ
、
限

り
な
く
絶
対
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
初
期

ロ
ッ
ク
が
為
政
者
の
絶
対
的
権
威
を
主
張
す
る
動
機
と
し
て
、
大
衆

の
理
性
的
判
断

力
に
対

す
る
不
信
と
、
政
治
的
無
秩
序
に
対
す
る
嫌
悪
感
が
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら

は
内
乱
期
に
お
け
る

ロ
ッ
ク
自
身
の
体
験

に
基
づ
く
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
に
見
る
よ
う
に
、

ロ
ッ
ク
は
無
条
件

に
為
政
者
の
権
威
を
認
め
た

わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
為
政
者

の
命
令
で
あ

っ
て
も
、
臣
民
が
良
心
の
自
由
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
容
認
し
な
か

っ
た
。

良
心

の
自
由
を
め
ぐ
る
議
論

に
注
目
す
る
も
う

一
つ
の
理
由
は
、
こ
の
議
論

に
お
い
て
、
初
期

ロ
ッ
ク
の
知
的
発
展
の

一
つ
の
到
達
点

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
初
期

ロ
ッ
ク
の
政
治
論

に
は
、
必
ず
し
も
洗
練
さ
れ
て
い
る
と
は
言

い
難

い
面
が
あ
る
。
良
心

の
自
由

を
め
ぐ
る
議
論

に
つ
い
て
も
、

一
カ
所
で
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
別
々
の
箇
所
で
微
妙
に
問
題

の
形
を
変
え
な

が
ら
論

じ
ら
れ
る
た
め
、
個
々
の
議
論
で
は
、
曖
昧
さ
や
未
解
決

の
問
題
が
残

る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
後

に
見

る
よ
う
に
、
臣
民
の

良
心
の
自
由
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
為
政
者

の
権
威
の
絶
対
性
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
点

で
ロ
ッ
ク
の
議
論
は

一
貫

し
て
お
り
、
そ
の
論

証
の
た
め
に
ロ
ッ
ク
は
、
様
々
な
概
念
を
独
自

に
創
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
良
心
の
自
由
を
め
ぐ

る
議
論
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
初
期

ロ
ッ
ク
の
も
う

一
つ
の
主
著
で
あ
る

『自
然
法
論
』
の
理
解
が
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
良
心
の
自
由

を
め
ぐ

る
議
論
の
検
討
を
通
じ
て
、
初
期

ロ
ッ
ク
の
政
治
論
が
、
彼
の
政
治
思
想
の
単
な
る
出
発
点

で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

本
稿

の
構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
第

一
章

で
は
、
良
心
の
自
由
を
め
ぐ
る
議
論
の
検
討
に
入
る
前

に
、
『自
然
法
論
』
に
お

け
る
自
然
法
の
認
識
論

(第

一
節
)
、
お
よ
び
自
然
法

の
拘
束
力

に
関
す
る
議
論

(第

二
節
)
を
確
認
す
る
。
こ
の
二

つ
の
議
論
は
、
初
期

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
に
お
い
て
、
臣
民
の
良
心
の
自
由
と
為
政
者

の
権
威
と
の
間
の
緊
張
関
係
を
も
た
ら
す
と
同
時

に
、
解
決
の
基
本
的

な
枠
組

み
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



第

二
章
で
は
、

『世
俗
権
力
二
論
』
に
お
け
る
、
良
心
の
自
由
を
め
ぐ
る
ロ
ッ
ク
の
議
論

の
検
討
に
入
る
。
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
こ

の
問
題
は

『世
俗
権
力
二
論
』
の

一
カ
所

で
体
系
的

に
論
じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
場
所
で
微
妙
に
形

を
変
え
な
が
ら
論
じ
ら

れ
る
。
そ
の
度

に
ロ
ッ
ク
は

一
定
の
解
決
を
示
し
な
が
ら
、
若
干
の
疑
問
を
残
し
、
ま
た
次
の
機
会
で
は
、
そ
の
疑
問
に
答
え

つ
つ
、
さ

ら
に
ま
た
別
の
疑
問
を
生
み
出
し
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
徐
々
に
、
為
政
者

の
権
威
の
絶
対
性
と
臣
民
の
良
心
の
自
由
と
の
間

の
緊
張
は

高

ま

っ
て
い
く

の
で
あ
る
。
第

一
節
で
は
、
為
政
者
は
臣
民
の
良
心
に
拘
束
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
、
第

二
節
で
は
、
ど
の
よ
う

な
場
合

に
為
政
者

の
法
令
は
臣
民
の
良
心
を
合
法
的
に
拘
束
す
る
権
力
を
有
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
そ
し
て
第
二
章

の
議
論
を
通
じ
て
、
為
政
者
の
権
威
と
良
心
の
自
由
と
の
間
の
緊
張
は
、
為
政
者

の
命
令
が
臣
民
の
良
心
に
拘
束

を
置
く
た
め
の
要
件
を

欠
く
場
合
で
も
、
何
故
、
臣
民
は
為
政
者

の
命
令
に
対
し
て
服
従
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
、
と
い
う
問
い
に
よ

っ
て
提
示

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
章

で
は
、
第

二
章
で
残
さ
れ
た
問

い
に
対
し
て
、
ロ
ッ
ク
が
い
か
に
答
え
よ
う
と
し
た
か
を
検
討
す
る
。
第

一
節
で
は
、
こ
の
課

題
を
解
決
す
る
枠
組
み
と
し
て
、

ロ
ッ
ク
の
法
区
分
論
が
提
示
さ
れ
る
。
第
二
節

で
は
、
為
政
者
の
制
定
す
る
実
定
法
の
拘
束
力
に
関
す

る

ロ
ッ
ク
の
さ
ら
に
詳
細
な
議
論
を
検
討
す
る
。
最
後
に
第
三
節
で
は
、
第

一
節
と
第
二
節

の
議
論
を
ふ
ま
え
て
、

ロ
ッ
ク
の
最
終
的
な

結
論
が
提
示
さ
れ
る
。

第

一
章

自
然
法

の
認
識

と
自
然
法

の
拘
束
力

本
章
で
は
、
良
心
の
自
由
を
め
ぐ
る
議
論

の
理
解
に
必
要
な
範
囲
で
、
『自
然
法
論
』
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
議

論
を
概
観
す
る
。
『自
然

法
論
』
は
、
ラ
テ
ン
語

で
書
か
れ
た
八

つ
の
論
文
か
ら
成
り
、
そ
の
執
筆
時
期
は
、
編
者
の
W

・
フ
ォ
ン
・
ラ
イ
デ
ン
の
推
定

に
よ
れ
ば
、

一
六
六
〇
年
か
ら

一
六
六
四
年
に
か
け
て
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、

ロ
ッ
ク
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

の
ク
ラ
イ
ス
ト

・
チ

ャ
ー
チ
に



お
い
て
、
学
監
お
よ
び
道
徳
哲
学
講
師
を
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
り
、
『自
然
法
論
』
は
そ
の
時
の
講
義

の
草
稿
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

『自

然
法
論
』
は
、
大
き
く
分
け
て
、
自
然
法
の
性
質
、
自
然
法

の
認
識
方
法
、
自
然
法
の
拘
束
力
と
い
う
三

つ
の
テ
ー

マ
か
ら
成
り
立

っ

て
い
る
が
、
本
章
で
は
、
特
に
良
心
の
自
由
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
関
連
が
深

い
、
自
然
法

の
認
識
方
法
、
自
然
法

の
拘
束
力
の
議
論
に
注

目
す
る
。

第

一
節

自
然
法
の
認
識

『自

然
法
論
』
に
お
い
て
、

ロ
ッ
ク
は
ま
ず
、
自
然
法
と
は
ど
う

の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る
が
、
そ
の
結

論
は
以
下
の
三
点
に

要
約
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
世
界
や
人
間
は
、
体
系
的
で
永
遠
的
な
規
則

の
下
に
あ
り
、
こ
の
規
則
に
よ

っ
て
自
然
界

の
運
行
、
善
悪
、

国
家
の
実
定
法
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
と
秩
序
が
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②

こ
の
規
則
こ
そ
自
然
法
に
他
な
ら
ず

、
そ
れ
は

「神
の
意

志
の
命
令
」

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
③
自
然
法
は
人
間
と

っ
て
変
更
不
可
能
で
認
識
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
、

の
三
点
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
は
続
い
て
、
人
間
に
と

っ
て
自
然
法
は
認
識
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
は
こ
の
自
然
法
を

い
か

に
正
し
く
認
識
で
き

る
の
か
、
と
い
う
問
題

に
移
る
。

ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
知
識
を
得
る
方
法
と
し
て
は
、
生
得
的
に
与
え
ら
れ
た
知
識
、
伝
承

に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
知
識
、
感
覚
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
知
識
の
三
種
類
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
自
然
法
の
知
識

は
感
覚
を
通
じ
て
認

識
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
自
然
法
が
生
得
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
第
三
論
文

の
す
べ
て
を
あ
て
て
詳
細
に
論
じ

ら
れ
て

い
る
。

そ
れ
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
然
法
の
知
識
は
得
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
は
自

然

の
光

に
よ

っ
て
認
識
さ
れ
、
こ
の
自
然
の
光
と
は
理
性
と
感
覚
の
二

つ
の
能
力
に
他
な
ら
な
い
と
言
う
。
こ
の
二

つ
の
能
力

に
よ

っ
て



事

物

が

認

識

さ

れ

る

過

程

を

ロ
ッ

ク

は

次

の

よ
う

に
説

明

す

る

。

こ
の
二

つ
の
能
力

が
相
互

に
助
け
合

い
、
感
覚

が
理
性

に
個
々
の
対
象
の
観
念
を
与
え
、
推
論

の
対
象
を
提
供
し
、
他
方

理
性
が
感
覚
能
力
を
導
き
、
感
覚

か

ら
生
ず

る
事
象
の
観
念
を
な
ら

べ
て
別

の
観
念
を
作
り
新

し
い
観
念

を
組

み
立

て
て

い
く

と
、
ど
ん
な

に
漠
然
と
し
た
か
く
さ
れ
た
無
意
味
な
も

の
で
あ
ろ

(5

)

う
と
、
精
神
が
こ
の
二
つ
の
能
力

に
支
え
ら
れ
て
反
省
し
推
理
す
れ
ば
、

ど
ん
な
も
の
で
も
理
解

で
き
な

い
も
の
は
な

い
。

こ

の
よ

う

に

人

間

は

、

理

性

と

感

覚

を
協

働

さ

せ

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

独

力

で

自

然

法

の
認

識

に
到

達

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

ロ

ッ
ク

は

主

張

す

る

。

ロ

ッ
ク

の
自

然

法

認

識

論

に

お
け

る

も

う

一
つ
の
重

要

な

点

は

、

神

が

人

間

に
生

得

的

な

能

力

と

し

て
理

性

と
感

覚

の
能

力

を

与

え

た

と

い
う

こ

と

は

、

理

性

と
感

覚

を

使

用

し

て

「
神

の
意

志

の
命

令

」

た

る
自

然

法

を

認

識

す

る

こ

と

が

人

間

に
義

務

づ

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

を
意

味

し

て

い
る

、

と

い
う

点

で
あ

る

。

こ

の
主

張

は

、

神

が

世

界

を

無

為

無

目

的

に
創

造

し

た

は

ず

は

な

い

の

で
、

人

間

が

理

性

と

感

覚

を

備

え

た

も

の
と

し

て
創

造

さ

れ

た

こ

と

に
も

何

ら

か

の

目

的

が

あ

る

に
違

い
な

い
と

い
う

、

ロ

ッ
ク

の
確

信

に
基

づ

い

て

い

る
。

実
際
、
人
間
が
敏
捷

で
有
能
な
精
神
を
も
ち
、
ど
ん
な
こ
と
も
や
り
こ
な
し
、
理
性
と
知
識
を
備
え
て
お
り
、
そ
の
上
、
魂

の
命
令

に
従

っ
て
あ
ち
こ
ち
敏
速

に
動
く
身
体

を
持

っ
て

い
て
、
し
か
も
こ
う

い
う
行
動
能
力

が
全
知
の
神

に
よ
り
与
え
ら

れ
た

の
が
無
目
的
で
あ

っ
た
と
は
信
じ
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
り
、
ま

(
6
)

た
こ
う

い
う
能
力
を
持
ち
な
が
ら
、
ま

っ
た
く
怠
け
て
無
為

に
す
ご

し
て
い
れ
ば

よ
い
の
だ
、
と
も
信
じ
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
。

こ

の

よ

う

に

ロ

ッ
ク

は

、

人

間

の
自

然

法

認

識

に

お

け

る
義

務

の
側

面

を

強

調

す

る

の

で
あ

る

。



第

二
節

自

然

法

の
拘

束

力

自

然

法

に
関

す

る
も

う

一
つ
の
主

要

な

テ

ー

マ
は

、

自

然

法

の
拘

束

力

の
問

題

で

あ

る

。

こ

の
問

題

は

、

後

に
取

り

上
げ

る
、

人
定

法

の

拘

束

力

に
関

す

る

ロ

ッ
ク

の
議

論

の
基

礎

と

な

っ
て

い
る

。

ロ

ッ

ク

は
、

「
も

の
ご

と

の
拘

束

性

に

は
、
そ

れ

自

体

の
内

在

的

な

力

に

よ

る

も

の

と

、
間

接

的

に
外

部

の

力

に

よ

っ
て

拘

束

す

る

も

の

と

が

あ

る

」

と

二

種

類

の
拘

束

性

を
挙

げ

た

上

で

、

そ

れ

ぞ

れ

の
拘

束

性

に

つ

い
て

次

の
よ

う

に
述

べ

る
。

①

そ
れ
自
体
と
し
て
内
在
的
な
力

に
よ

っ
て
拘
束
す
る
も
の
は
、
神

の
意
志

で
あ
り
。
そ
れ
は
自
然

の
光
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
か
、
あ

る
い
は
神

の
霊
感
を
受

け
た
人

に
よ

っ
て
、
ま
た
は
そ

の
他
の
方
法

に
よ

っ
て
啓
示
さ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
先

の
場
合

は
自
然
法
で
あ

り
、
あ
と
の
場
合

は
神

の
実
定
法

で
あ
る
。

②
間
接
的

に
委
託
さ
れ
た
力
に
よ

っ
て
拘
束
す
る
の
は
、
神
以
外

の
上
位
者

の
意
志
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
国
王
で
あ
れ
両
親

で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
神

の
意
志

に
よ

っ
て
そ
れ
に
服
従
す
る
の
で
あ
る
。
神
以
外
の
立
法
者
が
他
人

に
対
し
て
持

つ
支
配
権

は
、
立
法

の
権
利

に
せ
よ
服
従
義
務
を
課
す
る
権
利

に
せ
よ
、

神

か
ら
借
り
た
も
の
で
あ

っ
て
、
神

が
そ

の
よ
う
に
命
じ
意
志
す
る
か
ら
こ
そ
我

々
に
服
従

の
義
務
が
生
ず

る
の
で
あ
り
、
彼

ら
に
服
従
す
る
こ
と

に
よ

っ

(7

)

て
我
々
は
神
に
服
従
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
議
論

の
ポ
イ
ン
ト
は
、
世
俗
世
界
の
上
位
者
で
あ
る
為
政
者

の
命
令
に
対
す
る
服
従
義
務
は
、
為
政
者
自
身
が
有
す
る
力
に
基

づ

い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
神
が
為
政
者
に
委
託
し
た
権
利

に
基
づ

い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
加
え
て
、
為
政
者

の
定
め
る
実
定
法

の
拘
束
力
も
ま
た
、
自
然
法
に
依
拠
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
わ
れ
わ
れ
が
為
政
者

へ
の
服
従
を
要
求
さ
れ
る
の
は
、
実
定
法

の
力
と
い

う
よ
り
も
む
し
ろ
、
自
然
法
に
よ

っ
て
服
従
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

ロ
ッ
ク
は
ま
た
、
自
然
法
の
拘
束
力
が
要
求
す
る
義
務
は
二
重
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
第

一
の
義
務
は
、
上
位
者

の
命
令

に
対
し
て
忠



実

に
服
従
す
る
義
務

で
あ
り
、
「別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
を
そ
れ
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
た
規
則
、
つ
ま
り
上
位
権
力
の
意

志

に
合
致
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
」第
二
の
義
務
は
、
刑
罰
に
服
す
る
義
務

で
あ
る
。
こ
れ
は
第

一
の
義
務
を
怠

っ
た
と
き
に
生
じ
る
義

務

で
、

こ
の
義
務

に
よ

っ
て

「理
性
に
従
わ
ず
、
道
徳
と
正
義
に
関
し
て
上
位

の
権
威
に
服
さ
な

い
人
々
は
、
力
と
刑
罰
に
よ

っ
て
そ
の

権
威
に
服
従
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
彼
ら
が
そ
の
意
志
に
従
う
こ
と
を
拒
否
し
た
神

の
力
を
感
ず
る
よ
う
に
な
る
」

(
9
)

の
で
あ
る
。

以
上
の
自
然
法

の
拘
束
力
に
関
す
る
ロ
ッ
ク
の
議
論
を
要
約
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
然
法
の
拘
束

力

は
神

の
内
在
的
な
力
に
よ
る
第

一
次
的
な
拘
束
力
で
あ
り
、
ま
た
、
神
か
ら
権
利
を
委
託
さ
れ
た
上
位
者
が
定

め
た
実
定
法
の
拘
束
力

は
、
自
然
法
の
拘
束
力
に
依
拠
し
た
間
接
的
な
拘
束
力

で
あ
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
法
も
、
究
極
的

に
は
神
の
意

志
の
権
威

に
基
づ

い
て

い
る
た
め
、
人
間
は
こ
れ
に
対
し
て
厳
粛
な
服
従
義
務
を
負
い
、
服
従
義
務
を
怠

っ
た
場
合

に
は
厳
し
い
刑
罰
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
然
法
の
拘
束
力
に
対
す
る
服
従
に
お
い
て
は
、
人
間
は
理
性
と
感
覚
に
よ
る
自
然

法
の
認
識

の
よ
う
な
能

動
性
を
発
揮
す
る
必
要
は
な
く
、
受
動
的
に
自
然
法
を
順
守
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『自
然
法
論
』
に
お
け
る
、
自
然
法
の
認
識
論
と
、
自
然
法
の
拘
束
力
に
関
す
る
ロ
ッ
ク
の
以
上
の
よ
う
な
議
論

を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、

次
章
以
降

で
は
、
『世
俗
権
力
二
論
』

に
お
け
る
為
政
者
の
権
威
と
臣
民
の
服
従
義
務

に
関
す
る
ロ
ッ
ク
の
議
論

を
検
討
す
る
。

第

二
章

為
政
者

の
権
威

と
臣
民

の
服
従
義
務

『世
俗
権
力
二
論
』
は
、

ロ
ッ
ク
に
よ
る
最
初

の
政
治
的
著
作
で
あ

っ
た
。
執
筆

の
直
接
の
動
機
は
、

一
六
六
〇
年

に
成
立
し
た
王
政
復

古

体
制
の
宗
教
政
策
を
め
ぐ
る
論
争

で
あ

っ
た
。
『世
俗
権
力
二
論
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
英
語
と
ラ
テ
ン
語
で
書

か
れ
た
二

つ
の
論
文
か
ら
成

り

(以
下

『英
語
論
文
』
、
『
ラ
テ
ン
語
論
文
』
と
称
す
る
)、
各
論
文
の
執
筆
時
期
は
、
編
者
の
P

・
エ
イ
ブ
ラ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
『英
語



論
文
』

が

一
六
六
〇
年
、
『ラ
テ
ン
語
論
文
』
は

一
六
六
三
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

二

つ
の
論
文
の
直
接

の
主
題
は
、
宗
教
的
な
非
本
質
的
事
物
(
t
h
i
n
g
s
 
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
)

、
す
な
わ
ち
魂

の
救
済
と
は
直
接
関
わ
り
の
な

い

と
考
え

ら
れ
る
宗
教
上

の
儀
式
や
服
装
な
ど
に
対
す
る
為
政
者
(
m
a
g
i
s
t
r
a
t
e
)

の
介
入
が
合
法
的
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
で
あ

(
2
)

っ
た
。

『英
語
論
文
』
は
、
非
本
質
的
事
物

に
対
す
る
世
俗
権
力
の
介
入
に
反
対
す
る
E
・
バ
グ

シ
ョ
ー
(
E
d
w
a
r
d
 
B
a
g
s
h
a
w
)

の
論
文

『宗
教
上
の
礼
拝
に
と

っ
て
の
非
本
質
的
事
物

に
関
す
る
大
問
題
』
(
T
h
e
 
G
r
e
a
t
 
Q
u
e
s
t
i
o
n
 
C
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
T
h
i
n
g
s
 
I
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
 
i
n

R
e
l
i
g
i
o
u
s
 
W
o
r
s
h
i
p
,
 
1
6
6
0
)

に
対
す
る
逐
語
的
な
反
論
で
あ
り
、
『ラ
テ
ン
語
論
文
』
は
、
よ
り
体
系
的
な
形
で
為

政
者
に
対
す
る
臣
民

の
服
従
義
務
を
説

い
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
非
本
質
的
事
物
に
対
す
る
為
政
者

の
介
入
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争

に
お
け
る
大
き
な
争
点
と
し
て
、
良
心
の
自
由
を
め
ぐ

る
問
題
が
存
在
し
た
。
こ
の
争
点
は

『英
語
論
文
』
と

『ラ
テ
ン
語
論
文
』
の
両
方
に
お
い
て
、
様
々
な
角
度
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
だ
け

で
な
く
、
両
者

に
お
け
る
為
政
者
の
権
威

の
論
証
に
は
、
『自
然
法
論
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
自
然
法
の
認
識
論
、
お
よ
び
自
然
法

の
拘
束
力
に
つ
い
て
の
ロ
ッ
ク
の
観
念
が
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。
第

一
章
で
触
れ
た
よ
う

に
、

ロ
ッ
ク
の
考
え
で
は
、
自
然
法
が
支
配
す

る
こ
の
世
界

に
お
い
て
、
上
位
者
が
下
位
者
を
拘
束
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

(も
し
く
は
下
位
者
が
上
位
者
に
対

し
て
服
従

の
義
務
を

負

っ
て

い
る
の
は
)
、
上
位
者
が
実
力
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
権
利
を
持

っ
て
い
る
こ
と

に
基
づ

い
て
い
た
。

し
た
が

っ
て
、
政
治
の
世
界
に
お
け
る
上
位
者

で
あ
る
為
政
者
が
、
下
位
者
で
あ
る
臣
民
を
拘
束
で
き
る
と
す
れ
ば

、
そ
れ
は
い
か
な
る

権
利
に
基
づ

い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

(も
し
く
は
臣
民
は
い
か
な
る
義
務
を
負

っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
)
を
論

証
す
る
こ
と
が

ロ
ッ

ク
の
主
要
な
課
題
と
な
る
。

以
上

の
観
点
を
前
提

に
、
本
章
で
は
、
ま
ず
第

一
節
に
お
い
て
、

『英
語
論
文
』
に
お
け
る
、
良
心
に
対
す
る
拘
束

の
問
題
を
め
ぐ
る
議

論
を
概
観
す
る
。
次
に
第

二
節
で
は
、
『ラ
テ
ン
語
論
文
』
に
お
け
る
為
政
者
の
権
利

の
問
題

に
関
す
る
ロ
ッ
ク
の
議
論
を
検
討
す
る
。



第

一
節

良
心
に
対
す
る
拘
束

『英
語
論
文
』
に
お
い
て
、

ロ
ッ
ク
は
、
良
心
を
根
拠

に
非
本
質
的
事
物
に
対
す
る
為
政
者

の
介
入
に
反
対
す
る
議
論
を
次

の
よ
う
に
ま

と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「良
心
は
手
厚
く
取
り
扱
わ
れ
、
拘
束
を
置
か
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
は
万
人
が
同
意
す
る
こ
と
で
あ
る
」

の
で
、
「非
本
質
的
外
面
的
行
為
を
あ
る
人
の
信
条
に
反
し
て
決
定
す
る
こ
と
は
、
…
…
良
心

に
拘
束
を
置
き
、
こ

の
こ
と
ゆ
え
に
非
合
法

で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
ま
ず
、
「良
心
と
は
、
道
徳
的
か
宗
教
的
か
の
い
ず
れ
か
を
問
わ
ず
、
い
か
な
る
行

為
に
も
関
係
し
う
る
実

践
的
立
場

の
真
理
に
つ
い
て
の
意
見
に
他
な
ら
な

い
」
と
規
定
し
た
上
で
、
良
心
に
拘
束
を
置
く
こ
と
が
非
合
法

的
に
な
る
の
を
回
避
す

る
た
め
に
、
良
心
に
拘
束
を
置
く
こ
と
の
意
味
を
、
バ
グ

シ
ョ
ー
よ
り
も
限
定
的
に
解
釈
す
る
。

良
心
に
拘
束
を
置
く
と
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
教
義
な
り
法
な
り
を
、
実
際
に
は
こ
れ
ら
が
人
間
の
法
令
、
人
間
の
権
威
の
産
物
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に

も
、
神
的
起
源
の
も
の
、
救
い
に
必
要
な
も
の
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
体
良
心
を
拘
束
す
る
力
あ
る
も
の
と
し
て
、
人
の
信
念
な
り
行
動
な
り
に
押
し
つ
け
る

こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
「神
的
起
源
の
も
の
、
救

い
に
必
要
な
も
の
」

(す
な
わ
ち
本
質
的
事
物
)
に
か
な

っ
た
命
令
は
、
そ
れ
自
体
良
心
を
拘
束
す
る

力
を
持

っ
て
い
る
の
で
、
合
法
的
で
あ
る
。
そ
し
て
為
政
者
の
発
す
る
命
令
は
、
も
と
も
と
は

「人
間

の
法
令
、

人
間
の
権
威

の
産
物
」

(す

な
わ
ち
非
本
質
的
事
物
)
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
本
質
的
事
物
と
し
て
の
効
力
を
持

つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
合

法
的
に
良
心

に
拘
束
を

置
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
と
い
う
の
が

ロ
ッ
ク
の
主
張
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
議
論
だ
け
で
は
、
為
政
者
は
、
元
来
は
非
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
自
ら
の
命
令

に
対
し
て
、
恣
意
的

に
本
質
的
性
格
を
付



与

で
き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
免
れ
な
い
。
ま
た
、
も
し
恣
意
的
に
本
質
的
性
格
を
付
与

で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ

は
為
政
者

の
い
か

な
る
権
利

に
基
づ
く
の
か
と

い
う
疑
問
が
生
じ
る
が
、
こ
れ
ら
の
疑
問
に
対
し
て
、

ロ
ッ
ク
は

『英
語
論
文
』
で
は
明
確
に
論
じ
て
い
な

い
。
次
節
で
は
、
『ラ
テ
ン
語
論
文
』
に
お
け
る
、
為
政
者

の
法
制
定
権
力
と
そ
れ
に
対
す
る
臣
民
の
服
従
義
務
に
関
す

る
議
論
を
見
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
上
述

の
疑
問
に
対
す
る
ロ
ッ
ク
の
対
応
を
検
討
す
る
。

第

二
節

為
政
者

の
法
制
定
権
力

ロ
ッ
ク
は
、
『ラ
テ
ン
語
論
文
』
に
お
い
て
、
為
政
者
が
臣
民
を
拘
束
す
る
権
利
を
論
証
す
る
た
め
に
、
為
政
者

の
合
法
的
権
力
に
つ
い

て
、
為

政
者
が
持

っ
て
い
る
権
利
と
臣
民
が
負

っ
て
い
る
義
務
の
両
方
か
ら
考
察
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
為
政
者
が

「臣
民
に
強
制
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
表
現
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第

一
の
意
味
は
、
為
政
者

の
権
利
及
び
合
法
的
権
力
で
あ
り
、

第
二
の
意
味
は
、
臣
民
の
義
務
で
あ
る
。
そ
し
て
為
政
者
が
法
を
課
す
権
力
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
り
、
そ
れ
は
「素
材

の
権
力
」
(
p
o
t
e
s
t
a
s

m
a
t
e
r
i
a
e
,
 
t
h
e
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
p
o
w
e
r
)

と

「命
令

の
権
力
」
(
p
o
t
e
s
t
a
s
 
 
p
r
a
e
c
e
p
t
i
o
n
e
s
,
 
t
h
e
 
p
r
e
c
e
p
t
i
v
e
 
p
o
w
e
r
)

で
あ
る
。
素
材

の

権
力
と
は
、
「命
令
さ
れ
て
い
る
事
物
が

〔神
法

に
よ

っ
て
〕
許
さ
れ
た
事
物

で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
非
本
質
的
か

つ
神

の
教
戒
に
反
し
な

い
も
の
で
あ
る
場
合
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
命
令

の
権
力
と
は

「命
令
自
体
が

〔神
法
に
よ

っ
て
〕
許
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
場
合
」
で
あ
る
。

言

い
換

え
れ
ば
、
為
政
者
が
そ
の
合
法
的
権
力
に
よ

っ
て
法
を
制
定
す
る
場
合
に
は
、
も
と
も
と
神
法
に
よ

っ
て
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
追
認
的

に
法
で
規
制
す
る
場
合

(素
材
の
権
力
に
基
づ

い
た
場
合
)
と
、
神
法
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
て
い
な

い
と
い
う
意
味
で
、

本
来
は
各
人
の
自
由
な
処
理
に
任
さ
れ
て
い
る
非
本
質
的
な
事
物

に
つ
い
て
為
政
者
が
新
た
に
法
を
課
し
て
、
非
本
質
的
事
物
を
本
質
化

す
る
場
合

(命
令
の
権
力
に
基
づ
い
た
場
合
)
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「自
由
で
非
本
質
的
な
事
物
す
べ
て

を
規
制
し
、
こ
れ
を
法
律
の
規
定
対
象
と
な
し
国
民

に
強
制
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
」
為
政
者

は

「
公
共
の
福
祉
と
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協

同

利

益

を

は

か

る

た

め

に

こ

そ

国

民

に

君

臨

、

統

治

し

、

岩

礁

で

は

な

く

港

に

船

を

導

く

た

め

に

こ

そ

舵

を

と

る

」

の

で
あ

る

。

し

た

が

っ
て
、

こ

の
目

的

に
反

し

た
法

を

臣

民

に

強

制

な

ら

ば

、

為

政

者

は

罪

を

犯

す

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

に
対

し

て
臣

民

の
義

務

も

、

二
種

類

の
義

務

が

存

在

す

る

と

ロ

ッ

ク

は
考

え

る

。

す

な

わ

ち

「
行

為

へ
の
義

務

」
(
o
b
l
i
g
a
t
i
o
 
a
d

a
g
e
n
d
u
m
,
 
t
h
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
t
o
 
a
c
t
)

と

「
受

忍

の
義

務

」
(
o
b
l
i
g
a
t
i
o
 
a
d
 
p
a
t
i
e
n
d
u
m
,
 
t
h
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
t
o
 
s
u
f
f
e
r
)

で

あ

る

。

そ

れ

は
言

い
換

え

れ
ば

、

「
積

極

的

服

従

」
(
o
b
e
d
i
e
n
t
i
a
 
a
c
t
i
v
a
,
 
a
n
 
a
c
t
i
v
e
 
o
b
e
d
i
e
n
c
e
)

と

「
消

極

的

服

従

」
(
o
b
e
d
i
e
n
t
i
a
 
p
a
s
s
i
v
a
,

a
 
p
a
s
s
i
v
e
 
o
b
e
d
i
e
n
c
e
)

で
あ

る

。

以

上

の
前

提

に
立

っ
て

、

ロ

ッ
ク

は

自

分

の

主

張

を

次

の
三

点

に

ま

と

め

る
。

す

な

わ

ち

、

①
臣
民
は
、
為
政
者

の
法
規

に
は
、

そ
の
正

・不
正

に
か
か
わ
り
な
く
、
消
極
的
服
従
の
義
務
を
負

う
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
理
由

の
如
何

を
問

わ
ず
、
〔為

政
者
な
ら
ざ
る
〕私

人
が
実
力
と
武
器
と
を
も

っ
て
為
政
者

の
法
規

に
反
抗

す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
、
命
令

の
素
材
が
〔神
法

に
よ
り
〕

許
さ
れ
ぬ
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
為
政
者
は

〔
こ
れ
を
〕
命
令
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
罪
を
犯
す

こ
と
に
は
な
る
。

②
も
し
法
が
、
素
材

と
命
令
の
点

で
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
為
政
者
は
権
利

を
も

っ
て
法
を
命
じ
得
、
し
た
が

っ
て
臣
民
は
積
極
的

・消
極
的
双
方

の
服
従
を
致
す
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
。

③
も
し
法
が
、
素
材

の
点

で
許
さ
れ
て
い
る
が
、
命
令

・意
図

の
点

で
許

さ
れ
ぬ
、
す
な
わ
ち
公
共
の
福
祉

で
は
な
く
私
的
な
善
を

め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
…
…

な
ら
ば
、
私

に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
法
は
い
か
に
も
為
政
者
を
罪
人

と
な
し
、
神

の
法
廷
に
よ
る
処
罰

の
該
当
者

と
す
る
も
の
で
あ

る
。
だ
が
、
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法

は
、
積
極
的
義
務

さ
え
臣
民
に
負

わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
素
材
が
許

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
服
従

の
規
準

は
、

(8
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認
識
不
可
能
な
立
法
者

[す
な
わ
ち
世
俗
の
為
政
者
]
の
意
図
で
は
な
く
、
義
務
を
導
出
す
る
と
こ
ろ
の

[神
の
]
意
志
だ
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
か
ら
、

ロ
ッ
ク
は
、
為
政
者
の
恣
意
性
と
い
う
第

一
節
で
提
示
さ
れ
た
問
題
に
対
し
て
、
為
政
者

の
法
制
定
権
力
の
観
点

か
ら
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、
も
と
も
と
人
間
の
権
威
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
、
神
的
起
源
の
も
の
と
し

て
臣
民
の
良
心
に

拘
束
を
課
す
こ
と
は
、

こ
こ
で
は
為
政
者
が

「命
令
の
権
力
」
に
基
づ
い
て
法
令
を
発
す
る
こ
と
と
言

い
換
え
る
こ
と

が

で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
法
令
が
為
政
者
の
邪
悪
な
恣
意

に
基
づ

い
て
発
せ
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
法
令
の

「命
令

の
権
力
」
は
失
わ
れ
、



為
政
者
個
人
は
神

に
対
し
て
罪
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
法
令
自
体
は

「素
材

の
権
力
」
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点

で
、
臣

民
に
対
し
て
服
従
義
務
を
課
す
要
件
を
満
た
し
て
い
る
た
め
に
合
法
的
に
臣
民

の
良
心
を
拘
束
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
為

政
者
の
法
令
が
彼

の
恣
意
に
基
づ
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
法
令
が
素
材

の
権
力
を
保
持
し
て
い
れ
ば
、
為
政
者
が
本
質
的
事
物

に
関

し
て
臣

民
の
良
心
を
拘
束
す
る
こ
と
は
合
法
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
疑
問
は
な
お
も
残
る
。
す
な
わ
ち
、
為
政
者
の
法
令
が
素
材

の
権
力
さ
え
保
持
し
て
い
な

い
場
合
、
言

い
換
え
れ
ば
、

為
政
者

の
法
令
が
本
質
的
事
物

に
反
し
て
い
る
場
合
で
さ
え
、
そ
の
法
令
は
臣
民
の
良
心
を
合
法
的

に
拘
束
し
、
臣
民

は
そ
の
法
令
に
対

し
て
服
従
義
務
を
負
う
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
前
述
の
ロ
ッ
ク
の
議
論

か
ら
は
、
そ
の
場
合

で
も
臣

民
は
消
極
的
服
従

義
務

(受
忍
の
義
務
)
を
負
う
、
と
い
う
こ
と
し
か
分
か
ら
な

い
。

一
体
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
服
従
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
の

で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
問
題
が
、
為
政
者

の
法
令
と
臣
民
の
良
心
と
の
間
の
単
な
る
優
先
順
位

の
問
題
で
は
な
い

と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

ロ
ッ
ク
の
述

べ
る
よ
う
に
、
良
心
が

「道
徳
的
か
宗
教
的
か
、
国
家
的

か
教
会
的
か
の
い
ず
れ
を

問
わ
ず
、

い
か
な
る
行
為
に
も
関
係
し
う
る
実
践
的
立
場
の
真
理

に
つ
い
て
の
意
見
に
他
な
ら
な

い
」
と
す
る
な
ら
ば
、
良
心
の
働
き
に

は
、
当
然
な
が
ら
自
然
法

の
認
識
も
ま
た
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
第

一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
に
と

っ
て
自
然
法
の
認
識
は
、

そ
れ
自
身
、
神
が
設
定
し
た
目
的

の
実
現
行
為
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
本
質
的
事
物
に
属
す
る
行
為

の
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
為
政
者

の

「素
材

の
権
力
」
を
持
た
な
い
法
令
に
よ

っ
て
、
良
心
の
働
き
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
人
間
の
救
済
が
妨
げ
ら
れ

る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
事
態

に
対
し
て
も
臣
民
は
、
消
極
的
な
形
で
あ
れ
、
服
従
義
務
を
甘
受
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
の

で
あ
ろ
う
か
。



第

三
章

良

心

の
自
由

と
臣
民

の
服
従
義
務

前
章
に
お
い
て
残
さ
れ
た
問
題
、
す
な
わ
ち
為
政
者
の
い
か
な
る
法
令
も
、
臣
民

の
良
心
の
働
き
を
合
法
的
に
拘
束
で
き
る
の
か
否
か

と

い
う
問
題
は
、
『ラ
テ
ン
語
論
文
』
に
お
い
て
は

「良
心
の
自
由
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
お
い
て
は
、
臣

民

の
良
心
の
自
由
と
、
そ
れ
を
拘
束
す
る
為
政
者

の
実
定
法

の
拘
束
力
と
の
関
係
が
重
要
な
論
点

に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
議
論

を

理
解
す
る
に
は
、
自
然
法

の
内
在
的
な
拘
束
力
が
直
接
的
な
形
で
は
及
ば
な
い
領
域
、
す
な
わ
ち
人
間
の
実
定
法
の
領
域
に
お
い
て
、

実
定
法
は
い
か
な
る
拘
束
力
を
有
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
実
定
法
の
領
域
に
お
い
て
、
人
間

の
良
心
の
働
き
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占

め
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
ロ
ッ
ク
の
基
本
的
な
考
え
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
考
え
が
端
的

に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、

ロ
ッ
ク
の
法
区
分
論
な

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
第

一
節
で
は
、

ロ
ッ
ク
の
法
区
分
論
を
概
観
す
る
。
さ
ら
に
第
二
節

に
お
い
て
、
実
定
法

の
拘
束
力

に
関
す
る
ロ
ッ
ク

の
議
論
を
扱

っ
た
後
に
、
第
三
節
に
お
い
て
、
第

一
節
の
法
区
分
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
実
定
法
の
拘
束
力
の
議
論
を
捉
え
な
お
し
、
そ

れ

に
基
づ

い
て
、
臣
民
の
良
心
の
働
き
を
為
政
者

の
法
令
は
合
法
的
に
拘
束
で
き
る
の
か
否
か
の
問
題
に
対
す
る

ロ
ッ
ク
の
結
論
を
検
討

す
る
。
そ
し
て
、
第

一
章

に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
認
識
論
、
お
よ
び
自
然
法

の
拘
束
力

に
つ
い
て
の
議
論
が
、
行
論
の
必
要

に
応
じ

て
参
照
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第

一
節

ロ
ッ
ク
の
法
区
分
論

ロ
ッ
ク
は
、
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
臣
民
の
服
従
義
務

に
関
す
る
議
論

の
後
に
続

い
て
、
非
本
質
的
事
物

の
性
質
を
法
の
観
点

か
ら
捉

え
直
そ
う
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
「道
徳
的

に
善
で
も
悪
で
も
な
い
す
べ
て
の
事
物
が
、
非
本
質
的
と
言
わ
れ
る
」
の



で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て

「道
徳
的
な
行
為
は
、
善

・悪
の
基
準
と
し
て
法
を
前
提
と
し
て
お
り
」
、
し
た
が

っ
て

「
非
本
質
的
事
物
を
よ

(1

)

り
十
分

に
了
解
す
る
た
め
に
は
、
法
の

一
定
の
特
質
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。

以
上

の
前
提
の
も
と
に
、

ロ
ッ
ク
は
、
他
の
著
作
家
た
ち
と
は
異
な

っ
た
独
自
の
法
区
分
と
し
て
、
法
の
種
類
を
①
神
法

(道
徳
法
)
、

②
人
定
法

(国
家
法
)
、
③
兄
弟
法

(愛
の
法
)、
④
修
道
法

(私
法
)

の
四

つ
に
区
分
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
法
に
対

す
る

ロ
ッ
ク
自
身

の

(2
)

説

明

を

以

下

に
引

用

す

る
。

①
神
法
と
は
、
神

か
ら
人
間
に
伝

え
ら
れ
、
人
間

に
と

っ
て
の
生
活

の
規
準

・基
準
と
な
る
と
こ
ろ
の
法
で
あ

る
。

こ
の
法

は
、
人
間
に
本
性
的
・
生
得
的

に
(3
)

そ
な
わ

っ
た
理
性

の
光

に
よ

っ
て
認
識
さ
れ
る
か
、
超
自
然
的
啓
示
に
よ

っ
て
公
布

さ
れ
る
か
に
応
じ

て
、
さ
ら
に
、
自
然
法
と
実
定
法
に
区
分
さ
れ
る
。

②
人
定
法
と
は
、
支
配
権

と
他

の
人
々
に
対
す
る
権
利

を
掌
握
す
る
あ
る
人
間

に
よ

っ
て
命
令

さ
れ
る
と

こ
ろ
の
法
、
否
、
む
し
ろ
そ
れ

に
対

し
て
合
法
的
な

権
力
を
有
す
る
そ
の
下
級
者

へ
の
、
上
級
者

の
何
ら
か
の
命
令

で
あ
る
。
…
…

[子
供
に
対
す
る
親

の
、
奴
隷
に
対
す
る
主
人
の
命
令
も
ま
た
上
級
者
が
下

級
者

の
服
従

を
要
求
す
る
点

で
人
定
法
の

一
種

で
あ
る
が
]
為
政
者

に
よ

っ
て
命
令
さ
れ
た
共
同
体

の
公
的
宣
言

〔
す
な

わ
ち
法
令

〕
が
そ
の
中

の
主
た
る

も

の
で
あ

っ
て
…
…
、
こ
こ
で
は
特

に
、
人
定
法

の
名
称

の
も
と
で
は
こ
の
法
令

[国
家
法
]
を
理
解
し
た

い
と
思
う
。

③

[兄
弟
法

は
]
わ
れ
わ
れ
に
対
し

て
何

ら
の
権
力
も
有

せ
ぬ
虚
弱
な
兄
弟
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
本
質
的
事
物

に
お
け
る
神

か
ら
も
為
政
者
か
ら

も
委
譲
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
自
由
を
、
何

ら
か
の
自
前

の
権
利
を
も

っ
て
規
制
し
、
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、

(著
作
家
達

の
語

っ
て

い
る
よ
う
に
)
他
の
時

に
他

の
人
に
完
全

に
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
今
、
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
に
許

さ
れ
な

い
、
と

い
う
効
果
を
生

じ
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

(4
)

こ
の
法
は
蹟
き
の
法
と

一
般
に
呼
ば
れ
て

い
る
。

④
人

は
こ
の
法

[修
道
法
]
を
自
ら

に
課
し
、
新
し

い
義
務
を

さ
ら

に
導

入
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
非
本
質

で
あ
り
、
か

つ
先
行
す
る
諸
法

か
ら
除

外

さ
れ

て
い
た
事
物
を
、
本
質
的
な
も

の
に
転
化
す
る
の
で
あ

る
。

こ
の
法

に
は
良
心
(
c
o
n
s
c
i
e
n
t
i
a
)

と
契
約
(
p
a
c
t
u
m
)
の
二
側
面
が
あ
り
、
前
者

(
5
)

は
判
断
(
j
u
d
i
c
i
u
m
)

、
後
者
は
意
志
(
v
o
l
u
u
n
t
a
s

に
由
来

す
る
。



ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
右

の
法
区
分
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
主
と
し
て
立
法
主
体
の
観
点
か
ら
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

神
法

の
立
法
者
は
神
で
あ
り
、
人
定
法
は
為
政
者
、
兄
弟
法
は
平
等
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
そ
し
て
修
道
法
は
私
人
が
立
法
者
と
な
る
。
ま

た
、
神
法
を
頂
点
と
し
て
、
人
定
法
、
兄
弟
法
、
修
道
法

の
順
に
完
全
な
従
属
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「下
級
の
法
が
上

級

の
法
の
権
威
な
い
し
は
拘
束
力
を
無
効
ま
た
は
取
消
し
に
す
る
権
限
を
け

っ
し
て
有
し
な

い
」
の
で
あ
り
、
ま

た

「上
級
の
法
に
と

っ

て

の
非
本
質
的
事
物
は
す
べ
て
、
下
級
の
法
の
対
象
お
よ
び
素
材
と
な
り
、
下
級

の
法
の
権
威
者

[立
法
者
]

は
、
上
級
の
法

に
よ

っ
て

全

く
規
定
さ
れ
て
い
な

い
全
事
象
に
対
し
て
、
支
配
権
と
権
利
を
有
す
る
」
と
い
う
関
係
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
実
定
法
の
拘
束
力
と
良
心
の
働
き
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
、
以
上
の
法
区
分
論
か
ら
次
の
三
点
が
確
認

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第

一
に
、
実
定
法
は
、
人
定
法
、
兄
弟
法
、
修
道
法

の
順
に
区
分
さ
れ
、
各
法
の
拘
束
力
が
及
ぶ
領
域
は
、
そ
れ
ぞ

れ
国
家
、
平
等
な
キ
リ

ス
ト
教
徒

の
集
団
、
私
人
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
各
法
の
拘
束
力
は
、
上
位
の
法
の
拘
束
力

に
依
拠
す
る
の
で
、
下
位
の
法
が
上
位
の

法
を
拘
束
す
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
こ
と
。
第
三
に
、
良
心
の
働
き
は
修
道
法
の
領
域
、
す
な
わ
ち
私
人

の
領
域
に
限
定
さ
れ
て

い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
論
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
次
節
で
は
、
人
定
法
の
拘
束
力

に
関
す
る
、

ロ
ッ
ク
の
さ
ら
に
詳
細
な
議

論

を
検
討
す
る
。

第

二
節

人
定
法
の
拘
束
力

ロ
ッ
ク
は

『ラ
テ
ン
語
論
文
』
の
最
後
の
部
分

で

「良
心
の
自
由
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
彼
は
ま
ず
、
良
心
の
自

由

が
本
質
的
事
物
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠

に
為
政
者
が
臣
民
の
良
心
の
自
由
を
拘
束
す
る
こ
と
を
否
定
す

る
主
張
を
提
示
し
、
次

い

で
、
そ
の
主
張
を
反
駁
す
る
形
で
議
論
を
進
め
て
い
る
。

為
政
者
の
拘
束
を
否
定
す
る
論
者

の
主
張

に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
良
心
の
自
由
は
完
全

に
神
聖
で
神

の
意
志
に
の
み
責
任
を
負
う
が
ゆ
え



に
、
為
政
者
が
こ
れ
を
己
れ
の
主
権
に
属
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
神
意
の
尊
厳
を
冒
涜

し
、
兄
弟

に
暴
力
と
不
正
を
加
え
る

こ
と

と
な
り
、
重
大
な

〔神
法

へ
の
〕
背
反
」
で
あ
り
、
「
い
や
し
く
も
こ
の
自
由
を
抑
圧
し
制
限
す
る
法
は
、
す
べ
て
こ
の
事
実
そ
の
も

の
に
よ

っ
て
不
正
・無
効
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
「教
会
法
か
世
俗
法
か
を
問

わ
ず
、
為
政
者

の
手

に
な

る
正
し
い
法
は
す
べ
て
臣
民
の
良
心
を
拘
束
す
る

〔
つ
ま
り
良
心
に
義
務
を
課
す
〕
も
の
で
あ
る
以
上
、

い
か
な
る
法
が
良
心

の
自

由
に
反

す
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
拘
束
力
と
自
由
と
の
何
ら
か
の
区
別
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
為
政
者
の
定
め
る

法

(す

な
わ
ち
人
定
法
)
の
拘
束
力
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

そ

れ
に
よ
れ
ば
、
人
定
法
の
拘
束
力
に
は

「実
質
的
拘
束
力
」
(
o
b
l
i
g
a
t
i
o
 
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
)

と
「形
式
的
拘
束
力
」
(
o
b
l
i
g
a
t
i
o
 
f
o
r
m
a
l
i
s
)

拘
束
力

の
二
種
類
が
あ
る
と
い
う
。
実
質
的
拘
束
力
と
は
、
「人
定
法

の
素
材
た
る
事
物
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
自
体
の
性
質
の
ゆ
え

に
良
心

を
拘
束

す
る
」
よ
う
な
拘
束
力
で
あ
る
。
そ
し
て
形
式
的
拘
束
力
と
は
、
「非
本
質
的
事
物
が
為
政
者

の
合
法
的
な
権
力
に
よ

っ
て
国
民
に

命
令

さ
れ
、
こ
れ
に
よ

っ
て
良
心
を
拘
束
す
る
」
よ
う
な
拘
束
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
に
対
し
て
自
由

に
も
二

つ
の
種
類
が
あ
り
、

そ
れ

は

「判
断
の
自
由
」
(
l
i
b
e
r
t
a
s
 
i
u
d
i
c
i
i
,
 
l
i
b
e
r
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
j
u
d
g
m
e
n
t
)

と

「意
志

の
自
由
」
(
l
i
b
e
r
t
a
s
 
v
o
l
u
n
t
a
t
i
s
,
 
l
i
b
e
r
t
y
 
o
f

T
h
e
W
i
l
l
）

で
あ
る
。
判
断

の
自
由
と
は
、
「し
か
じ
か
の
事
項
が
本
性
に
お
い
て
本
質
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
判
断

に
よ
る
是
認
を
必
ず

し
も
必
要
と
し
な
い
と
き
で
あ
り
、
良
心
の
す
べ
て
の
自
由
は
、

こ
の
不
必
要
性
の
中

に
存
在
す
る
」
と

い
う
。
そ

し
て
意
志
の
自
由
と

は
、
「
し
か
じ
か
の
行
為
の
た
め
に
意
志
の
是
認
を
必
要
と
し
な
い
場
合
で
あ
り
、
こ
の
自
由
を
取
り
去

っ
た
と
こ
ろ

で
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ

て
良
心

の
自
由
を
損
な
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
ロ
ッ
ク
は
主
張
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
ロ
ッ
ク
が
述

べ
て
い
る

「
判
断
の
自
由
」
「意
志
の
自
由
」
と
い
う
言
葉
の
含
意
は
、
こ
の
定
義
だ
け
か
ら
で

は
分

か
り
に
く

い
。
そ
こ
で
次
節
に
お
い
て
は
、
前
節
で
確
認
し
た

ロ
ッ
ク
の
法
区
分
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
「
判
断

の
自
由
」
「意
志
の

自
由

」
の
概
念
を
明
確
化
し
、
そ
の
上
で
、

ロ
ッ
ク
の
最
終
的
な
結
論
を
確
認
す
る
。



第
三
節

良
心
の
自
由
と
服
従
義
務

第

一
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、

ロ
ッ
ク
の
法
区
分
に
お
い
て
、
最
も
下
位
の
区
分
に
位
置
す
る
法
は
修
道
法

(私
法
)
で
あ
り
、
こ
の

法

は
、他

の
す

べ
て
の
法
に
お
い
て
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
残
さ
れ
た
領
域
に
お
い
て
、事
物
を
本
質
的
な
も
の

に
転
化
す
る
法
で
あ

っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
法

に
は
良
心
と
契
約
の
側
面
が
あ
り
、
前
者
は
判
断
に
、
後
者
は
意
志

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い

た
。
さ
ら
に
こ
の
良
心
の
側
面

に
つ
い
て
、

ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

な
さ
れ
る
べ
き
事
物
に
関
す
る
道
徳
的
命
題
の
持
つ
真
理
性
に
つ
い
て
の
あ
の
究
極
的
判
断
を
、
わ
れ
わ
れ
は
良
心
の
法
(
c
o
n
s
c
i
e
n
t
i
a
e
 
l
e
x
)

と
呼
ん
で

い
る
。
-
…
神
は
、
自
然

の
光

を
人
間

の
胸
中

に
植
え
込
み
、
い
わ
ば
内
、婆

お
け
る
立
法
者

が
わ
れ
わ
れ
の
内

に
常
住

す
る
よ
う

に
欲

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
光
の
発
す
る
法
令
を
侵
犯
す
る
こ
と
は
些
か
で
も
許
さ
れ
な
い
。

こ
こ
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
良
心
は
、
明
ら
か
に

『自
然
法
論
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
自
然
法
の
認
識
と
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
。
そ
し

て
良
心
が
判
断
に
由
来
す
る
と

ロ
ッ
ク
が
述
べ
た
と
き
、
こ
の
判
断
と
は
、
自
然
法

の
認
識
行
為
、
す
な
わ
ち
神

か
ら
生
得
的
な
能
力
と

し

て
与
え
ら
れ
た
自
然
の
光
と
し
て
の
理
性
と
感
覚
を
協
働
さ
せ
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
と
解
し
て
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
議
論
を
前
提
に
、
「判
断

の
自
由
」
に
つ
い
て
の
ロ
ッ
ク
の
定
義
を
見
直
し
て
み
よ
う
。
判
断

の
自
由
が

「判
断

に
よ
る
是
認
を

必
ず
し
も
必
要
と
し
な

い
」

の
で
あ
れ
ば
、
判
断

の
自
由
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
は
、
自
然
の
光
を
用
い
た
自
然
法
の
認
識
だ
け

と
は
限
ら
ず
、
恣
意
的
な
格
律
の
追
究
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
「良
心
の
す
べ
て
の
自
由
は
、

こ
の

[判
断

の
]
不
必

要
性

に
あ
る
」
と

ロ
ッ
ク
が
述
べ
る
と
き
、
彼
の
い
う
良
心
の
自
由
と
は
、
自
然
法

の
認
識
行
為
と
、
自
然
法
の
認
識

に
基
づ
か
な
い
、

恣
意
的
な
格
律

の
追
究
の
両
者
を
含
ん
だ
、
精
神
活
動

の
自
由
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
良
心
の
自
由
を
取
り
去
る
こ
と
に
よ

っ



て
、
各
人
が
恣
意
的
な
格
律
を
持

つ
恐
れ
を
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
同
時

に
そ
れ
は
、
自
然
法
の
認
識
の
可
能
性
を
も
奪
う
こ
と

に
な
る
た
め
、
為
政
者
が
臣
民
の
良
心
の
自
由
を
取
り
去
る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。

次
に

「意
志
の
自
由
」

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
修
道
法

に
つ
い
て
の
ロ
ッ
ク
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
修
道
法
の
契
約

の
側
面
は
意
志
に
由

来
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
契
約

の
側
面

に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

意
志
に
依
存
す
る
、
い
ま
ひ
と
つ
の
私
法

[修
道
法
]
は
、
わ
れ
わ
れ
が
神
ま
た
は
隣
人
と
結
ぶ
契
約
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
れ
は
誓
い
(
v
o
t
u
m
)

と
い
う
特

(12
)

殊
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
説
明
か
ら
、
意
志
と
は
、
私
人
が
自
ら
立
て
た
契
約
や
誓

い
に
よ

っ
て
何
ら
か
の
行
為
を
行
う

(あ
る

い
は
行

わ
な

い
)
こ
と
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
「意
志

の
自
由
と
は
、
し
か
じ
か
の
行
為

の
た
め
に
意
志
の
是
認
を
必
要
と
せ
ぬ
場
合
」
で
あ
る
と

ロ
ッ

ク
が
述

べ
る
と
き
、
意
志
の
自
由
と
は
、
私
人
が
契
約
や
誓
い
を
立
て
る
こ
と
な
く
、
自
由

に
何
ら
か
の
行
為
を
行

う

(あ
る
い
は
行
わ

な
い
)

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
為
政
者
は
、
人
定
法
を
課
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
臣
民

の
意
志
の
自
由
を
任

意
に
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
こ
の
自
由

[意
志

の
自
由
]
を
取
り
去

っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
良
心
の
自

由
を
損
な
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
」
か
ら
で
あ
る
。

最
後

に
ロ
ッ
ク
は
、
以
上
の
議
論

に
も
と
つ
い
て
、
人
定
法
の
拘
束
力
の
種
類
に
対
応
し
て
、
臣
民
は
次
の
よ
う
な
服
従
義
務
を
負
う

(
B
)

こ
と
に
な
る
と
し
て
三
つ
の
結
論
を
提
示
す
る
。
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
以
下

の
よ
う
に
な
る
。

①
実
質
的
拘
束
力
と
形
式
的
拘
束
力
の
両
方
を
具
備
し
た
法

(例
え
ば
、
臣
民
は
盗
み
や
姦
淫
を
し
て
は
な
ら
な
い
等
)
を
為
政
者
が
命

じ
た
場
合

に
は
、
臣
民
は
良
心
の
自
由
そ
の
も
の
が
取
り
去
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
は
不
正
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
「
こ
の
法
が



新
規

の
鉄
鎖
を
良
心
に
か
け
る
の
で
も
、
神
自
身
が
設
定
さ
れ
た
も

の
以
外
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
厳
格
な
制
限
を
良
心
の
自
由

に
為
政
者
が
課
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

②

も
し
為
政
者
が
形
式
的
拘
束
力
の
み
を
持

っ
た
法
を
命
じ
た
場
合
、
事
物
自
体
の
本
性
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
為
政
者

の
命
令
に
よ

っ

て
事
物
が
本
質
的
に
な

っ
た
と
い
う
点

で
(す
な
わ
ち
為
政
者
が
新
規
に
良
心
に
制
限
を
課
し
た
と
い
う
点
で
)、
確
か
に
臣
民
の
良
心

を
拘
束
す
る
が
、
こ
れ
は
良
心
の
自
由
を
取
り
去
る
も
の
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
「事
物
が
本
質
性
を
帯
び

る
た
め
に
は
[為
政
者
に

よ
る
新
規
の
法

の
制
定
に
は
]、
判
断
に
よ
る
服
従

へ
の
是
認

[各
人

の
自
然
法

の
認
識
の
制
限
」
を
必
要
と
せ
ず
、
服
従

へ
の
意
志
の

同
意

[各
人

の
意
志
の
自
由
の
制
限
]
の
み
で
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。
」
し
た
が

っ
て
、
「国
家
的
か
教
会
的
か
の
区
別
な
く
、
ま
た
神

礼
拝

に
関
係
す
る
か
社
会
生
活
に
関
係
す
る
か
の
区
別
な
く
、
為
政
者

の

〔制
定
す
る
〕
あ
ら
ゆ
る
法
は
、
正

し
く
か
つ
妥
当

で
あ
り
、

判
断
で
は
な
く
行
為

へ
と
人
々
を
拘
束
す
る
」
の
で
あ
る
。

③
為
政
者
は
、
実
質
的
拘
束
力
も
形
式
的
拘
束
力
も
持
た
な
い
よ
う
な
法
を
制
定
す
る
こ
と
は
理
論
上
不
可
能
で
あ
る
。

良
心
の
自
由
を
め
ぐ

っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
明
ら
か
に
第
二
の
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
定
法
が
形
式
的
拘
束
力
し
か
持
た
な
い
場

合
、

つ
ま
り
自
然
法
の
内
在
的
な
拘
束
力
を
期
待
で
き
な

い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
人
定
法
の
拘
束
力
を
担
保
す
る
も
の
は
、
法

の
秩
序

で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
ロ
ッ
ク
は
、
良
心
の
働
き
を
修
道
法
の
領
域

に
限
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
良
心
の
働
き
に
対
す
る
人
定
法

の
形
式
的
拘
束
力
を
確
保
し
た
。
さ
ら
に
修
道
法
を
判
断
の
側
面
と
意
志

の
側
面
に
分
け
、
人
定
法
を
意
志

の
側
面
に
作
用
さ
せ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
良
心
の
自
由
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
臣
民
の
修
道
法
の
領
域
を
実
質
的

に
無
制
限

に
、
し
か
し
合
法
的

に
取
り
去
る
こ
と
を

可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に



本
稿

の
目
的
は
、
初
期

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
を
、
良
心
の
自
由
を
め
ぐ
る
議
論
の
中

に
探
究
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
最
後
に
、
こ
こ
ま

で
の
検
討
を
通
じ
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
、
結
論
と
し
て
い
ま

一
度
整
理
し
て
お
き
た
い
。

良
心

を
め
ぐ
る
最
初
の
問
題
は
、
為
政
者

は
臣
民
の
良
心
に
拘
束
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
形

で
提
議

さ
れ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
ロ
ッ
ク
は
、
良
心
に
拘
束
を
置
く
こ
と
の
概
念
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
良
心
に
拘
束
を
置
く
こ
と
な
し

に
為
政
者
は
何
ら
か

の
命
令

を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
解
決
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
為
政
者
は
、
本
来

は
非
本
質
的
な
も
の

で
あ
る
自
ら
の
命
令

に
対
し
て
、
恣
意
的

に
本
質
性
を
付
与
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残

っ
た
。
次
に
ロ
ッ
ク
は
、
為
政
者
の
発
す
る

命
令
の
合
法
的
な
権
力
と
、
そ
れ
に
対
す
る
臣
民
の
服
従
義
務
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
問
題

に
応
答
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
為
政
者

の
命
令
が
邪
悪
な
恣
意

に
基
づ
く
も
の
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
命
令
が
素
材
の
権
力
を
有
し
て
い
れ
ば
、
臣
民
は
そ
の

命
令
に
対
し
て
、
積
極
的
な
服
従
義
務
を
負
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
素
材
の
権
力
を
保
持
し

て
い
な
い
命
令

(す

な
わ
ち
本
質
的
な
事
物
に
か
な

っ
て
い
な
い
命
令
)
も
臣
民
の
良
心
を
合
法
的
に
拘
束
し
、
臣
民
は
そ
の
命
令

に
対

し
て
服
従
義
務
を
負

う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
根
拠

に
基
づ
く
の
か
と

い
う
問
題
が
残
さ
れ
た
。

こ
の
問
題

に
対
し
て
、

ロ
ッ
ク
が
与
え
た
解
決
は
次

の
よ
う

に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず

ロ
ッ
ク
は
、
自
然
法
を
頂
点
と
す
る
人
定
法
、
兄
弟
法
、
修
道
法
の
法
秩
序
を
構
成
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
法

の
立
法
者
は
、
神
、

為
政
者

、
平
等
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
私
人
で
あ
り
、
こ
の
法
秩
序

に
お
い
て
は
、
法
の
究
極
的
な
拘
束
力
は
自
然
法

の
内
在
的
な
拘
束
力

に
限
定

さ
れ
、
他

の
法
の
拘
束
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
上
位
の
法
の
拘
束
力
に
依
拠
し
て
い
た
。
次
に
、
私
人
の
立
法
領
域
で
あ
る
修
道
法

の
中

に
良
心
の
活
動
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
私
人

の
良
心
の
自
由
に
対
す
る
為
政
者
の
命
令

(人
定
法
)

の
拘
束
力
を
確
保
し

た
。
最
後
に
、
修
道
法
の
領
域
を
、
判
断
に
基
づ
く
良
心

の
側
面
と
、
意
志
に
基
づ
く
契
約

(誓

い
)
の
側
面

に
分
け
、
人
定
法
が
意
志

の
自
由

を
取
り
去
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
為
政
者
は
間
接
的
な
形
で
は
あ
る
が
、
臣
民
の
良
心
の
自
由
を
合
法
的
に
拘
束
す
る
こ
と
が
で
き



た

の

で
あ

っ
た

。

こ
う

し

て

ロ

ッ
ク

は

、

良

心

の
自

由

を

犠

牲

に

す

る

こ

と

な

く

、

臣

民

は

為

政

者

の

い

か
な

る
命

令

に
対

し

て
も

、

合

法

的

に
服

従

義

務

を

負

う

こ
と

を

論

証

し

た

の

で
あ

る
。

文
献

の
参
照
方
法

に
つ
い
て

・
本
稿
で
用
い
る

一
次
文
献

の
参
照
箇
所

は
、
該
当
文
献

の
略
号
と
頁
数

で
示
す
。
本
稿

に
お
け
る

一
次
文
献
の
邦
題
名
と
、
そ
れ

に
対
応

す
る
略
号
、
テ
ク

ス
ト

は
左
記
の
通
り

で
あ
る
。
な
お
、
訳
文
は
原
則
と
し
て
左
記

の
邦
訳
を
使
用
し
た
が
、
本
文
と
の
用
語
上
の
整
合
性
を
合

わ
せ
る
た
め
に
若
干
改
変

し
た
箇
所
が

あ
る
。
ま
た
、
内
容
上
の
改
変

に
つ
い
て
は
、
そ

の
都
度
明
記
し
た
。

(1
)

『自
然
法
論
』
E
L
N

E
s
s
a
y
s
 
o
n
 
t
h
e
 
L
a
w
 
o
f
 
N
a
t
u
r
e
,
 
W
.
 
v
o
n
 
L
e
y
d
e
n
 
e
d
.
,
 
 
O
x
f
o
r
d
 
 
:
 
C
l
a
r
e
n
d
o
n
 
P
r
e
s
s
,
 
1
9
5
4
.

な
お
、
参
照
頁
数

は
ラ
テ
ン
語
原
文

の
頁
数
を
示
し
、
そ
の
後

に
括
弧
内

で
フ
ォ
ン

・
ラ
イ
デ

ン
に
よ
る
英
訳
の
頁
数
を
示
す
。

邦
訳

日
浜
林

正
夫
訳

『自
然
法
論
』

(世
界
大
思
想
全
集
、
社
会

・
宗
教

・
科
学
思
想
篇

(2
)

『
ホ
ッ
ブ
ズ
、

ロ
ッ
ク
、

ハ
リ

ン
ト

ン
』
所
収
、
河
出
書
房
新
社
、

一
九
六
二
年
)
。

(
2
)

『
世
俗
権
力

二
論
』
T
T
G

T
w
o
 
T
r
a
c
t
s
 
o
n
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
 
P
h
i
l
i
p
 
A
b
r
a
m
s
 
e
d
.
,
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 
:
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
,
 
1
9
6
7
.

こ
の
う
ち

『
英
語
論
文
』

と

『
ラ
テ
ン
語
論
文
』
を
分
け
て
、
さ
ら

に
下
記

の
略
号
を
用

い
る
。

『英
語
論
文
』
E
T

『
ラ
テ

ン
語
論
文
』
E
T

な
お

『
ラ
テ
ン
語
論
文
』

に

つ
い
て
は
、
参
照
頁
数
は
ラ
テ
ン
語
原
文
の
頁
数
を
示
し
、
そ

の
後
に
括
弧
内
で

エ
イ
ブ
ラ
ム
ズ

に
よ
る
英
訳
の
頁
数
を
示
す
。

邦
訳

日
友
岡
敏
明
訳

『
世
俗
権
力

二
論
』

(未
来
社
、

一
九
七
六
年
)
。

・
二
次
文
献

の
参
照
箇
所

に

つ
い
て
は
、
該
当
文
献
の
著
者
名
、
刊
行
年
、
頁
数
で
示
す
。
刊
行
年

に
対
応
す
る
著
作

に
つ
い
て
は
、
「参
照
文
献

一
覧
」
を
参
照
。



・
引
用
文
中

に
お
け
る
挿
入

に
あ
た

っ
て
は
、
次
の
括
弧
を
使

い
分
け
て

い
る
。

(

)
…
原
著
者

に
よ
る
挿
入
。

た
だ
し
、
訳
文
中
で
原
語

を
示
す
場
合

に
も

こ
の
括
弧

を
用

い
て
い
る
。

〔

〕
…
邦
訳
者

に
よ
る
挿
入
。

[

]
…
筆
者
に
よ
る
挿
入
。

註

は
じ
め

に

(
1
)
A
s
h
c
r
a
f
t
 
 
(
1
9
8
6
)
,
p
.
7
5
.

な

お
、
文
献

の
参
照
方
法

に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
の

「
文
献
の
参
照
方
法

に
つ
い
て
」
を
参

照
。

(
2
)
ア
シ

ュ
ク
ラ
フ
ト
は
、

ロ
ッ
ク
の
手
稿
を
丹
念

に
読
ん
だ
結
論

と
し

て
、
何
故

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
が
大

き
く
変
化

し
た
か
に
つ
い
て
「
は

っ
き
り
し

た
答

え
は
、

こ
の
資
料
自
身

の
中
に
は
含
ま
れ
て

い
な
い
」
と
述

べ
る
。
A
s
h
c
r
a
f
t
 
(
1
9
8
6
)
,
 
p
.
7
6
.

こ
う
し
て
彼

は
、

ロ
ッ
ク
自
身

の
テ
ク
ス
ト
の
み

か
ら

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想

の
変
化
を
解
明
す
る
こ
と
を
断
念
し
、
ロ
ッ
ク
が
直
面
し
た
政
治
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
目
を
向

け
た

の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う

に
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
着
目
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
ア
シ
ュ
ク
ラ
フ
ト
以
後

の
多
く

の
研
究
者

に
引
き
継

が
れ
て
い
る
。
そ
の
例

と
し

て
、
ア
シ
ュ
ク
ラ
フ

ト
と
同
様

に
、
『
統
治
二
論
』

の

「革
命
的
」
「急
進
的
」
性
格
を
強
調
す
る
J

・
マ
ー
シ

ャ
ル
、

ロ
ッ
ク
の
言
説
が
、
王
位
排
斥
法
危
機
を
め
ぐ
る
政
治

論
争

の
中

で
は

「例
外
的
な
」
存
在

で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
J

・
ポ
ー

コ
ッ
ク
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
M
a
r
s
h
a
l
l
 
(
1
9
9
2
)
 
,
 
P
o
c
o
c
k

(
1
9
8
3
)
,
 
(
1
9
8
7
)
.

日
本

で
は
、
ロ
ッ
ク
を
含

め
た
ウ
イ

ッ
グ
急
進
派
と
内
乱
期

の
レ
ヴ

ェ
ラ
ー
ズ
の
議
論
と

の
間

の
共
通
性
を
強
調
す
る
大
澤
麦
氏

の

研
究

が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
澤

(
一
九
九
五
)
。
ま
た
、
ア

シ
ュ
ク
ラ
フ
ト

の
研
究

に
対
す
る
批
評
と
し
て
、
浜
林
（
一

九
八
九
)
を
参
照
。

(3
)
初
期

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想

の
権
威
主
義
的
性
格
を
強
調
す
る
議
論

と
し
て
、
C
r
a
n
s
t
o
n
 
(
1
9
5
7
)
,
 
p
p
.
5
7
-
6
7

を
参

照
。

(4
)
初
期

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想

の
評
価
を
低
め
る
も
う

一
つ
の
要
因
と
し
て
、
同
じ

一
六
六
〇
年
代
前
半

に
執
筆
さ
れ
た
『自
然
法
論
』
と
の
対
比
が
あ
る
。

す
な
わ
ち

『
世
俗
権
力

二
論
』
に
お
け

る
初
期
の
政
治
論
と
比
較
し

て
、
よ
り
学
問
的

に
洗
練
さ
れ
た

『自
然
法
論
』
に
お
け
る
哲
学
的
認
識
論

こ
そ
が
、

ロ
ッ
ク
の
知
的
発
展

の
真

の
出

発
点

と
し
て
捉

え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
例

え
ば
J
・ダ

ン
は
、
『自
然
法
論
』
に
お
け
る

ロ
ッ
ク
は
、

『世
俗
権
力

二
論
』

で
の
特
定

の
実

践
的
問
題

か
ら
解
放

さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
た
な
知
的
発
展
を
遂
げ

る
こ
と
が
可
能

に
な

っ
た
と
論
じ
る
。
D
u
n
n
 
(
1
9
6
9
)
 
,
 
p
.
1
9
.

同
様

に
、
『自
然
法
論
』
が

ロ
ッ
ク
思
想

の
真

の
出
発
点
で
あ

っ
た
と
し
て
、

『世
俗
権
力

二
論
』
と

『自
然
法
論
』
と
間

の
断
絶
を
強
調
す
る
も
の
と
し

て
、

田
中

二

九
七
五
)
、
三
八
-

四

一
頁
を
参
照
。
逆
に
、

『世
俗
権
力
二
論
』
と

『自
然
法
論
』

と
の
間

の
補
完
的
関
係
を
指
摘
す
る
も
の
と
し

て
、

伊
藤

二

九
九
二
)
、

一
七
三
ー

一
七
五
頁
を
参
照
。

(5
)
D
u
n
n
 
(
1
9
8
4
)
,
 
p
.
2
4
.

邦
訳
、
四

一
頁
。



(
6
)
例
え
ば
、
大
衆

の
判
断
力
の
不
確

か
さ
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
無
秩
序
、
お
よ
び
統
治
の
必
要
性
に

つ
い
て
、

ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「
実
に
未
熟

で
直
情
径
行
的
大
衆

の
無
思
慮

に
、
良
心

の
権
威
、
と

い
う
被

い
を
掛
け
、

こ
れ
を
武
装
す
る
こ
と
を
心
得
て

い
る
人
々
が
、
己
れ
の
燃

え
た
ぎ

る
熱
狂
を
も

っ
て
、
人
民

の
激
情
を
発
火

・
爆
発
せ
し
め
る
こ
と
は
、
希
有

な
こ
と
で
は
な

い
。
」
L
T
,
 
p
.
1
8
6
 
 
(
2
1
1
)
 
 

邦
訳
、

一
二
]二
頁
。

「
つ
ま
り
人
間
と

い
う
も

の
は
、
え

て
し
て

(自
分
の
言

い
分

に
味
方
す

る
判
定
人
で
あ

っ
て
)
他
人

に
対

す
る
衡
平
に
心
か
ら
満
足
せ
ず
、
他
人
が

こ
の
衡
平
性

の
規
準
を
な
お
ざ
り
に
し
て

(
と
彼
ら
の
偏
見

に
写
る
の
だ
が
)
己
れ
の
自
由
を
行
使
し
て

い
る
の
だ
と
断
定

し
て
し
ま

い
が

ち
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
人
々
の
間

に
平
和

と
社
会
を
持

ち
来
た
ら
す
た
め
に
は
、
人
々
が
そ
の
生
来
の
自
由

の
行
使

を
、
誰
か

一
人

の
選
ば
れ
た
人
も
し
く
は
複
数
の

そ
う
い
う
人
々
の
処
分
と
賢
明
に
委
譲
す
る
こ
と
を
お
互
い
に
同
意
し
、

こ
の
人
も
し
く

は
人

々
が
お
互

い
の
間
の
行
為

の
規
準

と
な
り
享
楽

の
準

尺

と
な
る
法
を
作
る
と
い
う

こ
と
が
、
欠
か
せ
な

い
と

い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
」
E
T
,
 
p
.
1
3
7
-
1
3
8
.

邦
訳
、
四
八
、
四
九
頁
。

ま
た
D
・
ウ

ッ
ト
ン
は
、
初
期

ロ
ッ
ク
の
懐
疑
主
義
的

な
性
格
が
、
政
治
思
想

に
お
け
る
権
威
主
義
と
関
連

し
て
い
た
と
論

じ
る
。
W
o
o
t
t
o
n
 
(
1
9
9
3
)
,

p
p
.
2
6
-
3
1
.

第

一
章

(1
)
自
然
法

に
つ
い
て
論
じ
た
八

つ
の
論
文
は
、

ロ
ッ
ク
の
友
人

で
あ
る
J

・
テ
ィ
レ
ル
(
J
a
m
e
s
 
T
y
r
r
e
l
l
)

の
す
す
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局

ロ
ッ

ク
の
生
前

に
は
公
刊

さ
れ
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て

『自
然
法
論
』
は
、

ラ
ヴ

レ
ー
ス

・
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
の
発
見
後

に
、

フ
ォ
ン

・
ラ
イ
デ

ン
の
編
集
に

よ

っ
て
公
刊

さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
八

つ
の
論
文

の
執
筆
背
景
、
執
筆
時
期
な
ど

に
つ
い
て
は
v
o
n
 
L
e
y
d
e
n
 
(
1
9
5
4
)
,
 
p
p
.
7
-
1
5

を
参
照
。
ま
た
、
当

時
の
キ
リ

ス
ト
教
教
義
と
し
て
の
自
然
法
を
め
ぐ

る
論
争

の
側
面
か
ら
、

ロ
ッ
ク

の

『自
然
法
論
』
の
位
置
づ

け
を
解
説
し

た
も

の
と
し

て
H
o
r
w
i
t
z

(
1
9
9
0
)
,
 
p
p
.
1
-
2
8

を
参
照
。
な
お
、
八

つ
の
論
文

の
論
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

①
道
徳
法
則
は
存
在
す
る
か
、
あ

る
い
は
自
然
法
は
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
。
然
り
。

②
自
然
法
は
自
然

の
光

に
よ

っ
て
知
ら
れ
う
る
か
。
然
り
。

③
自
然
法
は
人
間

の
心

に
刻
印

さ
れ
て

い
る
か
。
否
。

④

理
性
は
感
覚
を
通
じ
て
自
然
法

の
認
識
に
至

る
こ
と
が
で
き
る
か
。
然

り
。

⑤
自
然
法
は
人
々
の

一
般
的
合
意

に
よ

っ
て
知
ら
れ
う
る
か
。
否
。

⑥
人
間
は
自
然
法

に
よ

っ
て
拘
束
さ
れ
て

い
る
か
。
然
り
。

⑦
自
然
法

の
拘
束
力

は
永
遠
的

で
普
遍
的
で
あ

る
か
。
然

り
。

⑧
各
人

の
利
益

は
自
然
法
の
基
礎

で
あ
る
か
。
否
。



(
2
)
『自
然
法
論
』
第

一
論
文
を
参
照
。
E
L
N
,
 
 
p
p
.
1
0
8
-
1
2
1
.

邦
訳
、
一
三

九
ー

一
四
五
頁
。

(
3
)
E
L
N
,
 
p
.
1
2
2
 
(
1
2
3
)
 
.

邦
訳
、

一
四
六
頁
。

こ
の
他
に

ロ
ッ
ク
は
、
超
自
然
的

な
啓
示

に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
知
識
を
挙
げ

て
い
る
が
、
特
殊
な
知
識

で

あ
る
と
し
て
、
議
論

の
対
象
か
ら
除
外
し

て
い
る
。

(
4
)
E
L
N
,
 
p
.
1
1
9
.

邦
訳
、

一
五

一
-

一
五
五
頁
。
自
然
法
が
生
得
的
知
識
で
は
な

い
根
拠

と
し

て
、

ロ
ッ
ク
は
次
の
五

つ
の
理
由
を
挙
げ

て
い
る
。

①

人
間

の
魂
が
生
ま
れ
た
と
き
に
、

そ
の
魂
が
白
紙
以
上

の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
は
い
ま
だ
証
明
さ
れ
て
い
な

い
。

②
も
し
自
然
法
が
人
々
に
生
得
的
に
与
え
ら
れ
て

い
る
な
ら
ば
、
人

々
は

一
人
残
ら
ず
直
ち
に
自
然
法
に

つ
い
て
の
意

見
が

一
致
し
、
す
ぐ

に
そ
れ
に
従

う
は
ず

で
あ
る
が
、
実
際
は
そ
う

で
は
な

い
。

③

も
し
自
然
法
が
人
々
に
生
得
的
に
与
え
ら
れ
て

い
る
な
ら
ば
、
幼
児
や
文
盲

の
人

々
、
原
始
人
の
よ
う

に
自
然
に
従

っ
て
生
活
し
て
い
る
人
々
こ
そ
、

最
も
自
然
法
を
知

り
、
理
解

し
て
い
る
は
ず

で
あ

る
が
、
実
際

は
そ
う
で
は
な

い
。

④

も
し
自
然
法
が
人
々
に
生
得
的
に
与
え
ら
れ
て

い
る
な
ら
ば
、
愚
者
や
狂
人
も

そ
の
知
識

を
持

ち
、
賢
者

と
愚
者
の
差

は
な

い
は
ず

で
あ
る
。

⑤

も
し
自
然
法
が
人

々
に
生
得
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
実
践
的
な
原
理
だ
け
で
な
く
、
思
弁
的
な
原
理
も
ま
た
与
え
ら
れ

て
い
る
は
ず

で
あ

る
。

し
か
し
実
際

は
、
例
え
ば
科
学

の
第

一
原
理

(排
中
律
)
を
見

い
だ
そ
う
と
す
る
な
ら
、

こ
の
原
理
を
他
人
か
ら
学

ぶ
か
、
他

の
原
理
や
個

々
の

事
象

の
観
察
に
よ

っ
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(
5
)
E
L
N
,
 
p
.
1
4
6
 
(
1
4
7
)
 
.
 

邦
訳
、

一
五
五
頁
。

(6
)
E
L
N
,
 
p
.
1
5
6
 
(
1
5
7
)
 
.

邦

訳
、

一
五
九
頁
。
ロ
ッ
ク
が
同
様

の
確
信
を
別

の
形
で
表
現

し
た
も
の
と
し

て
次

の

一
節
が
あ
る
。
「自
然
が
人
間
に
法

の
遵

守
を
要
求
し

つ
つ
そ
の
法

を
隠

し
、
人
間
が
知
り
え
な

い
意
志

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
ほ
ど
残
酷

な
こ
と
が
あ

ろ
う

か
。
」

E
L
N
,
 
p
.
1
9
1
,
 
1
9
3
(
1
9
2
,
 
1
9
4
)
.

邦
訳
、

一
七
三
頁
。

(
7
)
E
L
N
,
 
p
.
1
8
6
 
(
1
8
7
)
 
.

邦
訳
、

一
七

一
頁
。

(
8
)
E
L
N
,
 
p
.
1
8
8
 
(
1
8
9
)
 
.

邦
訳
、

一
七
二
頁
。
な
お
、
邦
訳
者

の
浜
林

正
夫
氏
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
…
…
自
然
権
(
j
u
s
 
n
a
t
u
r
a
e
)

に
よ

っ
て
服
従
を
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

と
訳
し
て

い
る
。
ま
た
フ
ォ
ン

・
ラ
イ
デ
ン
も
、
n
a
t
u
r
a
l
 
r
i
g
h
t

と
英
訳
し
て
い
る
。
確
か
に

ロ
ッ
ク
は
、
第

一

論
文
で
明
確

に
j
u
s
 
n
a
t
u
r
a
e

を
l
e
x
 
n
a
t
u
r
a
e

と
区
別
し
て
定
義
し
て

い
る
。
「
こ
う
い
う

い
ろ

い
ろ
な
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
の
法

[自
然
法
]

は
、

自
然
権

と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
権
利
(
j
u
s
)
と
は
わ
れ
わ
れ
が
あ

る
物
を
自
由

に
使
用
し
う
る
と
い
う
事
実

に
も
と
つ
く
も
の

で
あ
り
、

こ
れ

に
対

し
て
法
(
l
e
x
)と
は
あ
る
行
為
を
命

じ
た
り
禁
じ
た
り
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
で
あ

る
。
」
E
L
N
,
 
p
.
1
1
0
 
(
1
1
1
)
.

邦
訳
、

一
四
〇

頁
。
し
か
し
な
が
ら
、
先

の
引
用
箇
所

に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
物

を
自
由
に
使
用

し
う
る
こ
と

(自
然
権
)
に
基
づ

い
て
服
従
義
務

を
負
う
と
解

す
る

の
は
不
自
然

で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、

こ
こ
で
は

「
自
然
法
」

の
意
味
で
解

す
る

の
が
妥
当

と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
R
・
ホ
ー
ウ
ィ

ッ
ツ
ら

に
よ
る
編
集



版
で
は
、
該
当
個
所

の
英
訳

は
n
a
t
u
r
a
l
 
l
a
w

と
な

っ
て
い
る
。
H
o
r
w
i
t
z
 
 
(
1
9
9
0
)
 
 
,
 
p
.
2
1
5
.

ま
た
、
『自
然
法
論
』
に
お
け
る
、
自
然
法

と
自
然
権

と

の
間

の
概
念

上
の
区
別

の
不
明
確
さ
を
指
摘

し
た
も
の
と
し

て
、
永

岡
（
一
九

六
八
)
を
参
照
。

(9
)
E
L
N
,
 
p
.
1
8
2
 
(
1
8
3
)
 
.

邦
訳
、

}
七
〇
頁
。

(10
)

ロ
ッ
ク
は
、
自
然
法

の
認
識

に
お
い
て
は
、
感
覚
と
理
性

の
主
体
的
な
使
用
を
強
調
し
て

い
る
が
、
自
然
法

の
拘
束
力
に
関
し

て
は
、

一
方
的
な
受
動

的
服
従
義
務

を
強
調
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う

に
ロ
ッ
ク
が
自
然
法

へ
の
服
従
義
務
を
強
調
し
た
理
由

の

一
つ
に
は
、
大
衆

の
自
然
法

の
認
識
能
力

に
対

す

る
不
信
感
が
あ
る
。
例
え
ば
次

の
ロ
ッ
ク
の
記
述
を
参

照
。
「
『
民
の
声

は
神

の
声
』
。
我
々
は
こ
の
格
言
が
ど
ん
な

に
疑
わ
し
く
誤

っ
て
お
り
、

い
か
に

弊
害
を
生
み
だ
し
、
ま
た

こ
の
不
吉
な
諺
が
ど
ん
な
に
党
派
的
に
利
用
さ
れ
、
悪
意
を
も

っ
て
大
衆

の
あ

い
だ

に
広
く
流
布
さ
れ
た
か
を
、
最
近

の
き
わ

め
て
不
幸
な
教
訓

[内
乱
期

の
政
治
的
混
乱
]
か
ら
学

ん
だ
ば
か
り
で
あ
る
。
実
際
も
し
我
々
が
民
衆
の
声
を
神

の
法
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
る
か
の
よ
う
に

こ
れ
に
耳
を
傾

け
る
な
ら
、
我

々
は
神
の
存
在
を
ほ
と
ん
ど
信
じ
得

な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
愚
か
な
大
衆
が
と
き
に
主
張
す
る

一
致
し
た
意
見
、

あ

る
い
は
む
し
ろ
陰
謀
と
言
う

べ
き
も
の
ほ
ど
、
憎

む

べ
き
邪
悪
な
、
そ
し

て
あ
ら
ゆ
る
正
義

と
法

に
反
す
る
も

の
は
な

い
の
だ

か
ら
。
E
L
N
,
 
p
.
1
6
0

(
1
6
1
)
.

邦
訳

一
六
〇
頁
。
同
様

の
言
明
と
し
て
、
本
稿

「
は
じ
め

に
」
注

(6
)
を
参
照
。

第
二
章

(1
)

『英
語
論
文
』
、

『ラ
テ
ン
語
論
文
』
と
も

に
、

ロ
ッ
ク
の
生
前
に
は
公
刊
さ
れ
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て

『世
俗
権
力
二
論
』
は
、
『自
然
法
論
』
と
同

様

に
、
ラ
ヴ
レ
ー
ス
・
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
発
見
後

に
、
P

・
エ
イ
ブ

ラ
ム
ズ
に
よ

っ
て
、
編
集

・
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二
つ
の
論
文

の
執
筆
時
期
、

論
争

の
背
景

な
ど
に
つ
い
て
は
、
A
b
r
a
m
s
 
(
1
9
6
7
)

、
友
岡
（
一
九
七
六
)
、
お
よ
び
種
谷
（
一
九
八
六
)、

四
三
-

一
四

一
頁
を
参
照
。
な

お
、
二

つ
の

論
文

の
論
題

は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

①
問
題
、
為
政
者
は
宗
教
的
礼
拝
と
の
関
連

で
、
非
本
質
的
な
こ
と
が
ら

の
運
用
に

つ
い
て
合
法
的

に
拘
束

・
決
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
。

②
世
俗
為
政
者

は
神

の
礼
拝
式

の
う
ち
に
非
本
質
的
な
こ
と
が
ら
を
取
り
入
れ
、
か

つ
そ
れ
ら
を
人
民

に
拘
束
的

に
課
す

こ
と
が
で
き
る
か
否
か
。
然

り
。

(2
)

ロ
ッ
ク
は

『
ラ
テ

ン
語
論
文
』
に
お
い
て
、
為
政
者
を

「共
同
体
を
管
理
し
、
己
れ
以
外

の
あ
ら
ゆ
る
人

に
対
す
る
最
高
支
配
権

を
有
し
、
さ
ら
に
、

法
を
制
定

し
廃
止
す
る
権
力
を
委
ね
ら
れ
た
者
」
と
定
義
し
、
こ
の
よ
う
な
最
高
支
配
権

の
内
容
と
し

て
、
終
審
裁
判
権
、
生
殺
与
奪
及
び
宣
戦
講
和

の

権
利
、
貨
幣
鋳
造
権
、
租
税

・貢
納
賦
課
権
な
ど
を
挙
げ

る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
最
高
支
配
権

の
形
態
は
問
題

で
は
な
く
、
為
政
者

が

一
人
で
も
複
数

で
も
か
ま
わ
な

い
と
す
る
。
L
T
,
 
p
.
1
8
7
 
(
2
1
2
-
2
1
3
)
 
.

邦
訳
、

一
二
五
-

一
二
六
頁
。
ま
た
、

『英
語
論
文
』
に
も
同
様

の
定
義
が
あ
る
。
「
私

の
言
う
為

政
者
と
は
、
統
治
形
態
と
か
構
成
人
員
数
に
か
か
わ
り
な
く
、
い
か
な
る
社
会

に
も
在
る
最
高
立
法
権

の
こ
と
で
あ
る
。
」
E
T
,
 
p
.
1
2
5
.

邦
訳
、
二
五
-

二



六
頁
。
な
お

ロ
ッ
ク
は
、
『英
語
論
文
』
に
お
い
て
、
為
政
者

の
権
威
が
神
か
ら
直
接
与
え
ら
れ
る
か
、
臣
民
の
同
意

に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
か
の
問
題

は
問
わ
な

い
と
し

て
い
る
。

邦
訳
、
二

一
頁
。

(
3
)

邦
訳
、
五

一
頁
。

(
4
)

邦
訳
、
同
右
。

(5
)

邦
訳
、
五

一
ー
五

二
頁
。
な
お
、
邦
訳
者

の
友
岡
敏
明
氏

は
、
こ
の
引
用
箇
所

の
訳
註

に
お

い
て
、
バ
グ

シ

ョ
ー
と
同
様

に
、
ロ
ッ

ク
も
ま
た
良
心

に
拘
束

を
置
く

こ
と
を
非
合
法
的
だ
と
す
る
、
と
解

し
て
い
る
。
友
岡
氏

の
解

釈
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。
「
ロ
ッ
ク
は

『良
心

に
拘
束

を
置
く
こ
と
』
の
概
念
中
の
本
質
的
要
素

と
し
て

「
神
的
起
源
性
」
あ
る

い
は

「宗
教
的
救
済
的
性
格
」
の
借
称
を
あ
げ

て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
良

心

の
働
き
と
直
接
・
間
接
の
か
か
わ
り
あ

い
が
あ
る
と
し
て
も
、
あ
る
命
令
が
非
本
質
的
事
物
を
規
定
内
容
と
し
、
且

つ
、
人
間
的
範
疇
の
も
の
た
る
政
治

的
目
的
を
根
拠
・
理
由
と
す
る
場
合
、
そ
の
命
令

は

『良
心

に
拘
束

を
置
く
』
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。」
邦
訳
、
五
二
頁
。
し
か
し
、

こ
こ
で
の

ロ
ッ
ク
の
主
張

の
意
図
は
、

「良
心

に
拘
束
を
置
く

こ
と
」

の
意
味
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
良
心

に
拘
束
を
置
く
こ
と
な
し

に
、
為
政

者
が
何

ら
か
の
命
令

を
発
す
る
こ
と
は
論
理
的

に
不
可
能

で
あ
る
こ
と
を
導
く
こ
と
に
あ

っ
た
と
思
わ

れ
る
。
引
用
箇
所

に
続
け
て

ロ
ッ
ク
は
次

の
よ

う
に
述

べ
て
い
る
。
「
[良
心

に
拘
束
を
置
く

こ
と
の
意
味
を
]
わ
れ
わ
れ
の
著
者

[
バ
グ

シ
ョ
ー
]
の
い
う
意
味

に
と
る
な
ら
ば
、
為
政
者

の
す

べ
て
の

合
法
的
命
令
は
、
わ
れ
わ
れ
は
良
心

の
た
め

に
そ
れ
ら

に
服
従
す

べ
き
で
あ
る
た
め
、
良
心
に
拘
束
を
置
く
こ
と
と
な
り
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
は
、
彼

の

論
法
に
よ
る
と
、
非
合
法

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
な
お
、
引
用
箇
所

の
邦
訳
を

一
部
改
変
し
て
い
る
た
め
、

以
下

に
原
文
を
示
す
。

ま

た
、

種

谷
（
一

九

八
六

)
、

六

六
-

六

七
頁

も
参

照

。

邦

訳

、
一
三

四

-

一
三
五

頁

。

邦

訳
、
一
三

五

右
。

邦

訳

、

一
三

六
-

二

二
七
頁

。

第
三
章

E
T

, 
p.122.

E
T

, 
p.138.

ibid.

E
T

,  
p.138-139.

 "Im
posing 

on 
conscience 

seem
s 

to 
m

e 
to 

be
, the 

pressing 
of 

doctorines 
or 

law
s 

upon 
the 

belief 
or 

practice 
of 

m
en 

as 
of 

divine 
original, 

as 
necessary 

to 
salvation 

and 
in them

selves 
obliging 

the 
conscience, 

w
hen 

indeed 
they 

are 
no 

other 
but 

the 

ordinances 
of 

m
en 

and 
the 

products 
of 

their 
authority 

; otherw
ise, 

if you 
take 

in our 
auther's 

sense 
every 

law
ful 

com
m

and 

of 
the 

m
agistrate, 

since 
w

e 
are 

to 
obey 

them
 

for 
conscience 

sake, 
w

ould 
be 

an 
im

posing 
on 

conscience 
and 

so 
according 

to 
his 

w
ay 

of 
arguing 

unlaw
ful."

L
T

, 
p.191 

(219) .

L
T

, pp.191-192 (219) .

L
T

, 
p.192 (220-221) 

.



邦

訳

、

一
三

七
頁

。

邦

訳

、
一
三

九

-

一
四

三
。

(3
)
神
法

に
関
す
る
こ
の
定
義

は
、

『自
然
法
論
』

に
お
け
る
定
義
と
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
。
本
稿
第

一
章
、
注

(7
)
参
照
。

た
だ
し
そ
こ
で
は
、
啓
示
に

よ

っ
て
知
ら
れ
る
神

の
意
志
は

「神

の
実
定
法
」

と
呼
ば
れ

て
い
る
。
し
た
が

っ
て
本
稿
で
は
、
混
乱
を
避

け
る
た
め
に
、

「実
定
法
」
と

い
う
用
語

で
、
神
法

(自
然
法
、
お
よ
び
神
の
実
定
法
)
以
外

の
す

べ
て
の
法
を
指
す
こ
と
に
す
る
。

そ
し

て
「
人
定
法
」

は
、

ロ
ッ
ク
の
定
義

に
従

っ
て
、
実
定
法
の
う

ち
、
為
政
者
が
立
法
し
た
法
を
指
す
こ
と
に
す
る
。

(4
)

ロ
ッ
ク
は
、
兄
弟
法

の
具
体
例

と
し

て
、
偶
像

に
供
え
ら
れ
た
も

の
を
食

さ
な

い
、
と
い
う
例
を
挙
げ

て
い
る
。

(5
)
邦
訳
者

の
友

岡
氏
は
、
「
良
心
」
を

「
知
識
」

と
訳
し
て
お
り
、
そ

の
後

に
括
弧
で

「良
心
」

の
語

を
補
足
し
て

い
る
。

邦

訳

、

一
四

七
頁

。

邦

訳

、

一
六

六
頁

。

邦

訳

、

同
右

。

(
9
)

邦
訳
、

一
六
七
頁
。
な
お
邦
訳

で
は
、
「実
質
的
拘
束
力
」
、
「
形
式
的
拘
束
力
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「質
料
的
拘
束
力
」
、
「
形

相
的
拘
束
力
」
と
な

っ
て
い
る
。

は
、
命
令

の
対
象
そ
の
も

の
の
本
質
性

に
担
保

さ
れ
た
拘
束
力

で
あ
り
、

は
、
為
政
者

の
命
令

と
い
う
形
式
性

に
担
保
さ
れ
た
拘
束
力
で
あ

る
か
ら
、
本
稿

で
は

「実
質
的
拘
束
力
」
、
「
形
式
的
拘
束
力
」
の
語
を
用

い
た
。
種
谷

（
一

九

八
六
)
、

一
二

一
頁
参
照
。

邦

訳

、

一
六

七
頁

。

邦

訳
、

一
四

三
-

一
四

四
頁

。

な

お
邦

訳

で

は
、

「良

心

の
法
」

は

「
知

識

の
法

」

と

な

っ
て

い
る

。
本

章

、

注

(5
)

参

照

。

邦

訳

、

一
四

四

頁
。

邦

訳
、

一
六

七

-

一
六
九

頁

。

(
14
)
三

つ
目

の
結
論

は
、
筆
者

の
言
葉

で
大
幅

に
要
約
し
た
。
原
文

の
邦
訳
は
以
下

の
通
り
。

「も
し
為
政
者
が
非
本
質
的
事
物
を
、
〔
こ
れ

に
〕実
質
的
拘

束
力
を
伴
わ
せ
て
臣
民

に
強
制

す
る
こ
と
を
欲

す
る
、
つ
ま
り
即
物
的

に
は
本
質
的
で
は
な
く
、
か
え

っ
て
完
全

に
非
本
質
的

で
あ
る
事
物
を
、
為
政
者

が
法
を
制
定
す
る
に
先
立

っ
て
そ
れ
自
ら

の
本
性

に
お
い
て

〔既

に
〕
本
質
的

で
あ
る
も
の
と
し
て
命

じ
る
な
ら
ば
、
為
政
者
は
こ
の
よ
う
な
法

に
よ

っ

て
良
心
の
自
由
を
罠
に
と
ら
え
、
し
た
が

っ
て
こ
の
よ
う
な
命
令
行
為
に
よ

っ
て
罪
を
犯
す

こ
と

に
な
る
。
だ
が
、
教
会
法
は
こ
の
よ
う
な
仕
方

で
制
定

さ
れ
る
の
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
法

に
よ

っ
て
儀
式

の
式
次
第
中

に
移
管

さ
れ
た
事
物
は
、
本
質
的
な
る
が

ゆ
え

に
命
令

さ
れ
る

の
で
は
な
く
、

か
え

っ
て
命
令
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
本
質
的
だ
と
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
」

L
T

,  pp.192-193 (221) .

L
T

, 
pp.194-196 

(222-225) 
.

(lex 
divina 

positiva)

(lex 
hum

ana)

L
T

, 
pp.197-198 (226-227) .

L
T

, 
p.206 (238) .

ibid.

 L
T

, p.206-207 (238) .

obligatio 
m
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obligatio 

form
alis

L
T

, 
p.207 (238-239) 

.

L
T

, p.196 (225) . 

L
T

, p.196(225).

L
T

, pp.207-208 (239) .
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