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三
八

は
じ
め
に

　

「
人
権
」
（les droits de l’hom

m
e ; hum

an rights

）
と
い
う
言
葉
は
、
「
人
間
」
（hom

m
e ; hum

an

）
と
「
権
利
」
（droit ; right

）
と

い
う
二
つ
の
概
念
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。

　

こ
の
「
人
間
」
と
い
う
概
念
と
「
権
利
」
と
い
う
概
念
は
、
日
常
的
な
世
界
で
も
一
般
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
法
学
の
世
界
に
お
い
て
も
基
本
的

か
つ
基
礎
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
基
礎
的
な
概
念
の
把
握
が
曖
昧
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
上
に
立
つ
法
解
釈
や
法
理
論
も
結
局
の
と
こ
ろ
、
軟
弱
な
地
盤
の
上
に
建
物
を
建
て
る
の
と
同
じ
く
、
脆
弱
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
人
権
」
概
念
に
関
し
て
は
ど
う
か
。
わ
が
国
の
代
表
的
概
説
書
で
は
、
一
般
的
に
、
人
権
と
は
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と

か
ら
当
然
に
も
っ
て
い
る
権
利
と
捉
え
ら
れ
て
い
る）

1
（

。
し
か
し
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
な
ぜ
必
然
的
に
権
利
を
も
つ
の
か
、
ま
た
そ

の
権
利
の
性
質
・
内
容
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
実
に
様
々
な
見
解
が
あ
り
、
こ
れ
と
い
っ
た
共
通
見
解
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
表
面
的
な
レ
ベ
ル
で
は
比
較
的
一
致
が
あ
っ
て
も
、
一
段
掘
り
下
げ
る
と
見
解
は
各
人
各
様
な
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
権
と
い
う
哲
学
的
で
あ
り
、
価
値
判
断
を
含
む
概
念
に
つ
い
て
、
大
多
数
が
一
致
す
る
よ
う
な
見
解
が
成
立
す
る
こ
と
は
、

も
と
も
と
無
理
で
あ
る
し
、
か
え
っ
て
不
健
全
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
よ
う
。
た
だ
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
教
科
書
的
な
人
権
概
念
把
握

で
済
ま
せ
、
そ
こ
か
ら
先
を
検
討
し
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
惰
性
的
な
在
り
方
が
良
い
と
は
思
え
な
い
。
も
し
、
そ
の
各
人
の
研
究
者
の
「
人
権
」

概
念
把
握
が
何
ら
か
の
確
固
と
し
た
理
論
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
他
の
理
論
と
の
優
劣
は
別
と
し
て
も
そ
の
研
究
者
の
法

理
論
自
体
は
堅
固
な
も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
の
「
人
権
」
概
念
把
握
は
実
の
と
こ
ろ
曖
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三
九

昧
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
概
念
の
上
に
構
築
し
て
い
る
各
人
の
法
学
の
体
系
も
脆
弱
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で
は
ど
う
し
た
ら
、
確
固
と
し
た
人
権
概
念
の
把
握
が
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
「
人

権
」
概
念
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
人
間
」
と
「
権
利
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
掘
り
下
げ
た
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
人
権
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
の
解
を
見
つ
け
る
た
め
に
は
、
法
学
に
お
い
て
も
、
極
端
な
法
実

証
主
義
の
よ
う
な
立
場
を
と
ら
な
い
な
ら
ば
、
ま
ず
、
「
人
間
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に

答
え
る
努
力
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
本
質
・
本
性
を
考
究
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
議
論
を
展
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
と

き
に
、
現
代
の
多
様
な
思
想
に
加
え
て
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
多
く
の
蓄
積
が
あ
り
、
古
代
か
ら
の
長
い
歴
史
を
も
つ
自
然
法
論
を
少
な
く
と
も
参

照
す
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
「
人
権
」
に
含
ま
れ
て
い
る
「
権
利
」
と
い
う
概
念
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
権
利
」

と
い
う
概
念
は
い
つ
誰
が
考
え
出
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
権
利
」
と
い
う
概
念
は
、
現
代
の
法
学
に
馴
染
ん
だ
者
に
と
っ
て
は
、
存
在

し
て
当
た
り
前
の
概
念
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
問
い
す
ら
無
意
味
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
中
世
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
清
貧
論
争
を
契
機
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
（W

illiam
 of O

ckham
 

一
二
八
五
頃
‐
一
三
四
七
ま
た
は
一
三
四
九
年
）
が
こ
の
「
権
利
」
概

念
を
新
た
に
創
出
し
た
の
で
あ
り
、
彼
が
従
来
「
権
利
」
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
ラ
テ
ン
語
のju

s

）
2
（

（
正
・
法
）
と
い
う
語
に
「
権
利
」

の
意
味
を
付
け
加
え
る
と
い
う
「
革
新
」
を
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る）

3
（

。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
大
変
興
味
深
い

も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
代
人
が
当
た
り
前
で
普
遍
的
な
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
「
権
利
」
が
、
実
は
あ
る
時
代
以
前
に
は
存
在
し
て
い



ウ
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リ
ア
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四
〇

な
か
っ
た
の
だ
と
す
る
な
ら
、
「
権
利
」
概
念
は
普
遍
的
な
も
の
で
も
必
然
的
に
必
要
な
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
権
利
」
概
念
を

相
対
化
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
相
対
化
に
よ
っ
て
、
「
権
利
」
の
性
質
・
射
程
・
限
界
等

が
明
確
化
さ
れ
、
そ
れ
が
人
権
論
を
改
め
て
考
え
る
際
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
「
人
権
」
の
要
素
の
中
の
「
権
利
」
概
念
に
つ
い
て
、
オ
ッ
カ
ム
の
議
論
を
通
じ
、
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
中
世
の
清
貧
論
争
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
論
争
の
中
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
の
か
を
確
認
し
（
第

一
章
）
、
次
に
、
オ
ッ
カ
ム
が
清
貧
論
争
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
な
所
有
権
論
、
権
利
論
を
論
じ
た
か
を
見
て
ゆ
く
（
第
二
章
）
。
そ
し
て
、
以
上

を
踏
ま
え
て
、
オ
ッ
カ
ム
の
所
有
権
論
、
権
利
論
の
意
義
に
つ
い
て
簡
潔
に
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
（
第
三
章
）
。

　

そ
れ
で
は
、
清
貧
論
争
の
経
緯
か
ら
論
じ
て
行
こ
う
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

（
１
） 例
え
ば
、
宮
沢
俊
義『
憲
法
Ⅱ〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
）七
七
頁
、
芦
部
信
喜『
憲
法
学
Ⅱ
人
権
総
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）四
七
頁
、
阿
部
照
哉『
憲
法〔
改

訂
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
九
一
年
）五
六
頁
な
ど
。

（
２
） 本
稿
の
ラ
テ
ン
語
の
表
記
に
お
い
て
、j

とi

に
つ
い
て
特
に
統
一
し
て
い
な
い
の
で
、ju

s

と
い
う
表
記
とiu

s

と
い
う
表
記
が
混
在
し
て
い
る
が
、
ラ
テ
ン
語
と
し
て
は
、

ど
ち
ら
も
同
じ
語
で
あ
る
。

（
３
） Villey, L

a form
ation

（
略
記
表
参
照
）, pp. 251 et 259.
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四
一

第
一
章　

清
貧
論
争
の
経
緯

一　

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
清
貧
思
想

ア
ッ
シ
ジ
に
生
ま
れ
た
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
（F

rancesco ; F
ranciscus A

ssisiensis　

一
一
八
一
ま
た
は
一
一
八
二
‐
一
二
二
六
年 

）
は
、
も
と
も
と
裕

福
な
商
人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
き
ま
ま
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た（

４
）。

し
か
し
、
の
ち
に
回
心
し
、
一
二
〇
九
年
ま
た
は
一
二
一
〇
年
に
教
皇
イ
ン
ノ

ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
（Innocentius  

Ⅲ　

在
位
一
一
九
八
‐
一
二
一
六
年
）
を
訪
ね
、
『
原
初
会
則
』
を
提
出
し
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
（
小
さ
き
兄
弟
会
）

創
立
の
認
可
を
受
け
た）

5
（

。
彼
は
言
う
ま
で
も
な
く
会
の
創
設
者
で
あ
り
、
精
神
的
な
指
導
者
で
あ
っ
た
。

彼
の
信
仰
の
あ
り
か
た
の
特
色
の
ひ
と
つ
に
本
稿
の
テ
ー
マ
の
背
景
と
な
る
清
貧
（p

au
p

ertas

）
思
想
が
あ
げ
ら
れ
る（
６
）

。
彼
の
清
貧
思
想
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

彼
が
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
た
め
に
起
草
し
、
総
会
の
賛
成
と
教
皇
ホ
ノ
リ
ウ
ス
三
世
（H

onorious 

Ⅲ　

在
位
一
二
一
六
‐
一
二
二
七
年
）
の
認
可
を

得
た
一
二
二
三
年
の
『
公
認
さ
れ
た
会
則
』
の
規
定
の
幾
つ
か
を
み
て
み
よ
う（

７
）。

「
小
さ
き
兄
弟
会
の
会
則
と
生
活
は
、
わ
が
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
聖
福
音
を
守
り
、
従
順
に
、
財
産
を
も
た
ず
、
貞
潔
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
」
（
第
一
章
）
）
8
（

。

「
私
は
す
べ
て
の
兄
弟
た
ち
に
堅
く
命
ず
る
。
自
分
自
身
あ
る
い
は
人
を
介
し
て
、
い
か
な
る
か
た
ち
に
せ
よ
、
金
銭
を
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
者
の
た
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四
二

め
、
ま
た
裸
の
兄
弟
に
衣
服
を
着
せ
る
た
め
、
管
区
長
と
属
管
区
長
の
み
が
、
場
所
と
季
節
と
寒
冷
な
地
方
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
霊
的
友
の
助
力
を
得
て
、
必
要
に
応
じ
た

配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
以
外
、
上
述
の
通
り
兄
弟
た
ち
は
金
銭
を
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
」
（
第
四
章
）

）
9
（

。

「
…
兄
弟
た
ち
は
、
信
仰
の
心
を
も
っ
て
敬
虔
に
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
労
働
の
報
酬
と
し
て
、
自
分
の
た
め
お
よ
び
兄
弟
た
ち
の
た
め
、
金
銭
を
除
き
体
に
必
要
な
も

の
を
受
け
取
っ
て
よ
ろ
し
い
」
（
第
五
章
）

）
10
（

。

「
兄
弟
た
ち
は
、
い
か
な
る
も
の
も
自
分
の
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
家
も
土
地
も
い
か
な
る
財
産
も
で
あ
る
。
現
世
に
お
い
て
彼
ら
は
異
国
を
旅
す
る
人
の
ご
と
く
、

清
貧
と
謙
遜
の
う
ち
に
主
に
従
い
、
信
頼
の
念
を
も
っ
て
托
鉢
に
赴
く
べ
き
で
あ
る
」
（
第
六
章
）

）
11
（

。

こ
こ
で
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
が
財
の
所
有
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
彼
は
金
銭

の
受
領
も
禁
じ
て
い
る）

12
（

。
こ
の
財
の
所
有
の
否
定
と
い
う
命
題
が
長
い
論
争
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
っ
た
。

な
お
、
彼
の
考
え
る
あ
る
べ
き
清
貧
の
程
度
は
、
生
き
る
た
め
に
必
要
な
最
小
限
の
生
活
水
準
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
会
員
の
生
活
手
段
は
一
時

的
で
不
確
か
な
も
の
で
あ
る
べ
き
と
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
労
働
は
不
定
期
の
も
の
で
あ
る
べ
き
で
、
会
員
は
無
差
別
的
に
托
鉢
す
べ
き
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
た
。
別
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
会
員
は
社
会
の
一
般
的
経
済
枠
組
み
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
い
る
べ
き
と
さ
れ
た
の
で
あ
る）

13
（

。

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
は
、
こ
の
よ
う
な
清
貧
思
想
を
福
音
書
の
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
使
徒
た
ち
の
生
き
方
か
ら
得
て
い
た）

14
（

。
福
音
書
に
「
お
前
た

ち
の
帯
の
中
に
は
金
貨
も
銀
貨
も
銅
貨
も
た
ず
さ
え
る
な
。
旅
路
に
は
皮
袋
も
、
二
枚
の
下
着
も
、
皮
ぞ
う
り
も
、
杖
も
持
っ
て
い
く
な
。
な
ぜ
な

ら
、
働
き
人
が
自
分
の
糧
を
得
る
の
は
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
マ
タ
イ
一
〇
章
九
‐
一
〇
）
）
15
（

と
あ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
と
使
徒
た
ち

は
、
自
分
た
ち
を
神
意
に
任
せ
る
た
め
に
財
産
を
放
棄
し
、
施
し
に
よ
っ
て
生
き
た
と
さ
れ
て
い
る）

16
（

。
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
は
、
会
員
の
生
き
方
に
お
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四
三

い
て
キ
リ
ス
ト
と
使
徒
た
ち
の
生
き
方
を
忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る）

17
（

。

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
思
想
に
お
い
て
、
後
の
清
貧
論
争
に
関
係
す
る
点
と
し
て
は
以
下
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
。
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
は
財
の
所
有
を
否
定
し
た
。

第
二
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
が
、
法
的
概
念
と
し
て
の
、
所
有
の
放
棄
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
は

な
い）

18
（

。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
所
有
に
つ
い
て
、
文
書
と
し
て
残
っ
て
い
る
『
第
一
会
則
』
お
よ
び
『
公
認
さ
れ
た
会
則
』
と
一
二
二
六
年
の
『
遺
言
』

）
19
（

に

お
け
る
簡
潔
な
記
述
以
外
何
も
語
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る）

20
（

。
実
際
に
は
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
は
、
も
っ
ぱ
ら
具
体
的
な
財
の
放
棄
を
念
頭
に
お
い

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

21
（

。

二　

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
死
後
か
ら
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
登
場
ま
で
の
清
貧
に
関
す
る
議
論

（
１
）
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
と
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
四
世
に
よ
る
清
貧
の
緩
和

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
死
後
も
会
は
発
展
を
続
け
た
が
、
そ
れ
に
と
も
な
い
清
貧
思
想
に
関
係
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
て
き
た
。
た
と

え
ば
、
会
員
が
学
問
を
続
け
よ
う
と
思
っ
て
も
経
済
的
な
安
定
が
な
け
れ
ば
困
難
で
あ
る
と
い
う
問
題
、
大
き
な
教
会
を
建
設
し
た
り
維
持
し
た
り

す
る
た
め
に
は
清
貧
の
規
制
は
障
害
に
な
る
と
い
う
問
題
、
な
ど
で
あ
る）

22
（

。
結
局
、
清
貧
の
問
題
、
特
に
所
有
の
「
権
利
」
）
23
（

を
ど
う
扱
う
か
と
い
う

法
的
問
題
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
解
決
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
実
の
と
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
生
存
中
も
、
金
銭
の
授



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
の
所
有
権
論

四
四

受
の
禁
止
を
完
全
に
貫
く
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
実
際
、
先
に
み
た
よ
う
に
『
公
認
さ
れ
た
会
則
』
第
四
章
に
お
い
て
も
、
病
者
へ
の
配
慮
と
衣

服
の
必
要
と
い
う
二
つ
の
特
別
な
場
合
は
、
金
銭
関
係
の
代
理
人
で
あ
る
「
霊
的
友
」
（am

icu
s sp

iritu
alis

））
24
（

を
利
用
し
て
必
要
を
満
た
す
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
例
外
規
定
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
解
決
す
る
た
め
に
、
一
二
三
〇
年
に
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
（G

regorius Ⅸ
 

在
位
一
二
二
七
‐
一
二
四
一
年
）
は
、
修
道
会

か
ら
の
、
『
遺
言
』
の
順
守
義
務
お
よ
び
会
則
の
解
釈
に
関
す
る
九
項
目
の
質
問
に
対
し
て
、
『
公
認
さ
れ
た
会
則
』
の
規
定
を
大
き
く
緩
和
し
た

教
令Q

uo elongati

）
25
（

を
発
し
た
。

ま
ず
、
『
遺
言
』
に
は
法
的
な
拘
束
力
は
な
い
と
さ
れ
た）

26
（

。
し
た
が
っ
て
、
教
皇
庁
か
ら
特
権
を
受
け
る
こ
と
は
必
ず
し
も
禁
止
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た）

27
（

。

清
貧
に
関
す
る
会
則
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。
病
者
へ
の
配
慮
と
衣
服
の
必
要
と
い
う
具
体
的
な
要
件
を
「
差
し
迫

っ
た
必
要
」
と
い
う
一
般
的
な
要
件
に
変
更
し
た
。
ま
た
、
金
銭
の
授
受
の
た
め
の
新
し
い
管
財
人
（n

u
n

tiu
s

）
を
追
加
導
入
し
た
。
こ
の
新
し

い
管
財
人
は
寄
付
者
の
代
理
人
と
さ
れ
た）

28
（

。
な
お
、
動
産
を
外
部
に
処
分
す
る
に
は
保
護
枢
機
卿
）
29
（

の
承
認
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た）

30
（

。

こ
れ
に
加
え
て
重
要
な
の
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
が
、
の
ち
の
教
皇
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
に
至
る
ま
で
法
的
議
論
の
基
礎
と
な
っ
た
解
釈
を

示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
会
員
は
個
人
的
に
も
共
同
で
も
所
有
（p

rop
rietas

）
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
所
持
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
動

産
に
つ
い
て
は
、
単
に
使
用
（u

su
s

）
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
会
以
外
の
別
の
者
（
寄
付
者
な
ど
）
が
所
有
す

る
の
で
あ
っ
て
、
会
員
は
、
所
有
す
る
こ
と
な
し
に
使
用
で
き
る
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る）

31
（

。

さ
ら
に
、
一
二
四
五
年
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
四
世
（In

n
ocen

tiu
s Ⅳ

　

在
位
一
二
四
三
‐
一
二
五
四
年
）
は
、
教
令O

rd
in

em
 vestru

m

）
32
（

で
さ
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四
五

ら
に
清
貧
の
規
定
を
緩
和
し
た
。

ま
ず
、
教
令Q

u
o elon

gati

で
示
さ
れ
た
「
差
し
迫
っ
た
必
要
」
と
い
う
要
件
を
「
明
ら
か
な
便
宜
」
と
い
う
要
件
に
変
え
た
。
ま
た
、
霊
的
友

と
管
財
人
の
役
割
を
併
合
し
た
。

そ
し
て
次
の
よ
う
な
重
要
な
決
定
を
行
っ
た
。
そ
の
決
定
に
よ
る
と
、
修
道
会
で
使
用
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
は
原
則
と
し
て
教
皇
庁
の

所
有
で
あ
る
。
ま
た
、
例
外
は
寄
付
者
が
所
有
（
権
）
を
保
持
す
る
と
明
示
し
た
と
き
に
限
ら
れ
る
、
と
さ
れ
た）

33
（

。

な
お
、
動
産
・
不
動
産
の
処
分
は
保
護
枢
機
卿
あ
る
い
は
教
皇
庁
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
価
値
の
低
い
動
産
に
つ
い
て
は
こ
の

許
可
は
な
く
て
も
よ
い
と
さ
れ
た）

34
（

。

二
年
後
の
一
二
四
七
年
に
は
、
先
の
教
令
を
補
完
す
る
教
令Q

u
an

to stu
d

iosiu
s

）
35
（

が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
保
護
枢
機
卿
に
も
の
の
処
分
の
許
可

を
い
ち
い
ち
も
と
め
る
面
倒
に
対
処
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
教
令
に
よ
り
、
修
道
会
は
教
皇
庁
の
代
わ
り
に
会
の
も
の
を
管
理
す
る
代
理
人

（p
rocu

rator

）
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
代
理
人
は
会
の
意
向
に
従
っ
て
、
寄
付
さ
れ
た
も
の
を
処
分
し
、
金
銭
を
用

い
て
必
要
物
や
日
用
品
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
た）

36
（

。

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
名
目
的
に
財
を
所
有
し
な
い
と
い
っ
て
も
、
現
実
に
は
財
を
所
有
し
て
い
る
の
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
は
な
い
と
も

い
え
る
。
清
貧
思
想
は
実
質
的
に
変
質
し
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
無
所
有
と
は
単
な
る
法
的
な
擬
制
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
も
で
き
よ
う
。

（
２
）
清
貧
に
対
す
る
批
判
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
応
答
及
び
教
令E

xiit qui sem
inat

以
上
の
よ
う
に
、
清
貧
は
諸
教
令
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
清
貧
を
厳
格
に
守
ろ
う
と
す
る
修
道
会
内
勢
力
（
厳
格
派
、
熱
心



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
の
所
有
権
論

四
六

派
）
の
考
え
に
近
い
立
場
と
考
え
ら
れ
た
パ
ル
マ
の
ヨ
ア
ン
ネ
ス
（Ioan

n
es　

任
期
一
二
四
七
‐
一
二
五
七
年
）
が
、
一
二
四
七
年
に
総
長
）
37
（

と
な
る
と
、

総
会

）
38
（

は
、
教
令O

rdinem
 vestrum

と
教
令Q

uanto studiosius

に
よ
っ
て
修
道
会
に
与
え
ら
れ
た
特
権
の
う
ち
、
教
令Q

uo elongati

よ
り
清
貧
を

緩
和
し
て
い
る
部
分
を
停
止
す
る
決
定
を
行
っ
た）

39
（

。

次
い
で
一
二
五
七
年
に
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
（B

onaventura　

任
期
一
二
五
七
‐
一
二
七
四
年
）
が
総
長
に
就
任
し
た
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、

神
学
者
・
哲
学
者
と
し
て
も
著
名
で
あ
り
、
ま
た
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
運
営
面
で
も
、
会
の
中
興
の
祖
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
清

貧
に
関
し
て
は
穏
健
派
（
共
同
体
派
）
に
近
い
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
は
、
パ
ル
マ
の
ヨ
ア
ン
ネ
ス
時
代
の
決
定
を
そ
の
ま
ま
維
持
し

た
）
40
（

。
も
っ
と
も
、
現
実
に
は
、
規
定
上
の
状
態
と
は
異
な
り
、
清
貧
は
事
実
上
相
当
緩
和
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る）

41
（

。

こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
世
俗
の
神
学
者
が
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
清
貧
に
関
し
て
論
争
を
仕
掛
け
た
。
そ
の
代
表
者
は
ア
ブ
ヴ
ィ
ル
の
ゲ
ラ
ル
ド

ゥ
ス
（G

erard
u

s　

一
二
二
〇
ま
た
は
一
二
二
五
‐
一
二
七
二
年
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
論
争
の
内
容
に
は
、
神
学
上
の
も
の
と
法
的
な
も
の
が
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
そ
の
う
ち
法
的
な
議
論
を
み
よ
う）

42
（

。

第
一
の
批
判
。
使
用
と
所
有
は
永
久
に
は
分
離
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
所
有
の
本
質
は
所
有
（
権
）
者
に
な
ん
ら
か
の
世
俗
的
利
益
を
も
た
ら

す
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
も
、
用
益
（
権
）
が
所
有
（
権
）
と
永
久
的
に
分
離
さ
れ
る
な
ら
ば
、
所
有
（
権
）
は
無

価
値
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る）

43
（

。
こ
の
点
、
教
令O

rd
in

em
 vestru

m
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
財
に
関
す
る
所
有
と
使
用
は
永
久
に
分
離
さ

れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
所
有
者
た
る
教
皇
は
現
在
も
未
来
も
世
俗
的
利
益
を
得
る
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
は
真
の
所
有
と
は
い

え
な
い）

44
（

。

第
二
の
批
判
。
教
令O

rdinem
 vestrum

の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
食
べ
物
な
ど
の
費
消
財
も
教
皇
の
所
有
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
彼
は
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四
七

次
の
よ
う
に
批
判
し
、
費
消
財
に
つ
い
て
は
使
用
と
所
有
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
「
あ
な
た
方
が
そ
れ
ら
の
使
用
だ
け
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
寿
命
ま
で
使
い
尽
く
さ
れ
る
ま
で
、
あ
る
い
は
食
べ
物
が
胃
袋
に
入
る
ま
で
、
そ
れ
ら
を
与
え
た
人
た
ち
に

所
有
が
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
ば
か
げ
た
こ
と
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
世
の
中
で
は
、
使
用
に
よ
っ
て
完
全
に
費

消
さ
れ
る
も
の
に
お
い
て
、
使
用
は
所
有
と
区
別
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」）

45
（

。

ま
た
、
同
じ
論
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
論
じ
て
い
る
。
法
的
に
費
消
財
に
つ
い
て
使
用
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
使
用
賃
借

（com
m

od
atu

m

）
で
は
な
く
、
消
費
賃
借
（m

u
tu

u
m

）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
使
用
賃
借
の
場
合
は
借
り
た
も
の
そ
の
も
の
を

返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
費
消
財
を
使
用
し
た
場
合
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
消
費
賃
借
の
場
合
は
、
借
り
た
も
の
の
所
有
（
権
）
は
借
り

手
に
移
転
さ
れ
、
借
り
手
は
借
り
た
も
の
と
同
等
の
も
の
を
返
却
す
れ
ば
よ
い
の
で
費
消
財
に
つ
い
て
も
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
費
消
財
を
貸
す

と
い
う
こ
と
は
所
有
（
権
）
を
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
が
所
有
（
権
）
の
移
転
な
し
に
費
消
財
を
借
り

て
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
法
的
に
不
可
能
で
あ
る）

46
（

。

こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
一
二
六
九
年
に
『
清
貧
擁
護
論
』
（A

p
o

lo
gia P

au
p

eru
m

））
47
（

を
著
し
、
使
用

と
所
有
は
分
離
で
き
る
と
い
う
立
場
か
ら
反
撃
し
た
。
彼
は
、
使
用
と
所
有
の
議
論
に
関
し
、
所
有
（
権
）
（p

ro
p

rietas

）
、 

占
有
（
権
）

（possessio

）
、 

用
益
（
権
）
（ususfructus

）
、 

単
純
使
用
（sim

plex usus

）
と
い
う
四
つ
の
用
語
を
区
別
す
る
。
そ
し
て
、
単
純
使
用
は
生

き
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
の
三
つ
は
保
持
し
な
い
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る）

48
（

。
つ
ま
り
、
会
及
び
会
員
は
、
も
の
に
関
し
て
、
法

的
性
格
を
も
た
な
い
単
純
使
用
を
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
を
前
提
と
し
つ
つ
、
彼
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

第
一
の
批
判
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
教
皇
が
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
に
使
用
さ
せ
て
い
る
も
の
の
所
有
（
権
）
を
保
持
す
る
こ
と
は
、
会



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
の
所
有
権
論

四
八

員
の
信
仰
の
た
め
に
有
益
で
あ
り
、
教
皇
に
も
価
値
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
教
皇
は
世
俗
的
な
利
益
は
得
て
い
な
い
が
、
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
会
の
会
員
を
世
話
す
る
こ
と
で
、
神
と
の
関
係
で
利
益
を
得
て
い
る）

49
（

。

第
二
の
批
判
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
に
よ
る
と）

50
（

、
親
権
の
下
に
あ
る
息
子
は
特
有
財
産
（p

ecu
liu

m

））
51
（

に
対

し
て
所
有
（
権
）
を
も
た
な
い
。
し
か
し
、
息
子
が
特
有
財
産
（
費
消
財
を
含
む
）
を
使
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
の
構
造
が

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
。
財
は
教
皇
庁
の
所
有
で
あ
り
、
会
は
財
に
対
し
て
所
有
（
権
）
を
も
た
な
い
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
会
は
教
皇
庁
に
よ
っ
て
使
用
を
許
可
さ
れ
た
財
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る）

52
（

。
つ
ま
り
、
法
的
観
点
か
ら
し
て
も
、
所
有
（
権
）
を
持
た
な
い

者
に
よ
る
費
消
財
の
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
授
与
者
か
ら
所
有
（
権
）
の
移
転
の
意
思
を
も
っ
て
も
の
を
与
え
ら
れ
た
と
き
、
受
領
者
は
所
有
（
権
）
の
取
得
が
な
い
と
い
え
る
か

と
い
う
問
題
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
利
益
は
そ
れ
を
欲
し
な
い
も
の
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」）

53
（

と
い
う
法
的
原
理
に
よ
り
解
答
で
き
る
。
所
有
す
る
に

は
所
有
の
意
思
が
必
要
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
員
は
所
有
を
欲
し
て
い
な
い
の
で
、
彼
ら
は
所
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る）

54
（

。

こ
の
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
見
解
は
、
一
二
七
九
年
に
、
も
と
も
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
保
護
枢
機
卿
で
あ
っ
た
教
皇
ニ
コ
ラ
ウ
ス
三
世

（N
icolau

sⅢ

　

在
位
一
二
七
七
‐
一
二
八
〇
年
）
の
教
令E

xiit qu
i sem

in
a

t

）
55
（

に
よ
っ
て
公
式
に
認
め
ら
れ
た）

56
（

。
こ
れ
以
降
は
こ
の
教
令
が
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
会
の
拠
り
所
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
教
令
は
、
法
的
な
議
論
に
つ
い
て
、
よ
り
精
緻
化
を
は
か
る
た
め
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
見
解
に
若
干
の
修
正
を
加

え
て
い
る
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
所
有
（
権
）
（p

ro
p

rietas

）
、 

占
有
（
権
）
（p

o
ssessio

）
、 

用
益
（
権
）
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四
九

（u
su

sfru
ctu

s

）
、 

単
純
使
用
（sim

p
lex

 u
su

s

）
と
い
う
区
別
を
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
教
令E

x
iit q

u
i sem

in
at

は
、
所
有
（
権
）

（p
rop

rietas

）
、 

占
有
（
権
）
（p

ossessio

）
、 

用
益
（
権
）
（u

su
sfru

ctu
s

）
、 

使
用
（
権
）
（iu

s u
ten

d

）
57
（

i

）
、 

事
実
上
の
単
純
使
用

（sim
plex usus facti

）
と
い
う
五
つ
の
用
語
を
つ
か
っ
て
い
る
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
区
別
で
は
、
使
用
（
権
）
が
欠
け
て
お
り
、
こ
の
使
用

（
権
）
と
用
益
（
権
）
の
区
別
、
あ
る
い
は
使
用
（
権
）
と
事
実
上
の
単
純
使
用
の
区
別
が
明
確
で
な
く
な
る
虞
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

変
更
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
実
上
の
単
純
使
用
と
い
う
概
念
は
使
用
（
権
）
と
は
異
な
る
概
念
で
、
法
的
な
（
あ
る
い
は
権
利
と

い
う
）
性
質
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
実
上
の
単
純
使
用
は
生
き
て
い
く
上
で
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
前
の
四
つ
の
も
の
は
無
く

て
も
生
存
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
会
及
び
会
員
は
、
事
実
上
の
単
純
使
用
だ
け
が
で
き
、
権
利
は
何
も
持
た
な
い
。
ま
た
、
会
員
に
は
生
命
を
維
持

し
義
務
を
果
た
す
た
め
の
つ
つ
ま
し
い
使
用
の
み
が
許
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
を
前
提
に
教
令
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

使
用
と
所
有
は
永
久
に
分
離
で
き
な
い
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
倣
い
、
教
皇
に
は
宗
教
上
の
利
益
が
あ
る
と
す
る
。

権
利
な
し
に
、
使
用
を
ど
の
よ
う
に
正
当
化
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
上
の
単
純
使
用

は
、
も
の
の
授
与
者
に
よ
る
使
用
許
可
（licen

tia

）
に
よ
っ
て
生
じ
、
授
与
者
の
意
思
に
よ
っ
て
取
り
消
し
で
き
る
も
の
で
あ
る）

58
（

。
授
与
者
は
自

由
に
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
、
会
や
会
員
は
も
は
や
そ
の
も
の
を
使
用
で
き
な
い
。

財
産
の
所
有
者
に
つ
い
て
は
、
イ
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
四
世
の
教
令O

rdinem
 vestrum

に
従
い
、
教
皇
庁
で
あ
る
と
す
る
。

た
だ
し
、
費
消
財
に
つ
い
て
使
用
と
所
有
の
分
離
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
教
令
は
あ
ま
り
言
及
し
て
い
な
い）

59
（

。
こ
の
点
が
の

ち
、
会
に
逆
風
が
吹
い
て
い
る
環
境
で
ま
た
問
題
に
な
っ
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る）

60
（

。

こ
れ
ま
で
の
教
令
で
も
問
題
と
な
っ
て
い
た
会
の
財
産
の
管
理
人
に
つ
い
て
、
一
二
八
三
年
に
は
、
教
皇
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
四
世
（M

artin
u

s Ⅳ



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
の
所
有
権
論

五
〇

　

在
位
一
二
八
一
‐
一
二
八
五
年
）
が
教
令E

xu
ltan

tes in
 D

om
in

o

）
61
（

を
発
し
、
会
の
財
産
の
管
理
者
（syn

d
icu

s

）
制
度
を
創
設
し
た
。
ま
た
、
こ
の

管
理
者
は
、
教
皇
庁
の
名
に
お
い
て
会
に
関
す
る
財
産
を
管
理
す
る
役
割
を
持
つ
も
の
で
、
会
が
直
接
選
任
で
き
る
と
さ
れ
た
。
結
局
、
こ
の
教
令

は
、
教
令Q

uanto studiosius

の
制
度
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
を
復
活
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
今
回
は
総
会
も
こ
の
教
令
の
利
用
を
認
め
た）

62
（

。

（
３
）
内
部
対
立
―
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
ル
派
と
共
同
体
派
―

以
上
の
よ
う
な
制
度
的
変
更
と
と
も
に
、
実
態
に
お
い
て
も
、
会
の
中
で
は
、
清
貧
を
緩
和
す
る
運
用
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た）

63
（

。
こ
れ
に

対
し
、
清
貧
を
厳
格
に
守
る
べ
き
と
す
る
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
ル
（
精
神
）
（S

p
iritu

ales

）
派）

64
（

の
会
員
は
反
発
を
強
め
て
い
っ
た
。
当
時
、
ス
ピ
リ
ト

ゥ
ア
ル
派
は
、
オ
リ
ヴ
ィ
（P

etrus Ioannes O
livi　

一
二
四
八
頃
‐
一
二
九
八
年
）
を
思
想
的
指
導
者
と
し
て
仰
い
で
い
た）

65
（

。
オ
リ
ヴ
ィ
は
、
所
有
の

放
棄
と
と
も
に
、
使
用
の
制
限
も
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
清
貧
の
一
部
を
な
す
と
い
う
「
貧
し
い
使
用
」
（u

su
s p

au
p

er

）
を
唱
え
て
い
た
の
で
あ

る
。
一
方
、
共
同
体
派
（
穏
健
派
）
は
、
清
貧
の
誓
い
は
、
所
有
の
放
棄
の
み
と
し
て
理
解
さ
れ
、
も
の
の
使
用
の
制
限
ま
で
は
要
求
し
て
い
な
い

と
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
ル
派
と
共
同
体
派
と
の
間
で
対
立
が
深
ま
っ
て
い
っ
た）

66
（

。

こ
の
よ
う
な
対
立
の
中
で
、
一
三
〇
九
年
に
、
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
五
世
（C

lem
ensⅤ

　

在
位
一
三
〇
五
‐
一
三
一
四
年
）
は
、
委
員
会
を
つ
く
り
、

オ
リ
ヴ
ィ
の
著
作
や
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
状
況
に
つ
い
て
の
調
査
を
命
じ
た）

67
（

。
そ
し
て
、
一
三
一
〇
年
、
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
ル
派
に
好
意
的
な
教
令

D
udum

 ad apostolatu
s

）
68
（

を
発
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
清
貧
に
反
す
る
権
限
の
濫
用
が
会
の
な
か
に
存
在
す
る
こ
と
や
共
同
体
派
が
そ
れ
を
正
し
て

い
な
い
こ
と
を
認
め
た
。
ま
た
、
共
同
体
派
が
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
ル
派
を
迫
害
し
な
い
よ
う
な
措
置
を
と
っ
た）

69
（

。

委
員
会
の
検
討
を
経
て
、
一
三
一
二
年
、
教
令E

xivi de paradiso

）
70
（

が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
の
教
令
は
、
教
令E

xiit qui sem
inat

の
原
理
を
再
確
認
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五
一

す
る
も
の
で
、
会
員
は
会
則
に
書
か
れ
て
い
る
貧
し
い
使
用
と
、
会
則
に
書
か
れ
て
い
る
方
法
と
に
は
拘
束
さ
れ
る
と
し
た
も
の
の
、
ス
ピ
リ
ト
ゥ

ア
ル
派
の
主
張
で
あ
る
「
貧
し
い
使
用
」
そ
の
も
の
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た）

71
（

。
し
か
し
、
こ
の
教
令
は
対
立
を
解
消
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
対
立

は
続
く
こ
と
と
な
っ
た
。

（
４
）
小
括

以
上
の
期
間
に
お
け
る
清
貧
に
関
す
る
法
的
議
論
の
要
点
は
、
結
局
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
会
員
は
個
人
的
に
も
共
同
で
も
財
を
所
有
（p

rop
rietas

）
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
所
有
者
の
許
可
の
も
と
、
単
に
使

用
（u

su
s

）
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
な
お
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
の
と
き
に
は
、
使
用
（u

su
s

）
と
さ
れ
て
い
た
が
、
教
令E

xiit qu
i 

sem
inat

の
段
階
で
は
、
こ
れ
が
さ
ら
に
精
密
に
整
理
さ
れ
、
事
実
上
の
単
純
使
用
（sim

plex usus facti

）
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
事
実
上
の
単
純
使
用
は
、
法
的
な
（
あ
る
い
は
権
利
と
し
て
の
）
性
質
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
。
権
利
で
は
な
い
事
実
上
の
単
純
使
用
が
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
教
令E

xiit qu
i sem

in
at

は
、
自
由
に
取
り
消
し

う
る
所
有
者
の
許
可
（licentia

）
に
よ
っ
て
使
用
が
正
当
化
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
オ
ッ
カ
ム
の
説
明
（
後
述
第
二
章
二
（
４
）
）
に
先

行
す
る
も
の
で
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

第
三
。
修
道
会
で
使
用
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
財
は
原
則
と
し
て
教
皇
庁
の
所
有
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
教
令O

rdinem
 vestrum

で
示
さ
れ
た
。

第
四
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
反
論
は
法
的
な
観
点
か
ら
は
か
な
ら
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
第
一
の
反
論
の
な
か

の
教
皇
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
神
学
と
法
学
を
混
同
す
る
も
の
で）

72
（

、
法
的
な
議
論
と
し
て
は
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
教
令E

xiit qu
i sem

in
at

の
こ
の



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
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所
有
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論

五
二

点
の
主
張
も
同
じ
）
。
も
っ
と
も
、
教
令E

xiit qu
i sem

in
at

で
は
、
「
許
可
」
に
よ
っ
て
使
用
を
正
当
化
す
る
議
論
の
際
、
「
取
り
消
し
う
る
」
許

可
と
い
う
考
え
方
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
許
可
が
永
遠
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
な
く
な
る
か
ら
、
所
有
と
使
用
が
永
久
に
分
離
す
る
と

も
言
え
な
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

73
（

。
第
二
の
反
論
に
お
い
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
特
有
財
産
の
例
に
よ
っ
て
費
消
財
の
使
用
を
正
当
化
し

て
い
る
が
、
説
明
と
し
て
や
や
一
般
性
に
欠
け
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
結
局
、
使
用
の
正
当
化
の
一
般
的
説
明
は
、
教
令E

xiit qu
i sem

in
at

に

お
け
る
所
有
者
の
「
自
由
に
取
り
消
し
う
る
許
可
」
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
登
場
以
降
の
清
貧
に
関
す
る
論
争

（
１
）
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
ル
派
の
弾
圧

一
三
一
六
年
、
清
貧
論
争
の
主
要
人
物
の
一
人
で
あ
る
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
（Ioannes　

X
XⅡ

　

在
位
一
三
一
六
‐
一
三
三
四
年
）
が
教
皇
に
即
位

し
た
。
彼
は
、
即
位
当
時
す
で
に
七
二
歳
と
い
う
高
齢
で
あ
り
ま
た
虚
弱
な
体
質
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
一
三
三
四
年
ま
で
、
長
期

に
わ
た
っ
て
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
は
法
学
に
通
じ
て
い
た
一
方
、
独
断
的
な
性
格
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る）

74
（

。
彼
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
会
の
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
ル
派
を
敵
視
し
、
か
つ
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
清
貧
思
想
に
疑
問
を
も
っ
て
い
た）

75
（

。
一
方
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
、
同
年
の

一
三
一
六
年
に
共
同
体
派
の
チ
ェ
ゼ
ー
ナ
の
ミ
ケ
ー
レ
（M

ich
ele　

？
‐
一
三
四
二
年
）
を
総
長
に
選
出
し
た
。
ミ
ケ
ー
レ
は
、
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
ル

派
に
服
従
を
要
求
し
た
が
拒
否
さ
れ
た
の
で
、
教
皇
庁
に
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
ル
派
の
抑
圧
を
要
請
し
た
。
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
、
こ
れ
に
応
じ
て
、

ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
ル
派
を
弾
圧
し
た）

76
（

。
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五
三

ま
た
、
一
三
一
七
年
か
ら
一
八
年
に
か
け
て
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
教
令Q

u
oru

m
d

am
 exigit

）
77
（

な
ど
三
つ
の
教
令
を
発
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、

ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
ル
派
を
さ
ら
に
弾
圧
し
た
。
一
方
、
ミ
ケ
ー
レ
も
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
ル
派
に
服
従
を
要
求
し
た
。
そ
の
結
果
、
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
四

人
の
会
員
が
マ
ル
セ
イ
ユ
の
市
場
で
火
あ
ぶ
り
と
さ
れ
る
な
ど
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
ル
派
は
消
滅
の
道
を
た
ど
る
こ
と
に
な

っ
た）

78
（

。
（
２
）
狭
義
の
「
清
貧
論
争
」
の
開
始

こ
の
よ
う
に
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
ル
派
の
壊
滅
に
成
功
し
た
が
、
彼
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
へ
の
攻
撃
は
こ
れ
で
終
わ
ら
な
か

っ
た
。
一
三
二
一
年
の
ベ
ギ
ン
（B

eguinae
）
派
の
異
端
審
問
を
契
機
と
し
て
、
「
キ
リ
ス
ト
と
使
徒
た
ち
が
個
人
的
に
も
共
同
体
と
し
て
も
所
有

し
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
主
張
の
妥
当
性
が
問
題
と
な
っ
た）

79
（

。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
「
清
貧
論
争
」
の
発
端
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
三
二
二
年

に
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
教
令Q

u
ia n

on
n

u
m

qu
am

）
80
（

を
発
し
、
教
皇
は
、
す
で
に
発
布
さ
れ
た
教
令
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
教
令
が
利
益
よ
り
害

が
あ
る
な
ら
、
そ
の
教
令
を
変
更
で
き
る
と
し
た）

81
（

。
こ
れ
は
教
令E

xiit qu
i sem

in
at

の
変
更
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

会
側
は
こ
れ
に
反
発
し
、
論
争
が
生
じ
た）

82
（

。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
側
は
、
清
貧
の
問
題
は
教
令E

xiit qu
i sem

in
at

で
す
で
に
解
決
さ
れ
て
お
り
、
カ

ノ
ン
法
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
自
身
も
教
令Q

u
oru

m
d

am
 exigit

で
教
令E

xiit qu
i sem

in
at

を
認
め
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
そ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
し
た）

83
（

。

こ
の
よ
う
な
反
論
に
対
し
て
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
同
年
教
令A

d
 con

d
itorem

）
84
（

を
発
し
た）

85
（

。
こ
の
教
令
は
、
教
皇
は
先
行
す
る
教
令
を
変
更

す
る
権
限
が
あ
る
と
し
、
以
下
の
よ
う
な
決
定
を
行
っ
た
。
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五
四

ま
ず
、
一
部
の
も
の
を
除
い
て
、
将
来
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
に
寄
贈
さ
れ
る
財
の
所
有
（
権
）
を
教
皇
庁
は
持
た
な
い
と
し
て
、
教
令O

rdinem
 

vestru
m

以
来
七
七
年
間
つ
づ
い
た
、
フ
ラ
ン
ス
コ
会
の
財
産
を
所
有
す
る
の
は
教
皇
庁
で
あ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
変
更
し
た
。
ま
た
、
財
産
管

理
の
代
理
人
を
も
は
や
選
任
で
き
な
い
と
し
た）

86
（

。

そ
の
理
由
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
た
。

価
値
の
低
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
教
皇
庁
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
財
産
を
売
買
し
た
り
交
換
し
た
り
な
ど
で
き
る
と
さ

れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合
、
所
有
者
で
あ
る
教
皇
庁
は
そ
こ
か
ら
世
俗
的
利
益
を
得
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
い
か
ら
、
所
有
し
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。

ま
た
、
費
消
財
に
つ
い
て
、
事
実
上
の
使
用
（u
su

s facti

）
も
法
的
使
用
（u

su
s iu

ris

）
も
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ニ
コ
ラ
ウ
ス
三
世
も
、
ひ
と
つ
の
卵
、
一
切
れ
の
チ
ー
ズ
な
ど
の
費
消
財
に
つ
い
て
所
有
（
権
）
を
留
保
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
事
実
上
の
使
用
や
使
用
の
権
利
（iu

s u
ten

d
i

）
（
こ
こ
で
は
用
益
（
権
）
と
使
用
（
権
）
を
含
む
）
は
使
用
対
象
の
財
が
使
用
さ

れ
て
も
実
体
が
残
る
場
合
の
み
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
費
消
財
は
使
用
に
よ
っ
て
実
体
が
消
滅
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
実
上
の
使
用
も
使
用
の

権
利
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
ら
に
、
例
え
ば
、
盗
人
が
使
用
の
権
利
な
し
で
財
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
不
正
な
利
用
で
あ
り
、
事
実
上
の
使
用
を
、

使
用
の
権
利
な
し
で
対
象
の
財
に
正
当
な
形
で
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
使
用
自
体
を
他
人
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
い
う
の
は
、
人
は
自
分
に
属
し
て
い
な
い
も
の
を
他
人
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
使
用
行
為
を
行
う
の
は
使
用
を
認
め
ら
れ
た

者
で
あ
り
、
許
可
者
が
使
用
行
為
自
体
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
許
可
者
が
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
使
用
の
権
利
で
あ
る
。
結
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五
五

局
、
使
用
の
権
利
の
な
い
使
用
は
不
正
で
あ
る
。

（
３
）
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
と
の
攻
防

こ
の
教
令A

d
 con

d
itorem

は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
無
所
有
と
い
う
清
貧
思
想
を
根
本
的
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
側
で

は
、
ベ
ル
ガ
モ
の
ボ
ナ
グ
ラ
テ
ィ
ア
（B

on
agratia　

？
‐
一
三
四
〇
年
）
が
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
員
は
原
罪
前
の
無
原
罪
の
状
態
を
再
現
し
た
状
態

の
中
で
暮
ら
し
て
お
り
、
無
原
罪
の
状
態
で
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
共
同
で
あ
っ
た
か
ら
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
員
は
所
有
を
し
て
い
な
い
、
な
ど
と

反
論
し
た）

87
（

。

こ
の
よ
う
な
反
論
は
教
皇
の
攻
撃
を
さ
ら
に
強
化
す
る
だ
け
の
結
果
と
な
っ
た
。
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
、
一
三
二
三
年
に
先
の
教
令A

d 

conditorem

を
改
定
し
た
第
二
版
のA

d conditorem
）
88
（

を
発
布
し
た
。

ま
た
、
同
年
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
（T

h
om

as aqu
in

as　

一
二
二
五
年
頃
‐
一
二
七
四
年
）
が
列
聖
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世

が
使
徒
的
生
活
で
は
個
人
所
有
は
存
在
し
な
い
が
共
同
所
有
は
存
在
す
る
と
い
う
ド
ミ
ニ
コ
会
の
見
解
を
承
認
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
会
に
は
打
撃
と
な
っ
た）

89
（

。
そ
し
て
同
年
の
年
末
に
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
決
定
的
な
教
令C

um
 inter nonnullos

）
90
（

を
発
布
し
た
。
こ
の
教
令
は
、

以
下
の
二
つ
の
命
題
を
否
定
し
た
。

第
一
は
、
キ
リ
ス
ト
と
使
徒
た
ち
は
個
人
的
に
も
共
同
で
も
何
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
こ
の
命

題
の
肯
定
は
異
端
で
あ
る
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
命
題
の
否
定
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
立
場
と
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
事
実
上

の
使
用
の
た
め
に
も
の
を
保
持
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
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第
二
は
、
キ
リ
ス
ト
と
使
徒
た
ち
は
彼
ら
が
持
っ
て
い
た
財
に
関
す
る
い
か
な
る
権
利
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
ヨ
ア
ン

ネ
ス
二
二
世
は
こ
の
命
題
の
肯
定
も
異
端
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
教
令
に
よ
る
と
キ
リ
ス
ト
や
使
徒
た
ち
は
世
俗
法
上
の
使
用
の
権
利
を
有
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
主
張
し
て
い
た
事
実
上
の
単
純
使
用
（sim

plex usus facti

）
と
い
う
考
え
方
も
否

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

91
（

。

ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
へ
の
圧
力
を
ま
す
ま
す
強
め
、
一
三
二
八
年
に
は
総
長
の
チ
ェ
ゼ
ー
ナ
の
ミ
ケ
ー
レ
の
罷
免
を
要
求

し
た
。
ミ
ケ
ー
レ
は
、
ボ
ナ
グ
ラ
テ
ィ
ア
や
オ
ッ
カ
ム
な
ど
と
と
も
に
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
か
ら
逃
亡
し
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
四
世

（L
udw

ig Ⅳ
 der B

ayer　

 

一
二
八
二
頃
‐
一
三
四
七
年
）
に
庇
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ミ
ケ
ー
レ
は
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
の
教
令

に
対
し
て
反
論
を
開
始
し
た）

92
（

。
ミ
ケ
ー
レ
派
の
庇
護
者
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
は
、
一
三
二
八
年
に
皇
帝
と
し
て
ロ
ー
マ
で
戴
冠
式
を
行
い
神
聖
ロ

ー
マ
帝
国
の
帝
位
に
あ
っ
た
が
、
教
皇
庁
は
こ
れ
を
認
め
て
お
ら
ず
、
彼
は
教
皇
庁
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
。
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
は
、
一
三
二
八

年
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
会
員
で
あ
っ
た
ニ
コ
ラ
ウ
ス
五
世
（N

icolaus Ⅴ

　

在
位
一
三
二
八
‐
一
三
三
〇
年
）
を
対
立
教
皇
と
し
て
擁
立
し
た）

93
（

。

同
年
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
ミ
ケ
ー
レ
、
ボ
ナ
グ
ラ
テ
ィ
ア
、
オ
ッ
カ
ム
を
破
門
し
た
。
さ
ら
に
、
一
三
二
九
年
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は

教
令Q

uia vir reprobu
s

）
94
（

を
発
布
し
た）

95
（

。
こ
の
教
令
は
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
の
清
貧
に
関
す
る
主
張
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
彼

は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
キ
リ
ス
ト
と
使
徒
た
ち
は
所
有
（
権
）
を
も
ち
、
ま
た
訴
訟
す
る
権
利
も
持
っ
て
い
た
。
ア
ダ
ム
は
エ
バ
（
イ
ブ
）
が

作
ら
れ
る
前
に
神
か
ら
所
有
（
権
）
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
エ
バ
が
創
造
さ
れ
た
の
ち
、
ア
ダ
ム
は
エ
バ
と
共
同
の
所
有
（
権
）
を
持
っ
て
い
た）

96
（

。

こ
れ
ら
が
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
主
張
を
完
全
に
否
認
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
総
長
代
行
を
別
途
任
命
し
た
た
め
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
分
裂
状
態
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
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五
七

対
し
、
ミ
ケ
ー
レ
は
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
に
よ
る
破
門
も
罷
免
も
認
め
ず
、
分
派
を
維
持
し
て
い
た
が
、
ミ
ケ
ー
レ
は
一
三
四
二
年
に
死
亡
し
、
ミ

ケ
ー
レ
派
を
庇
護
し
て
い
た
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
四
世
も
一
三
四
七
年
に
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ミ
ケ
ー
レ
派
の
分
派
活
動
も
終
焉
し
た）

97
（

。

（
４
）
小
括

こ
の
段
階
に
お
け
る
清
貧
に
関
す
る
法
的
議
論
の
要
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

第
一
。
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
、
教
皇
庁
が
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
財
産
の
所
有
（
権
）
を
保
持
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
否
定
し
た
。

第
二
。
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
、
事
実
上
の
使
用
（u
su

s facti

）
お
よ
び
使
用
の
権
利
（iu

s u
ten

d
i

）
は
対
象
の
財
の
実
体
が
維
持
さ
れ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
費
消
財
に
つ
い
て
事
実
上
の
使
用
お
よ
び
使
用
の
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
も
っ
と
も
、

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
、
使
用
の
権
利
を
費
消
財
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
は
そ
も
そ
も
し
て
い
な
い
か
ら
、
問
題
は
事
実
上
の
使
用
が
費

消
財
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
オ
ッ
カ
ム
が
事
実
上
の
使
用
や
使
用
の
権
利
等
に
つ
い
て

の
概
念
を
分
析
し
た
上
で
、
検
討
を
加
え
て
い
る
（
後
述
第
二
章
二
）
。

第
三
。
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
、
「
正
当
」
な
使
用
に
は
使
用
の
「
権
利
」
が
必
要
で
あ
り
、
権
利
な
し
の
使
用
は
不
正
で
あ
る
と
し
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
す
で
に
み
た
と
お
り
、
教
令E

xiit qu
i sem

in
at

は
、
自
由
に
取
り
消
し
う
る
所
有
者
の
許
可
（licen

tia

）
に
よ
っ
て
使
用
が
正
当

化
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
、
事
実
上
の
使
用
を
他
人
に
授
与
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
な

ぜ
な
ら
、
使
用
行
為
自
体
を
他
人
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
授
与
で
き
る
の
は
使
用
の
権
利
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
キ

リ
ス
ト
や
使
徒
た
ち
が
不
正
な
使
用
を
す
る
は
ず
が
な
い
か
ら
、
彼
ら
は
世
俗
法
上
の
使
用
の
権
利
を
有
し
て
い
た
と
す
る
。
た
だ
、
教
令E

xiit 
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八

qui sem
inat

は
許
可
を
授
与
す
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
使
用
行
為
自
体
を
授
与
す
る
と
は
い
っ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
ヨ
ア
ン
ネ
ス

二
二
世
の
主
張
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
四
。
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
キ
リ
ス
ト
と
使
徒
た
ち
が
も
の
に
対
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
た
と
し
た
。
ま
た
、
彼
は
原
罪
前
の
人
類
が
所
有

（
権
）
を
も
っ
て
い
た
と
主
張
し
た
。
こ
の
論
点
は
、
オ
ッ
カ
ム
の
議
論
の
中
で
も
扱
わ
れ
て
い
る
（
後
述
第
二
章
三
（
２
）
（
３
）
）
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

（
４
） フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
歴
史
に
つ
い
て
の
基
本
的
文
献
と
し
て
、 H

uber

（
略
記
表
参
照
）。 

邦
語
文
献
と
し
て
、
川
下（
略
記
表
参
照
）
、
石
井
健
吾
・
石
井
祥
裕〔
編
〕「
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
会
」（
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
編
纂
委
員
会
編『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
Ⅳ
』所
収
、
研
究
社
、
二
〇
〇
九
年
）四
〇
三
頁
以
下
、
石
井
健
吾『
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
ニ
ズ

ム
の
系
譜
』（
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
日
本
殉
教
者
管
区
本
部
、
一
九
七
九
年
）な
ど
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
伝
記
と
し
て
、
チ
ェ
ラ
ー
ノ
の
ト
マ
ス
、
石
井
健
吾
訳『
聖

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
第
一
伝
記
』（
あ
か
し
書
房
、
一
九
八
九
年
）
、
チ
ェ
ラ
ノ
の
ト
マ
ス
、
小
平
正
寿
・
フ
ラ
ン
ソ
ア
・
ゲ
ン
グ
訳『
ア
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
第
二
伝

記
』（
あ
か
し
書
房
、
一
九
九
二
年
）
、
聖
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
、
宮
沢
邦
子
訳『
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
大
伝
記
』（
あ
か
し
書
房
、
一
九
八
一
年
）。
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
生
涯

に
つ
い
て
の
邦
語
文
献
と
し
て
、三
森
の
ぞ
み「
ア
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
生
涯
―
Ｃ
・
フ
ル
ゴ
ー
ニ
の
研
究
を
中
心
に
―
」フ
ラ
ン
シ
ス
カ
ン
研
究
二
号（
二
〇
〇
七
年
）

七
〇
頁
以
下
。

（
５
）   Cf. H

uber, P
art 1, p. 14 ; 

川
下
・
八
五
‐
八
六
頁
。
な
お
、『
原
初
会
則
』に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
形
は
失
わ
れ
て
い
て
、
現
在
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

（
６
） フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
清
貧
思
想
を
扱
っ
て
い
る
文
献
と
し
て
、L

am
b

ert

（
略
記
表
参
照
） ; M

äkin
en

（
略
記
表
参
照
） ; T

akash
i S

h
ogim

en
, O

c
k

h
a

m
 a

n
d

 

P
o

litica
l D

isco
u

rse in
 th

e L
a

te M
id

d
le A

g
es, C

am
bridge U

niversity P
ress, 2007 ; 

小
林
公「
清
貧
と
所
有
」（
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
研
究
』所
収
、
勁

草
書
房
、
二
〇
一
五
年
）三
‐
九
四
頁
、
川
下
・
一
五
八
頁
以
下
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
、
上
村
忠
男
・
太
田
綾
子
訳『
い
と
高
き
貧
し
さ　

修
道
院
規
則
と
生
の
形
式
』

（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
四
年
）一
二
〇
頁
以
下
。

（
７
） BF

（
略
記
表
参
照
）, t. 1, p

p
. 15-19 ; 

ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
、
坂
口
昻
吉
訳「
公
認
さ
れ
た
会
則
」（
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
訳『
中
世
思
想
原
典
集
成

一
二　

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
学
派
』所
収
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
）六
六
‐
七
三
頁
。
参
照
、
川
下
・
八
九
‐
九
一
頁
。
な
お
、
一
二
二
一
年
に『
第
一
会
則
』が
起
草
さ
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
結
局
総
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
８
） BF, t. 1, p. 15 ;

「
公
認
さ
れ
た
会
則
」・
前
出
註（
７
）六
六
頁
。
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（
９
） BF, t. 1, pp. 16-17 ;

「
公
認
さ
れ
た
会
則
」・
前
出
註（
７
）六
九
頁
。

（
10
） BF, t. 1, p. 17 ;

「
公
認
さ
れ
た
会
則
」・
前
出
註（
７
）六
九
頁
。

（
11
） BF, t. 1, p. 17 ;

「
公
認
さ
れ
た
会
則
」・
前
出
註（
７
）六
九
頁
。

（
12
） こ
れ
は
、
当
時
金
銭
が
一
般
的
に
硬
貨
で
あ
り
、
消
費
財
で
は
な
く
恒
久
的
財
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。―
参
照
、
坂
口
・
前
出
註（
７
）八
九

頁
註
七
。

（
13
） Cf. L

am
bert, pp. 42, 54-55.

（
14
） Cf. L

am
bert, p. 57.

（
15
） 新
約
聖
書
翻
訳
委
員
会
訳『
新
約
聖
書
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）に
よ
る
。

（
16
） Cf. L

am
bert, p. 70.

（
17
） Cf. L

am
bert, p. 59.

（
18
） Cf. L

am
bert, pp. 55, 70-71.

（
19
） ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
、
坂
口
昻
吉
訳「
遺
言
」・
前
出
註（
７
）『
中
世
思
想
原
典
集
成
一
二　

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
学
派
』所
収
八
五
頁
以
下
。

（
20
） Cf. L

am
bert, p. 46.

（
21
） Cf. L

am
bert, p. 70.

（
22
） Cf. L

am
bert, p. 80.

（
23
） オ
ッ
カ
ム
の
登
場
前
に「
権
利
」と
い
う
語
を
こ
こ
か
ら
す
で
に
使
用
し
て
い
る
理
由
は
以
下
で
あ
る
。ju

s

の
意
味
と
し
て
、
古
典
的
意
味
で
の「
正
」
、
近
現
代
的
意
味

で
の「
権
利
」
、
あ
る
い
は
両
者
の
意
味
を
合
わ
せ
て
も
つ
よ
う
な
、
未
分
化
な
も
の
な
ど
が
あ
り
う
る
。
こ
の
段
階
か
ら「
権
利
」あ
る
い
は（　

）付
き
の「
権
」と
い
う

訳
語
を
使
用
し
て
い
る
の
は
、
オ
ッ
カ
ム
登
場
前
か
ら
す
で
に「
権
利
」概
念
あ
る
い
は
三
番
目
の
未
分
化
な
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
み
た
方
が
素
直
に
当
時
の
記
述

を
解
釈
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
第
三
章
一（
２
）参
照
。

（
24
） Cf. L

am
bert, p. 89 ; 

川
下
・
一
八
九
頁
。

（
25
） BF, t. 1, pp. 68-70.

（
26
） Cf. L

am
bert, p. 87 ; 

川
下
・
一
八
六
‐
一
八
七
頁
。

（
27
） 参
照
、
カ
エ
タ
ン
・
エ
ッ
サ
ー
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
日
本
管
区
訳『
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
会
則
と
遺
言
』（
教
友
社
、
二
〇
〇
九
年
）二
六
二
頁
以
下
。
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〇

（
28
） Cf. L

am
bert, p. 89 ; 

川
下
・
一
八
九
頁
。

（
29
） 保
護
枢
機
卿
職
を
導
入
し
た
の
は
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
歴
史
上
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
が
最
初
で
あ
っ
た
。
そ
の
役
割
は
、
修
道
会
を
保
護
す
る
こ
と
、
教
会
へ

の
忠
誠
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
の
堅
持
、
会
則
の
遵
守
を
監
視
す
る
こ
と
、
で
あ
っ
た（
公
認
さ
れ
た
会
則
第
一
二
章
）。―
参
照
、
川
下
・
七
七
頁
。

（
30
） Cf. L

am
bert, p. 90 ; 

川
下
・
一
九
〇
頁
。

（
31
） Cf. L

am
bert, p. 91. 

な
お
、
動
産
に
つ
い
て
、
誰
が
所
有
す
る
か
は
結
局
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
32
） BF, t. 1, pp. 400-402.

（
33
） Cf. L

am
bert, pp. 101-102 ; H

uber, P
art 1, pp. 128-129 ; 

川
下
・
一
九
五
頁
。 

（
34
） Cf. L

am
bert, p. 105.

（
35
） BF, t. 1, pp. 487-488.

（
36
） Cf. L

am
bert, p. 105 ; H

uber, P
art 1, p. 132.

（
37
） 総
長
の
役
割
等
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
川
下
・
六
九
‐
七
二
頁
。

（
38
） 総
会
の
役
割
等
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
川
下
・
七
二
‐
七
三
頁
。

（
39
） Cf. L

am
bert, p. 112 ; H

uber, P
art 1, p. 136.

（
40
） Cf. L

am
bert, p. 122 ; H

uber, P
art 1, p. 155.

（
41
） Cf. L

am
bert, pp. 125-130.

（
42
） こ
れ
に
関
す
る
ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
の
文
章
は
、
以
下
の
も
の
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。T

ractatu
s G

erard
i d

e A
b

b
atisvilla “C

o
n

tra ad
versariu

m
 p

erfectio
n

is 

christianae”, ed. Sophronius C
lasen, A

rch
ivu

m
 F

ra
n

cisca
n

u
m

 H
istoricu

m
, 31(1938), pp. 276-329, 32(1939), pp. 89-200.

（
43
） Instit. （
略
記
表
参
照
） 2. 4. 1. ; D

ig. （
略
記
表
参
照
） 7. 1. 3.

（
44
） Cf. L

am
bert, p. 141. 

（
45
） Su

p
ra

 note 42, 32(1939), p. 133. C
f. L

am
bert, pp. 141-142 ; M

äkinen, p. 47.

（
46
） Su

p
ra

 note 42, 32(1939), p. 172. C
f. John K

ilcullen and John Scott, Introducution in O
N

D

（
英
訳
）（
略
記
表
参
照
） vol. 1, p. 25 ; M

äkinen, p. 47.

（
47
） Bonaventura

（
略
記
表
参
照
）

（
48
） Bonaventura, p. 241.
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（
49
） Bonaventura, pp. 242-243. C

f. L
am

bert, p. 146.

（
50
） Cf. D

ig. 50. 17. 93 ; Instit. 2. 9. 1.

（
51
） 特
有
財
産
と
は
、
家
長
や
主
人
が
家
子
や
奴
隷
に
対
し
て
与
え
る
も
の
で
、
こ
の
財
産
は
家
長
や
主
人
の
所
有
に
属
す
る
が
、
家
子
や
奴
隷
は
独
立
し
て
そ
れ
を
運
用
し

そ
の
収
益
を
自
分
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
長
や
主
人
は
特
有
財
産
を
任
意
の
時
点
で
全
部
あ
る
い
は
部
分
的
に
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。―
参
照
、
マ

ッ
ク
ス
・
カ
ー
ザ
ー
、
柴
田
光
蔵
訳『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』（
創
文
社
、
一
九
七
九
年
）四
八
五
頁
。

（
52
） Bonaventura, pp. 243-244. C

f. L
am

bert, pp. 145-146.

（
53
） Dig. 50. 17. 69.

（
54
）Bonaventura, pp. 244-245. C

f. L
am

bert, p. 146.

（
55
）BF, t. 3, pp. 404-416.

（
56
）Cf. L

am
bert, pp. 149-151 ; 

川
下
・
一
九
八
‐
一
九
九
頁
。

（
57
） こ
こ
で
のius utendi

は
、
オ
ッ
カ
ム
の
解
釈
に
よ
る
と
、「
使
用
の
権
利
」と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
単
な
る
使
用
権
」（
オ
ッ
カ
ム
の
用
語
で
はusus nudus

）の
意
味
で

あ
る
。―O

N
D

（
略
記
表
参
照
）, vol. 1, pp. 361-362 ; O

N
D

（
英
訳
） （
略
記
表
参
照
）, vol. 1, pp. 145-146. 

こ
の「
使
用
の
権
利
」「
単
な
る
使
用
権
」な
ど
の
概
念
に
つ

い
て
は
、
後
述
第
二
章
二（
１
）（
２
）参
照
。

（
58
）Cf. L

am
bert, pp. 152-153.

（
59
） な
お
、
オ
ッ
カ
ム
は
教
令
の
分
析
か
ら
十
分
費
消
財
も
こ
の
教
令
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
と
し
て
い
る（O

N
D

 , cap. 32, 58.

）。―O
N

D
, vol. 2, pp. 500-509, 

548-553 ;  O
N

D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 331-344, 399-406. 

（
60
） Cf. L

am
bert, p. 153.

（
61
） BF, t. 3, pp. 501-502.

（
62
） Cf. L

am
bert, p. 170 ; H

uber, P
art 1, p. 177.

（
63
） Cf. L

am
bert, pp. 171-174.

（
64
） 参
照
、
川
下
・
二
四
七
頁
以
下
。

（
65
） Cf. H

uber, P
art 1, p. 193 ; 

川
下
二
五
六
‐
二
五
七
頁
。

（
66
） Cf. L

am
bert, pp. 157-158.
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（
67
） Cf. L

am
bert, pp. 194-195.

（
68
） BF, t. 5, pp. 65-68.

（
69
） Cf. L

am
bert, p. 202.

（
70
） BF, t. 5, pp. 80-86.

（
71
） Cf. L

am
bert, pp. 212-214 ; 

川
下
・
一
九
九
‐
二
〇
〇
頁
。

（
72
） Cf. L

am
bert, p. 146.

（
73
） ま
た
、
教
皇
庁
が
所
有（
権
）を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
使
用
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
、
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
の
も
の
を
自
由
に
売
買
し

た
り
譲
渡
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
教
皇
庁
は
会
の
行
為
を
制
約
す
る
と
い
う
一
定
の
潜
在
的
権
限
を
保
持
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
、

何
も
世
俗
的
利
益
を
持
た
な
い
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
74
） Cf. L

am
bert, pp. 240-241 ; 

川
下
・
二
七
〇
頁
。

（
75
） Cf. L

am
bert, p. 238.

（
76
） Cf. L

am
bert, pp. 223-226.

（
77
） BF, t. 5, pp. 128-130.

（
78
） Cf. L

am
bert, pp. 226-230.

（
79
） Cf. L

am
bert, p. 239 ; H

uber, P
art 1, p. 221 ; 

川
下
・
二
七
一
‐
二
七
二
頁
。

（
80
） BF, t. 5, pp. 224-225.

（
81
） Cf. L

am
bert, pp. 243-244.

（
82
） Cf. L

am
bert, pp. 244-245 ; M

äkinen, p. 146.

（
83
） Cf. L

am
bert, p. 246 ; M

äkinen, pp. 146-147.

（
84
） BF, t. 5, in footnote, pp. 235-237.

（
85
） Cf. L

am
bert, p. 247.

（
86
） Cf. L

am
bert, p. 248 ; H

uber, P
art 1, p. 225 ; 

川
下
・
二
七
四
頁
。

（
87
） テ
ク
ス
ト
は
、
以
下
の
も
の
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。F

r. B
on

agratia d
e B

ergam
o et eiu

s T
ractatu

s d
e C

h
risti et ap

ostoloru
m

 p
au

p
ertate, ed

. L
ivariu

s 
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ra
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n

u
m

 H
istoricu

m
, 22(1929), pp. 292-335, 487-511 ; A

ppellatio in N
icola

u
s M

in
orita

 : C
h

ron
ica

 : d
ocu

m
en

ta
tion

 on
 

P
op

e Joh
n

 X
X

II, M
ich

a
el of C

esen
a

 a
n

d
 T

h
e P

overty of C
h

rist w
ith

 S
u

m
m

a
ries in

 E
n

glish
 : A

 S
ou

rce B
ook, ed. G

edeon G
ál and D

avid F
lood, 

F
ranciscan Institute P

ublications, 1996, pp. 89-117. C
f. L

am
bert, pp. 251-252 ; T

ierney, P
roperty

（
略
記
表
参
照
）, pp. 151-152 ; M

äkinen, pp. 147-149, 

174-190.

（
88
） BF, t. 5, pp. 233-246.

（
89
） Cf. L

am
bert, p. 258.

（
90
） BF, t. 5, pp. 256-259.

（
91
） Cf. L

am
bert, pp. 258-260.

（
92
） Cf. L

am
bert, p. 263.

（
93
） Cf. H

uber, P
art 1, p. 238 ; 

川
下
・
二
七
八
頁
。

（
94
） BF, t. 5, pp. 408-449.

（
95
） Cf. L

am
bert, p. 263 ; H

uber, P
art 1, p. 241.

（
96
） Cf. L

am
bert, p. 266.

（
97
） Cf. H

uber, P
art 1, p. 244 ; 

川
下
・
二
七
九-

二
八
一
頁
。
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第
二
章　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
の
所
有
権
論
、
権
利
論

一　

オ
ッ
カ
ム
の
著
作
に
お
け
る
『
九
〇
日
間
の
書
』
の
位
置
づ
け

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
は
、
一
二
八
五
年
頃
に
ロ
ン
ド
ン
近
郊
の
サ
リ
ー
州
の
オ
ッ
カ
ム
に
生
ま
れ
、
若
い
う
ち
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
会
員

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
学
び
、
『
オ
ル
デ
ィ
ナ
テ
ィ
オ
』
『
レ
ポ
ル
タ
テ
ィ
オ
』
『
大
論
理
学
』
『
七
巻
本
自
由
討
論

集
』
な
ど
の
神
学
・
哲
学
に
関
す
る
著
書
を
書
い
て
い
る
。
な
お
、
そ
れ
ら
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
（
唯
名
論
）
と
彼
の
権
利
論

と
の
関
係
に
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
三
二
八
年
に
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
か
ら
逃
亡
し
た
の
ち
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
止
ま
り
、
一
三
三
三
年
に
『
九
〇

日
間
の
書
』
、
一
三
四
二
年
に
『
教
皇
の
権
能
に
つ
い
て
の
八
つ
の
問
題
』
、
一
三
四
〇
年
代
前
半
に
『
専
制
権
力
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
考
察
』
、

一
三
四
六
あ
る
い
は
一
三
四
七
年
に
『
皇
帝
と
教
皇
の
権
能
に
つ
い
て
』
、
一
三
三
四
年
ま
で
に
『
対
話
』
の
一
部
分
、
一
三
四
七
年
ま
で
に
残
り

の
部
分
の
『
対
話
』
、
な
ど
の
政
治
的
な
論
争
書
を
書
い
て
い
る
。
清
貧
に
関
す
る
議
論
も
、
一
三
二
八
年
以
降
の
政
治
を
取
り
扱
っ
た
著
作
で
な

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
な
か
で
、
一
三
三
三
年
の
『
九
〇
日
間
の
書
』
（O

pus nonaginta dierum

））
98
（

は
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
の
教
令Q

uia vir reprobus

に
対

し
て
、
逐
条
的
に
反
論
を
加
え
た
も
の
で
、
清
貧
に
関
す
る
議
論
を
も
っ
と
も
詳
細
に
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
見
て
行
こ
う
。
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六
五

二　

費
消
財
に
つ
い
て
事
実
上
の
使
用
は
可
能
で
あ
る
か
？
―
「
使
用
」
概
念
の
分
析
―

（
１
）
「
事
実
上
の
使
用
」
（usus facti

）
と
「
法
的
使
用
」
（usus iuris

）

こ
の
本
の
中
で
、
オ
ッ
カ
ム
は
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
の
主
張
す
る
「
費
消
財
に
つ
い
て
事
実
上
の
使
用
（u

su
s facti

）
お
よ
び
使
用
の
権
利

（ius utendi

）
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
命
題
を
主
要
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
検
討
し
て
い
る
。

ま
ず
、
彼
は
「
使
用
」
（u

su
s

）
と
い
う
語
の
用
法
の
分
析
を
行
い
、
使
用
と
い
う
言
葉
に
は
四
つ
の
意
味
が
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、
①
意

思
に
よ
っ
て
何
か
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
②
な
ん
ら
か
の
外
的
な
も
の
を
利
用
す
る
行
為
、
③
何
か
に
慣
れ
る
こ
と
、
④
他
人
の
所
有
物
を
損
な
わ
ず

に
使
用
す
る
権
利
、
と
い
う
も
の
で
あ
る）

99
（

。
こ
の
う
ち
、
①
と
③
の
意
味
は
こ
こ
で
は
関
連
性
が
な
い
。

「
事
実
上
の
使
用
」
（u

su
s facti

）
と
は
②
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
住
む
行
為
、
食
べ
る
行
為
、
服
を
着
る
行
為
な
ど
、
な
ん
ら
か
の
外

的
な
も
の
を
利
用
す
る
行
為
を
意
味
し
、
費
消
使
用
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
用
法
は
、
法
学
提
要
の
中
に
も
使
用
例
が
あ
る
し
（Instit. 2. 5. 

1

）
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
自
身
も
使
用
し
た
例
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
意
味
は
法
的
権
利
の
概
念
と
は
関
係
な
い
も
の
で
あ
る）

100
（

。

④
は
「
法
的
使
用
」
（u

su
s iu

ris

）
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
は
「
用
益
権
」
（u

su
sfru

ctu
s

）
に
よ
る
使
用
と
「
単
な
る
使
用
権
」
（u

su
s 

n
u

d
u

s

）
に
よ
る
使
用
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
他
人
の
所
有
物
を
損
な
わ
ず
使
用
す
る
権
利
で
あ
る
が
、
単
な
る
使
用
権
の
方
は
、
第
三
者
に
売
っ

た
り
貸
し
た
り
は
で
き
な
い）

101
（

。
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（
２
）
「
法
的
使
用
」
と
「
使
用
の
権
利
」
と
の
区
別
―
権
利
の
定
義
―

ま
た
、
オ
ッ
カ
ム
は
右
の
「
法
的
使
用
」
（u

su
s iu

ris

）
と
「
使
用
の
権
利
」
（iu

s u
ten

d
i

）
と
を
区
別
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
「
使
用
の
権

利
」
と
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。
「
外
的
な
物
を
使
用
す
る
合
法
的
な
権
能
（potestas licita

）
で
あ
り
、
自
分
の
過
失
や
合
理
的
理
由
な
し

に
、
自
分
の
意
思
に
反
し
て
奪
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
奪
わ
れ
た
場
合
は
、
奪
っ
た
者
を
法
廷
に
召
喚
で
き
る
」
。
そ
し
て
、
こ
の

「
使
用
の
権
利
」
に
は
、
自
分
の
所
有
物
を
使
用
す
る
場
合
の
権
利
、
お
よ
び
他
人
の
物
を
使
用
す
る
「
法
的
使
用
」
の
場
合
の
権
利
の
他）

102
（

、
法
的

使
用
に
付
加
さ
れ
る
形
で
他
人
の
物
を
費
消
使
用
す
る
場
合
の
権
利
が
あ
る）

103
（

。

こ
こ
で
「
使
用
の
権
利
」
（iu

s u
ten

d
i

）
は
、
「
合
法
的
」
と
い
う
点
で
窃
盗
な
ど
の
不
法
な
力
と
区
別
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
使
用
の
権
利
」

は
「
恩
恵
」
（gratia

）
な
い
し
「
取
消
で
き
る
許
可
」
（
こ
の
許
可
に
つ
い
て
は
後
述
（
４
）
）
と
区
別
さ
れ
る
。
「
使
用
の
権
利
」
の
場
合
、
自
分

の
過
失
や
合
理
的
理
由
な
し
に
、
自
分
の
意
思
に
反
し
て
奪
わ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
「
恩
恵
」
な
い
し
「
取
消
で
き
る
許
可
」
の
場
合
は
、
「
恩

恵
」
な
い
し
「
取
消
で
き
る
許
可
」
の
授
与
者
の
恣
意
に
よ
っ
て
そ
の
恩
恵
な
い
し
許
可
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
金
持
ち
が
貧
乏
な
者

を
食
事
に
招
い
た
場
合
、
招
か
れ
た
者
は
合
法
的
に
食
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
招
い
た
者
が
恣
意
的
に
食
事
の
供
与
を
中
止
し
て
も
、

招
か
れ
た
者
が
法
廷
で
そ
れ
を
争
う
こ
と
は
で
き
な
い）

104
（

。

（
３
）
費
消
財
の
使
用
に
つ
い
て
の
説
明

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
の
主
張
す
る
「
費
消
財
に
つ
い
て
事
実
上
の
使
用
お
よ
び
使
用
の
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
い
う
命
題
に
つ
い
て
以
下
の
こ
と
が
言
え
る
。
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①　

費
消
財
に
つ
い
て
法
的
使
用
は
認
め
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
使
用
の
権
利
は
一
部
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る

当
該
命
題
の
う
ち
、
「
費
消
財
に
つ
い
て
使
用
の
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、
使
用
の
権
利
の
な
か
の
、
法

的
使
用
に
つ
い
て
は
こ
の
命
題
は
肯
定
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
法
的
使
用
と
は
他
人
の
所
有
物
を
損
な
わ
ず
に
使
用
す
る
権
利
で
あ
り
、
費
消
は

物
を
損
な
う
行
為
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
定
義
か
ら
し
て
当
該
命
題
が
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る）

105
（

。

一
方
、
こ
の
部
分
の
命
題
は
全
体
と
し
て
は
承
認
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
命
題
は
神
の
法
（iu

s d
ivin

u
m

）
、
自
然
法
（iu

s 

naturale

）
、
人
定
法
（ius hum

anum

）
に
そ
れ
ぞ
れ
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る）

106
（

。

申
命
記
（
二
三
章
二
五-

二
六
）
に
は
、
神
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
言
葉
と
し
て
、
隣
人
の
葡
萄
園
や
麦
畑
で
葡
萄
や
麦
の
穂
を
摘
ん
で
食
べ
て
も

よ
い
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
神
の
法
と
こ
の
命
題
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る）

107
（

。

ま
た
、
自
然
法
に
よ
る
と
、
人
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
他
人
の
も
の
で
あ
る
費
消
財
に
対
し
て
「
利
用
の
権
能
」
（p

o
testas 

utendi

）
を
も
つ
（
マ
タ
イ
一
二
章
三-

五
）
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
自
然
法
と
こ
の
命
題
に
は
矛
盾
が
あ
る
こ
と
に
な
る）

108
（

。

こ
の
自
然
法
上
の
利
用
の
権
能
と
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
（
三
（
２
）
１
）
、
神
が
人
類
に
も
っ
と
も
一
般
的
な
合
法
的
利
用
権
能
と
し
て
与

え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
利
用
の
権
能
は
所
有
権
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
無
主
物
の
使
用
の
場
合
の
よ
う
に
、
も
し
障
碍

が
な
い
な
ら
ば
、
人
は
こ
の
利
用
の
権
能
を
行
使
で
き
る
。
た
だ
し
、
人
定
法
上
の
所
有
権
が
他
人
に
属
す
る
な
ど
の
障
碍
が
あ
る
場
合
、
緊
急
の

必
要
の
場
合
を
除
く
と
、
一
般
的
な
合
法
的
利
用
権
能
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）

109
（

。
な
お
、
こ
の
利
用
の
権
能
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
放

棄
で
き
な
い
自
然
権
（
法
）
の
一
種
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
、
あ
く
ま
で
人
定
法
レ
ベ
ル
の
議
論
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
神
の
法
や
自
然
法
を
も
ち
だ
し
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て
当
該
命
題
を
論
駁
し
よ
う
と
す
る
の
は
正
当
で
な
い
と
い
う
批
判
も
成
り
立
つ
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
オ
ッ
カ
ム
は
人
定
法
の
レ
ベ

ル
で
も
次
の
よ
う
に
議
論
し
て
い
る
。

「
使
用
の
権
利
」
に
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
自
分
の
所
有
物
を
使
用
す
る
場
合
の
権
利
、
お
よ
び
他
人
の
物
を
使
用
す
る
「
法
的
使
用
」

の
場
合
の
権
利
が
あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
所
有
物
に
対
す
る
使
用
の
権
利
に
よ
れ
ば
、
費
消
財
を
費
消
す
る
使
用
も
認
め
ら
れ
る）

110
（

。
ま
た
、
「
使

用
の
権
利
」
の
一
種
と
し
て
、
法
学
提
要
に
も
記
述
が
あ
る
よ
う
に
（In

stit. 2. 5. 1

）
、
法
的
使
用
に
付
加
さ
れ
る
形
で
他
人
の
物
を
費
消
使
用

す
る
場
合
の
権
利
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
土
地
の
単
な
る
使
用
権
を
持
っ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
に
付
加
さ
れ
る
形
で
土
地
が
生
み
出
す
野
菜
や
果

物
な
ど
を
費
消
使
用
す
る
権
利
を
も
つ
場
合
が
あ
る）

111
（

。
つ
ま
り
、
人
定
法
の
レ
ベ
ル
で
も
、
費
消
財
を
使
用
の
権
利
に
よ
っ
て
正
当
に
使
用
す
る
場

合
が
あ
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
神
の
法
と
自
然
権
（
法
）
）
112
（

の
関
係
）
113
（

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
必
要
な
限
り
で
触
れ
て
お
こ
う
。

オ
ッ
カ
ム
に
よ
る
と
、
自
然
権
（
法
）
と
は
、
本
性
（natura

）
に
由
来
す
る
も
の
で
、
す
べ
て
の
人
に
共
通
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
実
定

法
と
は
異
な
り
裁
判
に
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い）

114
（

。
ま
た
、
自
然
権
（
法
）
は
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る）

115
（

。

一
方
、
申
命
記
で
の
当
該
神
の
法）

116
（

と
は
、
実
定
的
権
利
を
も
た
ら
す
も
の
で
、
法
廷
で
も
保
護
さ
れ
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
神

の
こ
の
許
可
は
、
許
可
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
、
実
定
的
権
利
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
オ
ッ
カ
ム
は
、
当
該
許
可
は
放
棄
可
能
で
あ
る

と
す
る
。
た
だ
し
、
神
の
法
に
よ
る
権
利
を
放
棄
し
た
場
合
で
も
、
自
然
権
は
放
棄
で
き
な
い
か
ら
、
右
の
自
然
法
に
よ
る
使
用
の
権
利
は
残
る
と

す
る
の
で
あ
る）

117
（

。

②　

費
消
財
に
つ
い
て
事
実
上
の
使
用
は
で
き
る
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六
九

次
に
、
当
該
の
命
題
の
う
ち
、
「
費
消
財
に
つ
い
て
事
実
上
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
部
分
は
、
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に

「
事
実
上
の
使
用
」
が
「
法
的
使
用
」
と
は
異
な
る
意
味
で
あ
り
、
事
実
上
の
使
用
に
は
費
消
財
の
使
用
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
然
否
定
さ
れ

る
。（

４
）
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
に
よ
る
費
消
財
使
用
の
正
当
性
の
説
明

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
費
消
財
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
な
使
用
を
し
て
い
る
の
か
。
オ
ッ
カ
ム
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
、
費
消
財
を
含
む
す
べ
て

の
財
に
つ
き
い
か
な
る
法
的
権
利
も
も
っ
て
い
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、
会
は
費
消
財
に
つ
き
事
実
上
の
使
用
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い）

118
（

。
そ
し
て

右
で
述
べ
た
よ
う
に
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
の
命
題
中
「
費
消
財
に
つ
い
て
事
実
上
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
部
分
は
否
定
さ
れ

る
か
ら
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
に
よ
る
費
消
財
の
事
実
上
の
使
用
は
不
当
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
ど
の
よ
う
な
形
で
事
実
上
の
使
用
を
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
オ
ッ
カ
ム
は
、
授
与
者
が
任
意
に

「
取
り
消
し
で
き
る
許
可
」
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
費
消
財
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
。
許
可
に
よ
る
使
用
は
合
法
的
な
行
為
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
法
廷
で
主
張
で
き
る
権
利
で
は
な
い
。

「
許
可
」
に
は
授
与
者
に
よ
っ
て
取
消
で
き
る
も
の
と
取
消
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
取
り
消
せ
な
い
許
可
は
、
権
利
を
被
許
可
者
に
与
え
る

こ
と
に
な
る
。
取
消
で
き
る
許
可
は
権
利
を
被
許
可
者
に
あ
た
え
る
こ
と
は
な
い
。
権
利
は
理
由
や
過
失
な
し
に
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、

取
消
で
き
る
許
可
は
、
そ
れ
ら
な
し
に
奪
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
が
得
て
い
る
許
可
は
こ
の
「
取
消
で
き
る
許
可
」
で
あ
る）

119
（

。

さ
ら
に
オ
ッ
カ
ム
は
こ
の
事
実
上
の
使
用
を
別
の
観
点
か
ら
も
正
当
化
す
る
。
そ
れ
は
自
然
権
（
法
）
に
よ
る
正
当
化
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
の
所
有
権
論

七
〇

自
然
権
（
法
）
は
、
人
定
法
や
人
間
の
意
思
な
ど
に
よ
っ
て
多
く
の
場
合
制
限
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
の
制
限
し
て
い
る
も
の
が
解
除

さ
れ
れ
ば
自
然
権
（
法
）
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
人
の
所
有
物
の
使
用
に
つ
い
て
み
る
と
、
通
常
、
非
所
有
者
は
所
有
者
の
も
の
を
使
用

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
所
有
者
の
許
可
に
よ
っ
て
、
自
然
権
（
法
）
（
後
述
三
（
２
）
１
の
創
世
記
の
利
用
の
権
能
）
が
解
除
さ
れ
そ
の
自

然
権
（
法
）
の
よ
っ
て
正
当
に
も
の
を
使
用
で
き
る
こ
と
に
な
る）

120
（

。

オ
ッ
カ
ム
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
が
こ
の
よ
う
な
形
で
も
の
を
使
用
し
て
い
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
オ
ッ
カ
ム
の
よ
う
に
こ
の
自
然
権
（
法
）

を
持
ち
出
さ
な
く
て
も
、
「
許
可
」
に
よ
っ
て
使
用
行
為
は
人
定
法
上
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
お
そ
ら
く
、
悪
意
の
あ
る
占
有
に

よ
っ
て
時
効
取
得
す
る
こ
と
が
法
律
的
に
は
正
当
で
あ
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
道
徳
で
は
不
当
で
あ
る
と
い
っ
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

オ
ッ
カ
ム
は
、
人
定
法
以
外
の
観
点
か
ら
も
正
当
性
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る）

121
（

。

な
お
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
が
使
用
す
る
も
の
を
誰
が
所
有
し
、
誰
が
使
用
の
許
可
を
与
え
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
を
保

持
す
る
意
図
を
も
つ
寄
付
者
、
教
皇
庁
、
あ
る
い
は
信
徒
団
体
全
体
な
ど
、
と
い
う
こ
と
に
な
る）

122
（

。

三　

所
有
権
の
意
味
と
所
有
権
の
発
生

ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
、
そ
の
教
令
の
中
で
、
ア
ダ
ム
と
エ
バ
も
、
キ
リ
ス
ト
も
使
徒
た
ち
も
財
を
所
有
し
て
い
た
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、

キ
リ
ス
ト
も
使
徒
た
ち
も
財
を
一
切
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
主
張
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
オ
ッ
カ

ム
は
、
『
九
〇
日
間
の
書
』
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
い
る
。
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七
一

（
１
）
「
支
配
権
」
と
「
所
有
権
」
の
意
味

ま
ず
、
彼
は
「
支
配
（
権
）
」
（d

om
in

iu
m

）
の
意
味
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
。
彼
は
支
配
（
権
）
を
四
つ
の
用
法
に
区
別
す
る
。
①
道
徳

哲
学
の
見
地
で
は
、
支
配
と
は
自
分
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
を
意
味
す
る
。
②
自
然
哲
学
の
見
地
で
は
、
支
配
と
は
他
の
も
の
を
変
化
さ

せ
る
力
を
意
味
す
る
。
③
一
般
の
言
説
で
は
、
支
配
と
は
正
当
な
方
法
で
何
か
を
統
制
す
る
力
を
意
味
す
る
。
④
法
学
の
見
地
で
は
、
支
配
と
は
、

何
か
の
世
俗
的
な
も
の
に
つ
い
て
要
求
を
し
、
そ
れ
を
守
り
、
保
持
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
特
定
の
権
能
（potestas

）
を
意
味
す
る）

123
（

。

こ
の
う
ち
、
④
に
関
し
て
、
神
に
よ
る
支
配
（
権
）
と
人
間
に
よ
る
支
配
（
権
）
が
あ
る
が
、
前
者
は
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
る
必
要
が
な
い
。
後

者
の
人
間
に
よ
る
支
配
（
権
）
に
は
二
種
類
が
あ
る
。
一
つ
は
、
自
然
法
あ
る
い
は
神
の
法
に
よ
り
、
無
原
罪
の
状
態
に
お
い
て
人
間
に
属
し
て
い

た
支
配
（
権
）
で
あ
る
（
後
述
（
２
）
１
）
。
も
う
一
つ
は
、
人
定
法
あ
る
い
は
人
間
の
作
っ
た
制
度
に
よ
り
、
人
間
に
属
す
る
支
配
権
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
人
定
法
に
よ
る
支
配
権
に
は
、
広
義
の
支
配
権
と
、
狭
義
の
支
配
権
が
あ
る）

124
（

。

広
義
の
支
配
権
と
は
、
「
裁
判
所
で
（in hum

ano iudicio

）
何
ら
か
の
世
俗
の
も
の
に
つ
い
て
要
求
し
（vindico

）
た
り
守
っ
た
り
す
る
源
泉

的
（p

rin
cip

alis

）
な
人
間
の
権
能
（p

otestas

）
の
こ
と
」
で
あ
る
。
「
源
泉
的
」
と
い
う
表
現
は
支
配
権
を
用
益
権
や
単
な
る
使
用
権
な
ど
の

そ
れ
と
異
な
る
権
利
か
ら
区
別
す
る
た
め
と
、
代
理
人
の
権
能
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
「
裁
判
所
で
」
と
い
う
限
定
は
自
然
法
あ
る

い
は
原
初
の
神
の
法
に
よ
る
支
配
（
権
）
か
ら
の
区
別
の
た
め
で
あ
る
。
「
要
求
」
と
い
う
表
現
は
支
配
権
を
恩
恵
や
許
可
に
よ
る
使
用
か
ら
区
別

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る）

125
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
狭
義
の
支
配
権
と
は
、
「
裁
判
所
で
世
俗
の
も
の
に
つ
い
て
要
求
す
る
源
泉
的
な
人
間
の
権
限
で
、
自
然
法
に
よ
っ
て
禁
止



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
の
所
有
権
論

七
二

さ
れ
て
い
な
い
限
り
で
ど
の
よ
う
に
で
も
そ
の
も
の
を
扱
う
源
泉
的
な
人
間
の
権
能
の
こ
と
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
聖
職
者
は
、
教
会
の
も
の
の
扱

い
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
あ
る
の
で
（
勝
手
に
売
却
で
き
な
い
も
の
な
ど
が
あ
る
）
広
義
の
支
配
権
を
持
っ
て
い
て
も
、
狭
義
の
支
配
権
を
も
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い）

126
（

。

そ
し
て
、
法
学
に
お
い
て
は
、
「
所
有
権
」
（proprietas

）
と
は
、
通
常
、
も
の
の
支
配
権
の
こ
と
で
あ
り
、
支
配
権
と
同
じ
意
味
に
な
る）

127
（

。

（
２
）
所
有
権
の
発
生
に
関
す
る
聖
書
の
解
釈

こ
こ
で
の
議
論
は
、
信
仰
の
問
題
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
純
粋
に
法
的
な
議
論
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
議
論
の
中

に
、
法
学
的
な
観
点
か
ら
も
興
味
深
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
議
論
の
内
容
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
、
ア
ダ
ム
と
エ
バ
は
無
原
罪
の
時
点
に
お
い
て
も
財
を
共
有
し
て
い
た
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
原
罪
後
、
財
は
分
割
さ

れ
個
人
が
所
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る）

128
（

。
そ
の
根
拠
の
ひ
と
つ
に
つ
き
、
オ
ッ
カ
ム
は
、
財
を
正
当
に
分
割
す
る
た
め
に
は
そ
の
分
割
さ
れ
る

財
を
所
有
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
理
由
を
想
定
す
る）

129
（

。

１　

原
罪
前
の
状
態
―
ア
ダ
ム
と
エ
バ
の
二
種
の
権
能
―

こ
れ
に
対
し
、
オ
ッ
カ
ム
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
シ
ラ
書
（
一
七
章
一-

四
）
お
よ
び
創
世
記
（
一
章
二
八
）
に
記
述
が
あ
る
、
神
が
ア
ダ
ム
と

エ
バ
に
与
え
た
「
支
配
の
権
能
」
（d

om
in

iu
m

）
と
は
、
現
在
あ
る
よ
う
な
所
有
権
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
被
支
配
物
に
暴
力
的

抵
抗
を
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
世
俗
の
も
の
を
合
理
的
に
統
御
す
る
権
能
で
あ
る
。
ゆ
え
に
被
支
配
物
は
人
間
に
暴
力
や
害
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
神
は
す
べ
て
の
生
き
物
に
人
間
へ
の
恐
れ
を
植
え
付
け
た
の
で
あ
る）

130
（

。
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七
三

こ
の
「
支
配
の
権
能
」
に
加
え
て
、
創
世
記
（
一
章
二
九-

三
〇
）
に
記
さ
れ
た
、
一
定
の
も
の
の
「
利
用
の
権
能
」
（p

otestas u
ten

d
i

）
を
人

間
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
他
の
生
き
物
に
も
与
え
ら
れ
た）

131
（

。
も
の
の
利
用
に
関
す
る
こ
の
権
能
は
統
御
す
る
意
味
の
支
配
の
権
能
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
食
べ
る
権
能
は
動
物
に
も
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
統
御
す
る
権
能
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
原

罪
後
、
統
御
す
る
「
支
配
の
権
能
」
が
失
わ
れ
て
も
、
こ
の
「
利
用
の
権
能
」
は
存
続
し
た）

132
（

。

原
罪
の
前
、
ア
ダ
ム
と
エ
バ
が
持
っ
て
い
た
の
は
以
上
の
よ
う
な
「
支
配
の
権
能
」
と
「
利
用
の
権
能
」
で
あ
り
、
排
他
的
な
所
有
権
は
持
っ

て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
、
ア
ダ
ム
は
エ
バ
が
創
造
さ
れ
る
前
に
排
他
的
所
有
権
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
。
し
か
し
、

排
他
的
所
有
権
を
移
転
す
る
た
め
に
は
、
契
約
や
売
買
な
ど
の
な
ん
ら
か
の
移
転
行
為
が
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ア
ダ
ム
は
エ
バ
に
対
し
て
そ
の

よ
う
な
行
為
を
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
も
し
ア
ダ
ム
が
排
他
的
所
有
権
を
も
っ
て
い
る
な
ら
、
ア
ダ
ム
は
過
失
な
し
に
自
分
の
意
思
に
反
し
て
所
有

権
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
過
失
は
認
め
ら
れ
な
い
。
一
方
、
エ
バ
は
ア
ダ
ム
と
同
様
な
支
配
の
権
能
を
も

っ
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
ア
ダ
ム
は
も
と
も
と
排
他
的
な
所
有
権
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る）

133
（

。

２　

原
罪
後
の
状
態
―
私
有
化
す
る
権
能
の
新
た
な
獲
得
―

ア
ダ
ム
と
エ
バ
は
原
罪
の
後
、
世
俗
の
も
の
を
合
理
的
に
統
御
す
る
権
能
は
失
っ
た）

134
（

。
し
か
し
、
も
の
を
「
私
有
化
す
る
権
能
」
（p

otestas 

ap
p

rop
rian

d
i

）
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
誰
の
も
の
で
も
な
い
も
の
は
誰
で
も
取
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
有
化

さ
れ
る
対
象
物
が
共
有
物
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
現
在
で
も
、
空
、
陸
、
海
の
誰
の
も
の
で
も
な
い
も
の
を
獲
得
し
私
有
化
す

る
権
能
が
共
有
と
い
う
こ
と
で
説
明
さ
れ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
も
し
私
有
化
の
対
象
物
が
共
有
物
な
ら
共
同
体
の
同
意
が
必
要
な
は

ず
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
私
有
化
の
権
能
は
無
原
罪
の
と
き
は
な
か
っ
た
。
ア
ダ
ム
と
エ
バ
は
、
自
然
本
性
が
汚
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
私
有
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化
の
権
能
を
も
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
私
有
化
の
権
能
を
も
つ
こ
と
が
罪
を
犯
し
う
る
人
間
に
と
っ
て
役
に
立
つ
こ
と
は
「
自
然
の
理
性
の
指
示
」

（dictam
en rationis naturalis

）
か
ら
導
か
れ
る
か
ら
で
あ
る）

135
（

。

な
ぜ
私
有
化
が
役
に
立
つ
の
か
。
原
罪
の
の
ち
、
不
当
な
方
法
で
世
俗
の
も
の
を
所
有
し
利
用
す
る
強
欲
や
欲
望
が
人
間
の
間
に
増
殖
し
た
。

そ
う
す
る
と
、
世
俗
の
も
の
が
共
通
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
私
有
さ
れ
る
こ
と
は
有
用
で
当
を
得
た
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
悪
人
が
世
俗

の
も
の
を
持
つ
過
度
の
欲
望
を
抑
制
し
、
一
般
に
共
通
の
も
の
は
悪
人
に
軽
視
さ
れ
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
私
有
化
に
よ
り
、
世
俗
の
も
の
の
処
理

や
管
理
の
軽
視
を
緩
和
す
る
た
め
で
あ
る）

136
（

。

と
こ
ろ
で
、
オ
ッ
カ
ム
は
『
九
〇
日
間
の
書
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
私
有
化
す
る
権
能
」
は
自
然
の
理
性
の
指
示
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
論

じ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
後
の
『
専
制
権
力
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
考
察
』
（B

reviloquium
 de principatu tyrannico

）
に
お
い
て
、
オ
ッ
カ
ム
は
、

次
の
よ
う
に
論
じ
、
こ
の
「
私
有
化
す
る
権
能
」
は
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
と
す
る
。

世
俗
の
も
の
を
私
有
化
す
る
権
能
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
隠
喩
的
に
、
シ
ラ
書
（
一
七
章
一
‐
三
）
に
書
い
て
あ
る
。
「
主
は
、
人
間
を
土

か
ら
造
ら
れ
、
再
び
、
土
に
返
さ
れ
る
。
主
は
、
彼
ら
に
一
定
の
寿
命
を
与
え
、
地
上
の
も
の
を
治
め
る
権
能
を
授
け
ら
れ
た
。
主
は
、
御
自
分
と

同
じ
よ
う
な
力
を
彼
ら
に
帯
び
さ
せ
、
御
自
分
に
似
せ
て
彼
ら
を
造
ら
れ
た
」）

137
（

。
つ
ま
り
、
神
は
、
人
間
と
そ
の
子
孫
に
、
正
し
い
理
性
が
、
単
に

生
き
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
、
必
要
、
便
利
、
有
益
、
あ
る
い
は
有
用
の
も
の
と
思
う
地
上
の
も
の
を
処
理
す
る
権
能
を

与
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
世
俗
の
も
の
を
私
有
化
す
る
権
能
は
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
必
要
で
有
用
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
原
罪
後
、
人
間
は
怠
慢

で
愚
か
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
点
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
共
有
物
は
、
大
多
数
の
人
に
よ
っ
て
、
各
人
の
所
有
物
よ
り
配
慮
さ
れ
な
い
と
み
た
。
し
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五

た
が
っ
て
、
通
常
、
も
の
の
私
有
の
方
が
共
有
よ
り
よ
い
こ
と
に
な
る）

138
（

。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
私
有
化
の
権
能
は
神
に
よ
っ
て
人
間
に
与
え

ら
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る）

139
（

。

右
の
「
自
然
の
理
性
の
指
示
」
（
自
然
法
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る）

140
（

）
と
神
の
法
（
神
の
法
と
い
っ
て
も
、
こ
こ
で
は
隠
喩
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
）
の
関

係
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

３　

排
他
的
所
有
権
の
成
立

原
罪
の
後
、
最
初
の
排
他
的
な
所
有
は
人
間
の
決
定
に
よ
っ
て
確
立
し
た
。
聖
書
に
お
け
る
最
初
の
所
有
の
分
割
は
、
カ
イ
ン
と
ア
ベ
ル
の
間

で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
所
有
を
し
て
い
た
（
創
世
記
四
章
二
‐
五
）
。
し
か
し
、
神
の
命
令
は
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
分
割
は
人
間
の
意
思

に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る）

141
（

。

と
こ
ろ
で
、
ア
ダ
ム
と
エ
バ
は
原
罪
の
の
ち
私
有
化
す
る
権
能
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
カ
イ
ン
と
ア
ベ
ル
に
よ
る
分
割
に
い
た
る
ま
で
は
、

ア
ダ
ム
と
エ
バ
の
間
で
は
、
使
用
の
観
点
か
ら
も
の
の
区
別
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
排
他
的
な
所
有
は
な
か
っ
た
と
た
ぶ
ん

0

0

0

思
わ
れ
る）

142
（

。
と

い
う
の
は
、
ア
ダ
ム
と
エ
バ
の
間
に
は
愛
と
協
調
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
、
所
有
の
観
点
か
ら
も
の
を
分
割
す
る
理
由
が
な
い
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る）

143
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
オ
ッ
カ
ム
は
所
有
権
発
生
の
観
点
か
ら
時
代
を
三
区
分
し
た
。
第
一
期
は
、
原
罪
前
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
と
エ
バ
は
合
理
的
統

御
の
意
味
で
の
「
支
配
の
権
能
」
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
権
能
は
原
罪
後
失
わ
れ
た
。
第
二
期
は
、
原
罪
後
か
ら
も
の
の
分
割
の
前
ま
で
で
あ
る
。

人
間
は
も
の
を
私
有
化
し
分
割
す
る
権
能
を
も
っ
た
。
第
三
期
は
、
も
の
の
分
割
後
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
排
他
的
所
有
が
始
ま
っ
た）

144
（

。



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
の
所
有
権
論

七
六

（
３
）
キ
リ
ス
ト
と
使
徒
た
ち
は
何
も
所
有
し
て
い
な
か
っ
た

ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
、
キ
リ
ス
ト
も
使
徒
た
ち
も
財
を
所
有
し
て
い
た
と
主
張
し
た）

145
（

。
キ
リ
ス
ト
教
学
の
観
点
か
ら
は
別
か
も
し
れ
な
い
が
、

現
代
の
法
学
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
キ
リ
ス
ト
や
使
徒
た
ち
が
財
を
所
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
詮
索
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
と
は
思

わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
参
考
ま
で
に
、
こ
の
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
の
主
張
に
対
す
る
オ
ッ
カ
ム
の
反
論
を
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。

１　

キ
リ
ス
ト
の
無
所
有

オ
ッ
カ
ム
は
、
キ
リ
ス
ト
が
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、
マ
タ
イ
八
章
二
〇
、
ゼ
カ
リ
ア
書
九
章
九

）
146
（

、
コ
リ
ン
ト

（
二
）
八
章
九
、
詩
編
三
九
章
一
八

）
147
（

、
哀
歌
三
章
一
）
148
（

と
い
っ
た
聖
書
の
記
述
、
教
令E

xiit qu
i sem

in
at

及
び
、
そ
の
他
の
権
威
あ
る
著
作
を
引
く
。

そ
し
て
、
彼
は
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
キ
リ
ス
ト
が
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る）

149
（

。

２　

使
徒
た
ち
の
無
所
有

オ
ッ
カ
ム
は
、
こ
の
問
題
に
つ
き
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

キ
リ
ス
ト
は
、
説
教
で
、
使
徒
た
ち
に
過
分
な
も
の
を
も
つ
こ
と
を
禁
止
し
た
（
マ
タ
イ
六
章
一
九
）
。
そ
し
て
、
所
有
し
な
く
て
も
生
き
て
い

け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
所
有
は
過
分
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
所
有
は
禁
止
さ
れ
る
。

キ
リ
ス
ト
は
、
使
徒
た
ち
に
他
の
弟
子
よ
り
完
全
な
ル
ー
ル
を
与
え
た
。
キ
リ
ス
ト
は
、
暗
黙
的
に
あ
る
弟
子
に
家
財
の
所
有
を
禁
じ
た
こ
と

か
ら
（
マ
タ
イ
八
章
二
一
‐
二
二
）
、
使
徒
た
ち
は
所
有
を
禁
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

キ
リ
ス
ト
は
使
徒
た
ち
に
他
の
者
よ
り
も
完
全
な
状
態
を
要
求
し
た
（
マ
タ
イ
五
章
一
四
）
。
キ
リ
ス
ト
が
他
の
者
に
所
有
の
放
棄
を
要
求
し
て

い
る
こ
と
か
ら
（
マ
タ
イ
一
九
章
二
一
）
、
使
徒
た
ち
に
も
所
有
の
放
棄
を
要
求
し
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。
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七
七

聖
書
の
記
述
か
ら
（
マ
タ
イ
四
章
二
〇
）
、
使
徒
で
あ
る
ペ
テ
ロ
と
ア
ン
デ
レ
は
す
べ
て
を
捨
て
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
使
徒
た
ち
も
、
同
じ

地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
す
べ
て
を
捨
て
た
と
考
え
ら
れ
、
す
べ
て
の
所
有
権
を
も
た
な
か
っ
た
と
判
断
で
き
る）

150
（

。

オ
ッ
カ
ム
は
、
右
に
あ
げ
た
理
由
な
ど
か
ら）

151
（

、
使
徒
た
ち
が
所
有
権
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
の
で
あ
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

（
98
） ON

D
 ; O

N
D

（
英
訳
） 

（
99
）ON

D
, vol. 1, p. 300 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 58.

（
100
）ON

D
, vol. 1, pp. 300-301 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 58-59.

（
101
）ON

D
, vol. 1, pp. 301-302 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 60.

（
102
）ON

D
, vol. 1, pp. 302-303 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 61-62.

（
103
）ON

D
, vol. 1, pp. 322-323 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 90-91.

（
104
）ON

D
, vol. 1, p. 302 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 61.

（
105
）ON

D
, vol. 1, pp. 315-316 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 81.

（
106
）ON

D
, vol. 1, p. 320 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 87.

（
107
） ON

D
, vol. 1, pp. 320-321 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 88-89. 
な
お
、
オ
ッ
カ
ム
は
こ
の
申
命
記
の
場
合
、
食
べ
て
よ
い
の
は「
必
要
が
あ
る
と
き
」の
み
と
限
定
し
て

解
釈
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。―O

N
D

, vol. 2, pp. 524 ; O
N

D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 365.

（
108
） ON

D
, vol. 1, pp. 321-322, 559 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 89-90, 415.

（
109
） ON

D
, vol. 1, pp. 333-335 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 105-107.

（
110
） ON

D
, vol. 1, p. 314 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 79.

（
111
） ON

D
, vol. 1, pp. 322-323 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 90-91.

（
112
） オ
ッ
カ
ム
はius

と
い
う
語
を
明
ら
か
に
権
利
と
い
う
意
味
で
使
う
場
合
と
法
と
い
う
意
味
で
使
う
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
両
方
の
意
味
を
持
つ
場
合
も
あ
る
。―C

f. O
N

D
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（
英
訳
）, vol. 1, p. 436 note 61.

（
113
） オ
ッ
カ
ム
は
、「
法
廷
の
権
利
」（iu

s fori

）と「
天
の
権
利
」（iu

s p
oli

）と
い
う
区
別
を
立
て
る
。「
法
廷
の
権
利
」（iu

s fori

）と
は
、
契
約
、
あ
る
い
は
人
間
や
明
確
な
神
の

命
令
に
よ
る
実
定
的
権
利
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
権
利
は
法
廷
で
保
護
さ
れ
る
。―O

N
D

, vol. 2, pp. 573-574 ; O
N

D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 436-437.

「
天

の
権
利
」（ius poli

）と
は
、
正
し
い
理
性
に
調
和
す
る
自
然
の
衡
平
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
法
廷
で
保
護
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
天
の
権
利
に
は
二
種
あ
る
。

①
純
粋
な
自
然
の
正
し
い
理
性
に
調
和
す
る
も
の
。
こ
れ
は
自
然
権
と
時
々
呼
ば
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
す
べ
て
の
自
然
権
は
天
の
権
利
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
②
神
に
よ

っ
て
啓
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
く
る
正
し
い
理
性
に
調
和
す
る
も
の
。
こ
れ
は
時
々
神
に
よ
る
権
利
と
呼
ば
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
多
く
の
こ
と
が
、
純
粋
な
自
然
の
正
し
い

理
性
に
調
和
し
な
い
が
、
神
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
く
る
正
し
い
理
性
に
調
和
す
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
伝
道
す
る
人
は
伝
道
対
象
者
か
ら
生
活
の
糧
を

得
る
べ
き
と
い
う
こ
と
は
信
仰
条
項
か
ら
く
る
正
し
い
理
性
に
調
和
す
る
が
、
純
粋
な
自
然
の
議
論
か
ら
は
証
明
で
き
な
い
。―O

N
D

, vol. 2, pp. 574-575, 578 ; O
N

D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 438, 444.

（
114
） ON

D
, vol. 2, p. 559 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 415.

（
115
） ON

D
, vol. 1, p. 321 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 89.

（
116
） こ
こ
で
、
当
該
神
の
法
は「
法
廷
の
権
利
」（ius fori
）の
一
種
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
117
） ON

D
, vol. 1, p. 321 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 89.

（
118
） ON

D
, vol. 1, p. 310 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 73.

（
119
） ON

D
, vol. 2, pp. 560-562 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 417-420.

（
120
） ON

D
, vol. 2, pp. 577-579 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 442-444.

（
121
） Cf. T

ierney, L
anguages

（
略
記
表
参
照
）, p. 125.

（
122
） Cf. O

N
D

, vol. 1, pp. 331-332 ; O
N

D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 103.

（
123
） ON

D
, vol. 1, p. 305 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 65-66.

（
124
） ON

D
, vol. 1, p. 306 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 66-67.

（
125
） ON

D
, vol. 1, p. 306 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 67.

（
126
） ON

D
, vol. 1, p. 308 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 70.

（
127
） ON
D

, vol. 1, p. 309 ; O
N

D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 71-72.
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（
128
） ON

D
, vol. 2, p. 430 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 232.

（
129
） ON

D
, vol. 2, pp. 434-435 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 238.

（
130
） ON

D
, vol. 2, p. 432 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 234-235.

（
131
） こ
れ
に
よ
る
と
人
間
や
動
物
は
植
物
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
善
悪
を
知
る
木
は
除
か
れ
て
い
る（
創
世
記
二
章
一
六-

一
七
）。
な
お
、
洪
水
後
は
肉
食
も

認
め
ら
れ
て
い
る（
創
世
記
九
章
三
）。

（
132
） ON

D
, vol. 2, pp. 432-433 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 235-236.

（
133
） ON

D
, vol. 2, pp. 486-488 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 311-314.

（
134
） ON

D
, vol. 2, p. 436 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 240. 

こ
こ
で
、
創
世
記
三
章
一
八
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
オ
ッ
カ
ム
は
こ
の
統
御
す
る
支
配
の
権
能
が
完
全

に
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
は
創
世
記
九
章
二
に
そ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
権
能
は
大
い
に
減
少
し
弱
め
ら
れ
て
い
る

の
で
、
支
配
の
権
能
と
は
も
は
や
呼
べ
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

（
135
） ON

D
, vol. 2, p. 435 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, pp. 238-239.

（
136
） Brev. vol. 4, pp. 179-180 ; B

rev.

（
英
訳
）p. 89 ; B
rev.

（
仏
訳
）pp. 208-209

（
略
記
表
参
照
）

（
137
） 『
聖
書　

新
共
同
訳
―
旧
約
聖
書
続
編
つ
き
』（
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
八
七
年
）に
よ
る
。

（
138
） 参
照
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
牛
田
徳
子
訳『
政
治
学
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）二
巻
一
章
‐
五
章
、
四
八
‐
六
五
頁
。

（
139
） Brev. vol. 4, p. 179 ; B

rev.

（
英
訳
）, p. 90 ; B

rev.

（
仏
訳
）, pp. 207-208.

（
140
） Tierney, P

roperty, p. 164.

（
141
） ON

D
, vol. 2, p. 656 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 2, p. 554.

（
142
） 「
た
ぶ
ん
」と
い
う
の
は
、
完
全
に
は
証
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。―O

N
D

, vol. 2, p. 660 ; O
N

D

（
英
訳
）, vol. 2, p. 560.

（
143
） ON

D
, vol. 2, pp. 656-657 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 2, p. 555.

も
っ
と
も
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
は
、
所
有
は
無
原
罪
の
時
も
そ
れ
以
降
も
人
間
の
法
で
は
な
く
、
神
の
法

で
導
入
さ
れ
た
と
主
張
し
、
ア
ダ
ム
と
エ
バ
の
間
に
す
で
に
個
別
の
所
有
権
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
は
創
世
記
に
お
い
て
、
カ
イ
ン
と
ア
ベ
ル
の
出
現
以
前
に
、
ア
ダ

ム
に
つ
い
て「
お
前
の
パ
ン
」と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
と（
創
世
記
三
章
一
九
）
、
神
は
ア
ダ
ム
と
エ
バ
に
皮
の
衣
を
与
え
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら（
創
世
記
三

章
二
一
）
、
神
に
よ
っ
て
所
有
の
区
別
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。―O

N
D

, vol. 2, pp. 655-656 ; O
N

D

（
英
訳
）, vol. 2, pp. 553-555.

　
　

 　

も
っ
と
も
、
も
し
ア
ダ
ム
と
エ
バ
の
間
に
所
有
の
区
別
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
人
間
の
意
思
に
よ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
そ
う
い
え
る
。
裸
に
い
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ち
じ
く
の
腰
帯
を
身
に
つ
け
た
時
の
記
述
か
ら（
創
世
記
三
章
七
）
、
い
ち
じ
く
の
腰
帯
が
区
別
所
有
さ
れ
て
い
る
と
仮
定
す
る
。
一
方
、
神
の
命
令
が
な
い
こ
と
か
ら
、

そ
の
区
別
所
有
は
神
の
意
思
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
そ
の
区
別
所
有
は
人
間
の
意
思
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。―O

N
D

, vol. 2, p. 657 ; O
N

D

（
英
訳
）, vol. 2, p. 555.

（
144
） ON

D
, vol. 2, p. 439 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 1, p. 244.

（
145
） ON

D
, vol. 2, pp. 670-672, 737- ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 2, pp. 575-578, 670-.

（
146
） ラ
テ
ン
語
の
ウ
ル
ガ
タ
版
聖
書
の
ラ
テ
ン
語
で
は
貧
し
い（pauper

）と
あ
る
が
、
新
共
同
訳
で
は「
高
ぶ
る
こ
と
な
く
」と
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
147
） ラ
テ
ン
語
の
ウ
ル
ガ
タ
版
聖
書
の
章
立
て
に
よ
る
。
新
共
同
訳
で
は
四
〇
章
一
八
で
あ
る
。

（
148
） ラ
テ
ン
語
の
ウ
ル
ガ
タ
版
聖
書
の
ラ
テ
ン
語
で
は
貧
し
い（paupertas

）と
あ
る
が
、
新
共
同
訳
で
は「
苦
し
み
」と
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
149
） ON

D
, vol. 2, pp. 690-694 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 2, pp. 604-609.

（
150
） ON

D
, vol. 2, pp. 739-741 ; O

N
D

（
英
訳
）, vol. 2, pp. 674-676.

（
151
） 本
文
で
挙
げ
た
理
由
以
外
の
も
の
を
含
め
、O

N
D

, vol. 2, pp. 774-779 ; O
N

D

（
英
訳
）, vol. 2, pp. 726-732

参
照
。
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第
三
章　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
の
所
有
権
論
、
権
利
論
の
意
義

一　

オ
ッ
カ
ム
は
「
権
利
」
の
概
念
を
創
設
し
た
の
か

（
１
）　

オ
ッ
カ
ム
に
よ
る
「
権
利
」
の
定
義

彼
は
、
以
上
で
見
た
よ
う
に
、
使
用
の
権
利
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
「
外
的
な
物
を
使
用
す
る
合
法
的
な
権
能
（potestas licita

）
で

あ
り
、
自
分
の
過
失
や
合
理
的
理
由
な
し
に
、
自
分
の
意
思
に
反
し
て
奪
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
奪
わ
れ
た
場
合
は
、
奪
っ
た
者
を

法
廷
に
召
喚
で
き
る
」
。
ま
た
、
支
配
権
（
所
有
権
）
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
「
裁
判
所
で
何
ら
か
の
世
俗
の
も
の
に
つ
い
て
要
求
し
た

り
守
っ
た
り
す
る
源
泉
的
な
人
間
の
権
能
（potestas

）
の
こ
と
」
。

そ
う
す
る
と
、
オ
ッ
カ
ム
の
考
え
る
権
利
（ju

s
）
と
は
、
「
法
廷
で
一
定
の
事
柄
を
要
求
で
き
る
、
人
間
の
合
法
的
な
権
能
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
権
利
の
定
義
の
中
に
は
、
「
権
能
」
（potestas
）
と
い
う
要
素
の
ほ
か
に
、
「
法
廷
」
で
「
要
求
」
で
き
る
と
い
う
要
素
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
２
）　

オ
ッ
カ
ム
の
権
利
論
の
革
新
性

こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ッ
カ
ム
以
前
は
、
基
本
的
に
、
ラ
テ
ン
語
のju

s

（
現
在
で
は
、
「
正
」
、
「
法
」
、
「
権
利
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
）
と
は
オ
ッ
カ
ム
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の
言
う
よ
う
な
人
に
属
す
る
合
法
的
権
能
と
い
う
意
味
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
オ
ッ

カ
ム
がju

s
と
い
う
語
を
主
観
的
「
権
利
」
の
意
味
で
使
っ
た
最
初
の
哲
学
者
で
あ
り
、
「
革
新
」
を
な
し
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
指
摘
を
行
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
哲
学
者
ミ
シ
ェ
ル
・
ヴ
ィ
レ
イ
（M
ichel V

illey  

一
九
一
四-

一
九
八
八
年
）
で
あ
る
。
ヴ
ィ
レ
イ
は
こ
の
こ

と
に
関
し
て
、
二
つ
の
主
張
を
し
て
い
る
。

①　

古
典
的
な
ロ
ー
マ
法
で
はjus

と
は
、
各
人
の
持
ち
分
や
各
人
の
地
位
な
ど
の
、
「
各
人
の
も
の
」
の
こ
と
を
意
味
し
、
個
人
に
帰
属
す
る

権
能
と
い
う
意
味
は
な
か
っ
た
。

②　

オ
ッ
カ
ム
がjus

と
い
う
語
を
主
観
的
「
権
利
」
の
意
味
で
使
っ
た
最
初
の
哲
学
者
で
あ
り
革
新
者
で
あ
る
。

彼
は
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
論
証
す
る
。

①
の
主
張
に
関
し
て
。
古
典
的
な
法
学
は
、
関
係
性
か
ら
出
発
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristoteles　

前
三
八
四
‐
前
三
二
二
年
）
は
、
道
徳

的
な
事
柄
も
含
む
一
般
的
正
義
と
、
そ
の
な
か
で
「
外
的
な
財
」
に
か
か
わ
る
特
殊
的
正
義
を
区
別
す
る
。
法
学
が
扱
う
の
は
内
面
の
道
徳
で
は

な
く
、
外
的
な
財
で
あ
る
か
ら
、
法
学
の
対
象
は
、
特
殊
的
正
義
で
あ
る
。
そ
し
て
、
特
殊
的
正
義
（d

ikaiosu
n

ê=
 ju

stitia

）
と
は
、
「
集
団
内

に
お
い
て
、
『
外
的
な
財
』
を
過
不
足
な
く
取
る
と
い
う
徳
」
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
正
（dikaion=

jus

）
と
は
、
特
殊
的
正
義
の
目
的
で
あ
り
、

「
集
団
内
に
お
い
て
、
各
人
が
各
人
の
も
の
を
も
っ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る）

152
（

。
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
方
を
引
き
継
い
で
、
古
典
的
ロ
ー
マ

法
学
で
も
、
例
え
ば
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
（U

lpianus 

一
七
〇
頃
‐
二
二
八
年
）
は
、
「
正
義
（justitia

）
と
は
、
各
人
に
各
人
の
も
の
（jus

）
を
帰
す

恒
常
的
で
永
続
的
な
意
思
で
あ
る
」）

153
（

と
い
う
定
義
を
採
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
正
（ju

s

）
と
は
正
義
の
目
的
で
、
正
し
い
状
態
の
こ
と
で
あ
り
、

人
間
間
の
、
正
当
な
関
係
性
で
あ
る）

154
（

。
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ま
た
、ju

s

の
よ
り
狭
い
語
義
で
は
、ju

s

が
「
各
人
の
も
の
」
、
す
な
わ
ち
、
正
義
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
持
分
と
い
う
意
味
と
な
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
個
人
が
受
け
取
る
地
位
（statut

）
を
示
す
場
合
と
、
個
人
の
持
分
で
あ
る
も
の
（part

）
を
示
す
場
合
が
あ
る）

155
（

。

　

こ
の
各
人
の
も
の
で
あ
るjus

は
、
利
益
の
ほ
か
に
、
不
利
益
や
義
務
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ガ
イ
ウ
ス
（G

aius 

二
世
紀
ご
ろ
）
（D

ig. 

8. 2. 2

）
の
、jus altius tollendi

と
い
う
表
現
を
「
よ
り
高
く
建
て
る
権
能
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、jus

… non extollendi

と
い
う
表
現

を
「
よ
り
高
く
建
て
な
い
権
能
」
と
は
訳
せ
な
い
。
つ
ま
り
、ju

s

を
単
な
る
権
利
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
不
利
益
や
義
務
を
含
む
も
の
と
解

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

156
（

。

　

結
局
、
古
典
的
な
意
味
（
狭
義
）
で
のjus

と
は
、
「
各
人
の
も
の
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
配
分
の
対
象
と
な
る
外
的
な
財
で
あ
り
、
個
人

の
主
観
的
な
権
能
と
い
う
意
味
は
な
い
。 jus
と
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
る）

157
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、ju

s

に
つ
い
て
、
近
世
以
降
で
は
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
馴
染
み
の
と
ら
え
方
が
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

（H
ugo G

rotius 

一
五
八
三-

一
六
四
五
年
）
は
、
「
権
利
（jus

）
と
は
、
何
か
を
正
当
に
保
有
し
あ
る
い
は
行
う
た
め
の
人
格
に
属
す
る
観
念
上
の
資

格
（qualitas m

oralis personae

）
」）

158
（

で
あ
る
と
定
義
し
、
ビ
ュ
ル
ラ
マ
キ
（Jean-Jacques B

urlam
aqui 

一
六
九
四-

一
七
四
八
年
）
は
、
「
権
利
と

は
、
し
ば
し
ば
、
個
人
の
資
格
、
権
能
、
行
動
の
権
力
、
権
限
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
」）

159
（

と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
主
観
的
権
利
の
特
質
と
は
、

主
体
の
権
能
（p

otestas

）
に
法
的
な
お
墨
付
き
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
所
有
権
と
は
、
そ
の
も
の
を
使
用
し
享
有
し
扱
う
権

能
で
、
そ
の
権
能
は
所
有
者
に
与
え
ら
れ
、
法
的
に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
権
利
（jus

）
と
権
能
（potestas

）
と
い
う
概
念

が
結
合
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る）

160
（

。

　

近
世
以
降
の
法
学
で
は
、
権
利
と
は
主
体
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
権
利
と
は
、
主
体
の
資
格
、
権
能
、
権
限
で
あ
り
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
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る
。
そ
し
て
、
こ
の
権
能
は
、
最
初
は
無
制
限
な
も
の
で
、
他
の
人
間
の
権
能
と
競
合
し
て
初
め
て
限
界
が
で
て
く
る
と
い
う
特
性
を
持
つ
）
161
（

。

②
の
主
張
に
関
し
て
。
ロ
ー
マ
時
代
に
も
、
一
般
人
の
用
法
や
文
学
に
お
い
てju
s

と
い
う
言
葉
が
主
観
的
「
権
利
」
の
意
味
で
使
わ
れ
た
か
も

し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
一
般
人
は
、
そ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
、ju

s

と
権
能
（p

otestas

）
を
混
同
し
、ju

s

を
権
能
の
行
使
の
出
発
点
と
と
ら

え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
法
学
の
専
門
家
はju

s

を
そ
の
よ
う
に
は
捉
え
て
い
な
か
っ
た
。
中
世
に
お
い

て
は
、
古
典
的
な
ロ
ー
マ
法
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
た
。
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
は
個
人
の
価
値
を
上
昇
さ
せ
た
。
ま
た
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
と
諸

権
力
の
分
裂
を
背
景
に
、
各
人
は
各
人
の
利
益
を
主
張
す
る
傾
向
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
は
、
教
皇
に
対
す
る
皇
帝
の
権
利
、
臣
民
に
対
す
る
国
王
の

権
利
と
い
っ
た
権
利
の
リ
ス
ト
が
作
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
権
能
と
い
う
意
味
がju

s

と
混
同
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
俗
世
間
の
用
法
で
あ

り
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
場
で
はju

s

に
主
観
的
権
利
と
い
う
意
味
を
も
た
せ
る
よ
う
な
用
法
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
法
学
の
シ
ス
テ
ム
に
主
観
的

権
利
が
取
り
込
ま
れ
る
に
は
、
新
た
な
哲
学
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
オ
ッ
カ
ム
哲
学
で
あ
っ
た）

162
（

。

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
、
「
各
人
の
も
の
」
を
示
す
は
ず
のju

s

と
い
う
言
葉
が
、
右
で
も
触
れ
た
が
、
な
ぜ
主
観
的
権
利
と
い
う
意
味
を
も
持

つ
傾
向
が
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。ju

s

に
も
と
も
と
権
利
と
い
う
意
味
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、ju

s

を
持
っ
て
い
る
人
は
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
他
者

に
何
か
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
のju

s

と
い
う
言
葉
は
、
他
者
へ
の
要
求
権
や
請
求
権
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
要
求
や
請
求
自
体
は
当
然
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
ヴ
ィ
レ
イ
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
人
が
、
訴
訟
を

起
こ
す
と
き
は
、ju

s

に
基
づ
い
て
行
う
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
、
そ
の
訴
訟
の
根
拠
と
な
るju

s

と
い
う
語
は
、
客
観
的
と
も
主
観
的
と
も

と
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
、ju

s

に
主
観
的
な
意
味
を
も
た
ら
し
た
要
因
で
あ
る）

163
（

。
お
そ
ら
く
、
本
来
客
観
的
な
持
ち
分
を
示
すju

s

と
い
う
言

葉
に
主
観
的
権
利
と
い
う
意
味
が
混
入
さ
れ
る
根
本
的
な
要
因
は
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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も
っ
と
も
、
以
上
の
ヴ
ィ
レ
イ
の
見
解
②
に
対
し
て
は
、
か
な
り
強
力
な
異
議
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
批
判
論
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る

テ
ィ
ア
ニ
ー
（B

rian
 T

iern
ey 

一
九
二
二
年
‐
）
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
場
で
も
、
オ
ッ
カ
ム
以
前
に
他
の
法

学
者
が
オ
ッ
カ
ム
の
い
う
よ
う
な
権
利
の
意
味
で
、ju

s

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
オ
ッ
カ
ム
が
革
新
者
で
あ
る
と
は
い
え
な
い

と
い
う
の
で
あ
る）

164
（

。
こ
れ
に
つ
き
彼
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

例
え
ば
、
清
貧
論
争
で
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
と
対
立
す
る
立
場
だ
っ
た
ド
ミ
ニ
コ
会
会
士
の
ヘ
ル
ヴ
ェ
ウ
ス
・
ナ
タ
ー
リ
ス
（H

ervaeu
s 

N
atalis 

一
二
五
〇
ま
た
は
六
〇
‐
一
三
二
三
年
）
は
、
オ
ッ
カ
ム
が
清
貧
論
争
に
参
加
す
る
約
一
〇
年
前
に
、ju

s

を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た）

165
（

。
「
所

有
者
の
譲
与
に
よ
り
、
人
は
使
用
の
合
法
的
な
権
能
を
も
つ
。
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
権
利
（ju

s

）
と
呼
ぶ
」
。
「
支
配
権
、
権
利
（ju

s

）
、
所

有
権
は
、
ど
れ
も
権
能
（p

otestas

）
を
含
む
」
。
「
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
権
利
（ju

s

）
は
、
使
用
の
合
法
的
権
能
（p

otestas

）
で
あ
る
」
。

こ
こ
で
、
権
利
（jus

）
が
権
能
（potestas
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
が
、
オ
ッ
カ
ム
の
権
利
の
定
義
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
し
、

オ
ッ
カ
ム
が
ナ
タ
ー
リ
ス
の
著
作
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
は
相
当
高
い
。
そ
し
て
、
彼
は
ト
ミ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
オ
ッ
カ
ム
の
よ
う
な
ノ
ミ
ナ
リ

ス
ト
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
る）

166
（

。

他
に
も
、
当
時
反
教
権
主
義
を
唱
え
て
い
た
、
パ
ド
ヴ
ァ
の
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
（M

arsiliu
s 

一
二
七
五
ま
た
は
八
〇
‐
一
三
四
二
ま
た
は
四
三
年
）
は
、

一
三
二
四
年
に
完
成
し
た
『
平
和
の
擁
護
論
』
（D

efensor P
acis

）
に
お
い
て
、jus

に
つ
き
、
す
で
に
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
「
そ
れ
の

一
つ
の
意
味
に
お
い
て
、jus

と
は
法
律
の
こ
と
で
あ
る
」
。
「
二
番
目
に
、jus

と
は
、
第
一
の
意
味
のjus

に
適
合
し
て
い
る
、
す
べ
て
の
意
思
的

な
人
間
の
行
為
、
権
能
（potestas

）
、
ま
た
は
習
慣
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
、jus

の
意
味
を
客
観
的
な
法
律
と
主
観
的
権
利
に
区
別
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
はjus

の
主
観
的
権
利
の
意
味
に
お
い
て
、
権
利
は
、
人
の
権
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る）

167
（

。
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ま
た
、
テ
ィ
ア
ニ
ー
は
、
一
二
世
紀
以
降
の
カ
ノ
ニ
ス
ト
の
論
述
や
、
オ
ッ
カ
ム
登
場
以
前
の
清
貧
論
争
に
お
い
て
、
す
で
にju

s

と
い
う
言
葉

が
主
観
的
権
利
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る）

168
（

。
実
際
、
先
に
論
じ
た
オ
ッ
カ
ム
登
場
以
前
の
清
貧
論
争
に
お
い
て
、ju

s

と
い
う
語

を
「
権
利
」
の
意
味
で
使
用
し
て
い
る
と
取
っ
た
方
が
合
理
的
と
思
わ
れ
る
例
が
あ
り
、
本
稿
で
も
そ
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。
特
に
、
教
令E

xiit 

qui sem
inat

に
お
い
て
、
取
り
消
し
う
る
許
可
と
い
う
発
想
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
取
り
消
し
う
る
許
可
に
よ
る
使
用
と
い
う

概
念
は
、
オ
ッ
カ
ム
的
な
権
利
と
の
区
別
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
オ
ッ
カ
ム
がju

s

と
い
う
言
葉
を
権
利
の
意
味
で
使
っ
た
最
初
の
人
物
で
あ
る
と
か
、
権
利
概
念
を
創
造
し
た
人
物

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
が
、
権
利
は
権
能
で
あ
る
、
と
単
に
言
う
に
止
ま
ら
ず
、
法
廷
で
要
求

で
き
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
点
に
は
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
が
少
な
く
と
も
主
観
的
権
利
理
論
を
近
代
に
橋
渡
し

し
た
重
要
な
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
だ
ろ
う）

169
（

。

一
方
で
、
古
典
期
の
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
、ju

s
が
「
各
人
の
も
の
」
と
い
う
客
観
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
ヴ
ィ
レ
イ
の
主
張
①
は
、
相
当

説
得
的
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
３
）　

オ
ッ
カ
ム
の
法
理
論
の
革
新
性

そ
れ
で
は
、
オ
ッ
カ
ム
の
法
理
論
に
は
、
ヴ
ィ
レ
イ
の
い
う
よ
う
な
革
新
の
意
味
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
権
利
概
念
だ
け
に
注
目
す
る
な
ら
、
オ
ッ
カ
ム
が
革
新
者
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
」

「
権
利
」
「
法
実
証
主
義
」
と
い
う
三
つ
が
セ
ッ
ト
に
な
り
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
オ
ッ
カ
ム
の
革
新
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
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方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
う
ち
、
オ
ッ
カ
ム
の
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
見
方
に
よ
る
と
、
世
界
に
は
個
別
の
も
の
し

か
存
在
し
な
い
。
例
え
ば
、
具
体
的
な
こ
の
人
と
か
あ
の
人
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
人
間
一
般
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
。
人
間
と
い
っ
た
普
遍
的
な
も
の
は
記
号
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
記
号
は
個
別
の
も
の
の
類
似
性
や
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ト
マ
ス
は
、
個
体
の
存
在
の
他
に
、
人
間
、
動
物
と
い
っ
た
も
の
を
第
二
の
実
体
と
し
て
み
と
め
た
。

そ
れ
は
、
例
え
ば
人
間
に
は
共
通
の
本
性
（
形
相
）
が
存
在
す
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
。
そ
う
す
る
と
、
世
界
は
無
秩
序
な
も
の
で
は
な
く
、
個

体
を
規
制
す
る
形
相
因
に
よ
っ
て
自
然
的
な
秩
序
が
生
じ
、
そ
こ
か
ら
、
古
典
的
な
自
然
法
も
引
き
出
さ
れ
る）

170
（

。

ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
個
別
の
も
の
し
か
認
め
な
い
の
で
、
古
典
的
な
自
然
法
と
い
う
も
の
を
承
認
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
ノ
ミ

ナ
リ
ズ
ム
は
、
個
体
し
か
認
め
な
い
の
で
、
各
人
が
個
別
に
「
権
利
」
を
も
つ
と
い
う
考
え
方
に
親
和
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
権
利
」
の
考
え
は
、

ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
で
な
く
と
も
論
理
的
に
は
採
用
可
能
で
は
あ
る
け
れ
ど
も）

171
（

、
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
が
権
利
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
結
び
つ
き
や
す
い
と
は
い
え

る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
彼
の
法
実
証
主
義
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
ご
く
簡
単
に
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
彼
の
採
用
す
る
ノ

ミ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
、
古
典
的
自
然
法
の
考
え
は
否
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
実
在
す
る
も
の
は
個
体
し
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
法
も
結
局
、
神
の
意

思
か
個
人
の
意
思
か
ら
発
生
す
る
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
彼
に
よ
る
と
、
人
民
が
同
意
し
た
権
力
者
が
法
を
作
る
こ
と
に
な
り
、
権
力
者
が
各
人

の
権
利
の
内
容
と
限
界
を
定
め
る
こ
と
に
な
る）

172
（

。

こ
う
し
て
み
る
と
、
オ
ッ
カ
ム
の
思
考
の
中
で
、
「
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
」
「
権
利
」
「
法
実
証
主
義
」
は
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
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八

そ
し
て
、
翻
っ
て
近
現
代
の
法
理
論
な
い
し
法
律
家
の
明
示
的
・
暗
黙
的
な
思
考
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
観
察
す
る
と
ど
う
か
。
主
観
的
「
権
利
」
と

い
う
概
念
が
近
現
代
の
法
理
論
の
中
心
的
概
念
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
個
人
こ
そ
が
、
権
利
の
主
体
で
あ
り
利
益
を
帰
さ
れ
る

中
心
で
あ
る
と
い
う
個
人
主
義
的
、
あ
る
い
は
利
己
的
な
思
想
が
法
学
の
世
界
を
広
く
支
配
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
一
方
、

社
会
の
中
に
あ
る
自
然
的
、
慣
習
的
秩
序
と
か
、
人
間
間
の
関
係
性
か
ら
法
学
の
議
論
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
希
薄
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
否
め
な
い
。
こ
こ
に
ヴ
ィ
レ
イ
が
い
う
よ
う
な
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
に
法
学
が
暗
黙
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら

に
、
現
代
の
法
学
者
は
、
通
常
、
制
定
法
を
主
要
な
法
源
と
し
て
扱
う
。
も
ち
ろ
ん
法
解
釈
の
実
践
の
中
で
、
そ
の
他
の
法
源
が
参
照
さ
れ
る
こ
と

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
も
す
れ
ば
、
権
力
者
の
作
っ
た
制
定
法
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
、
そ
の
制
定
法
を
他
の
法
源
・
正
義
に
よ
っ
て
制
約
し
て
い

こ
う
と
い
う
意
識
が
薄
ら
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
立
法
者
も
、
社
会
的
な
正
義
を
顧
慮
せ
ず
、
自
ら
あ
る
い
は
一
部
の

利
益
集
団
に
都
合
の
よ
い
法
律
を
一
方
的
に
制
定
す
る
と
い
う
事
態
が
し
ば
し
ば
発
生
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
代
の
法
学

の
な
か
に
オ
ッ
カ
ム
的
な
三
要
素
を
か
な
り
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
、
オ
ッ
カ
ム
的
シ
ス
テ
ム
化
を
革
新
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、

現
代
法
学
に
、
オ
ッ
カ
ム
に
よ
っ
て
革
新
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
が
相
当
浸
透
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

二　

オ
ッ
カ
ム
の
原
罪
前
と
原
罪
後
の
区
別

オ
ッ
カ
ム
は
、
原
罪
前
の
世
界
と
原
罪
後
の
世
界
と
を
区
別
（
所
有
に
関
し
て
は
正
確
に
は
三
段
階
の
区
別
）
し
て
、
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
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う
に
、
原
始
状
態
と
い
う
も
の
を
想
定
し
、
そ
れ
に
訴
え
る
議
論
の
仕
方
と
い
う
も
の
は
、
西
洋
で
は
伝
統
的
に
広
く
行
わ
れ
て
い
る
方
法
で
あ
る
。

例
え
ば
、
近
世
・
近
代
自
然
法
学
で
は
、
自
然
状
態
と
社
会
契
約
後
の
世
界
を
区
別
し
て
議
論
し
て
い
る
も
の
が
多
く
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で

あ
る
し
、
現
代
で
も
、
例
え
ば
ロ
ー
ル
ズ
（John R

aw
ls 

一
九
二
一
‐
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
が
似
た
よ
う
な
手
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法

は
、
原
始
状
態
で
は
、
人
間
は
純
粋
な
存
在
で
あ
り
、
本
来
の
本
性
が
発
動
さ
れ
る
と
想
定
で
き
る
と
い
う
点
で
、
議
論
の
構
成
上
何
ら
か
の
メ
リ

ッ
ト
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
オ
ッ
カ
ム
の
よ
う
な
原
罪
前
の
世
界
と
そ
れ
以
降
の
区
別
と
い
う
手
法
が
、
近
世
・
近
代

自
然
法
学
の
議
論
の
仕
方
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
も
興
味
深
い

）
173
（

。

三　

私
有
の
必
要
性
・
正
当
性
に
つ
い
て

オ
ッ
カ
ム
が
論
じ
た
私
有
化
の
必
要
性
・
正
当
性
と
い
う
論
点
は
、
オ
ッ
カ
ム
以
前
で
も
、
あ
る
い
は
現
代
で
も
議
論
さ
れ
る
価
値
の
あ
る
問

題
で
あ
る
。
な
ぜ
、
排
他
的
な
私
有
が
必
要
な
の
か
、
ど
の
よ
う
に
私
有
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
オ
ッ
カ
ム
以
前
か
ら
議
論
さ

れ
て
い
た
。

ロ
ー
マ
法
学
で
は
、
原
始
取
得
の
正
当
性
や
、
私
的
所
有
が
自
然
的
に
存
在
す
る
の
か
人
間
の
合
意
に
よ
っ
て
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
す
で

に
扱
わ
れ
て
い
た）

174
（

。

カ
ノ
ン
法
学
で
は
、
私
的
所
有
の
問
題
が
、
一
一
四
〇
年
頃
編
集
さ
れ
た
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
法
令
集
（D

ecretu
m

 G
ratian

i

）
の
解
釈
を
巡
っ

て
相
当
論
争
さ
れ
た
。
特
に
、
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
法
令
集
の
中
の
、Q

ue iure

（D
ist. 8 c.1

）
と
称
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
とD

ilectissim
is

（C
. 12 q. 
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1 c. 2
）
と
称
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
い
う
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
問
題
と
な
っ
た
。
前
者
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（A

u
reliu

s A
u

gu
stin

u
s 

三
五
四
‐

四
三
〇
年
）
の
言
葉
を
引
用
す
る
も
の
で
、
所
有
が
人
定
法
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
後
者
は
、
偽
イ
シ
ド
ル
ス
の
言
葉
を
引

用
す
る
も
の
で
、
す
べ
て
の
も
の
の
使
用
は
共
同
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
不
正
に
よ
っ
て
、
人
は
こ
れ
を
自
分
の
も
の
だ
と
い
う
よ
う
に

な
っ
た
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る）

175
（

。

特
に
、
こ
の
法
令
集
の
注
解
を
し
た
こ
と
で
広
い
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
ウ
グ
ッ
チ
ョ
（H

uguccio

一
二
世
紀
前
半
‐
一
二
一
〇
年
）
は
、
所

有
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。D

ilectissim
is

の
な
か
の
、
「
不
正
」
と
い
う
言
葉
は
、
原
始
取
得
が
不
正
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意

味
で
は
な
く
、
原
罪
に
よ
る
人
間
本
性
の
腐
敗
と
い
う
「
不
正
」
に
よ
っ
て
所
有
と
い
う
制
度
が
必
要
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
無
原
罪
の
状

態
で
は
、
理
性
は
共
同
所
有
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
原
罪
後
の
罪
深
い
人
間
性
の
状
況
の
下
で
は
、
理
性
は
個
人
私
有
を
必
要
な
も
の
と

し
て
い
る
。
原
始
取
得
に
関
し
て
は
、
誰
に
も
属
さ
な
い
も
の
は
、
占
有
者
に
与
え
ら
れ
る
と
理
性
は
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
所
有

は
自
然
法
（
理
性
）
に
よ
っ
て
存
在
し
う
る
が
、
人
定
法
の
み
が
そ
の
所
有
に
関
す
る
、
購
入
、
交
換
、
相
続
、
時
効
取
得
な
ど
の
様
々
な
方
式
を

適
切
に
決
定
す
る）

176
（

。
オ
ッ
カ
ム
の
所
有
権
論
が
、
以
上
の
ウ
グ
ッ
チ
ョ
の
議
論
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る）

177
（

。
ウ
グ
ッ
チ
ョ
の
学
説
あ

る
い
は
彼
の
考
え
に
近
い
カ
ノ
ン
法
学
者
な
ど
の
学
説
が
オ
ッ
カ
ム
に
相
当
影
響
を
与
え
た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
清
貧
論
争
の
過
程
に
お
い
て
の
、
す
で
に
触
れ
た
ボ
ナ
グ
ラ
テ
ィ
ア
や
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
の
所
有
に
関
す
る
議

論
が
オ
ッ
カ
ム
の
議
論
に
何
ら
か
の
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
思
わ
れ
る）

178
（

。

一
方
、
特
に
近
世
以
降
、
所
有
権
論
が
中
心
的
な
問
題
の
一
つ
に
な
っ
た
と
き
、
オ
ッ
カ
ム
を
含
め
た
中
世
の
清
貧
論
争
が
近
世
・
近
代
の
議

論
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
教
令E

xiit qui sem
inat

を
参
照
し
、
人
類
の
初
期
（
原
罪
の
前
）
に
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九
一

お
い
て
は
、
支
配
（d

om
in

iu
m

）
と
は
正
当
に
共
通
の
も
の
を
使
用
す
る
能
力
で
あ
り
、
こ
れ
を
ス
コ
ラ
哲
学
者
は
法
的
で
な
い
使
用
（
事
実
上
の

使
用
）
と
み
て
い
た
、
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
二
二
世
の
教
令
を
参
照
し
、
費
消
財
に
つ
い
て
、
所
有
権
は
使
用
と
分
離
で
き
な
い

と
主
張
し
た）

179
（

。
ほ
か
に
も
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
（S

am
u

el P
u

fen
d

orf 

一
六
三
二
‐
一
六
九
四
年
）
は
、
原
初
に
は
個
別
所
有
は
存
在
せ
ず
、
人
類

共
通
の
も
の
だ
っ
た
が
、
人
間
間
の
合
意
に
よ
り
個
別
の
所
有
へ
と
移
行
し
た
こ
と
や
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
引
用
し
な
が
ら
、
争
い
を
避
け
、
よ

り
大
き
な
利
益
を
得
る
た
め
に
は
共
有
よ
り
個
別
所
有
の
方
が
優
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
論
じ
て
い）

180
（

る
）
181
（

。
ま
た
、
ロ
ッ
ク
（John L

ocke 

一
六
三
二

‐
一
七
〇
四
年
）
の
労
働
に
よ
る
所
有
権
の
獲
得
と
い
う
議
論
も
、
中
世
に
す
で
に
似
た
よ
う
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
示
さ
れ
て
い
る）

182
（

。

も
っ
と
も
、
近
世
・
近
代
の
思
想
家
に
オ
ッ
カ
ム
や
彼
と
同
時
代
の
思
想
が
直
接
的
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
よ
り
は
、
ス
ア
レ
ス

（F
rancisco de Suárez 

一
五
四
八
‐
一
六
一
九
年
）
な
ど
の
一
六
世
紀
の
思
想
家
を
経
由
し
て
近
世
・
近
代
に
影
響
を
与
え
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る）

183
（

。

実
は
、
こ
の
よ
う
な
私
有
化
や
私
有
の
必
要
性
に
関
す
る
議
論
は
、
わ
が
国
の
法
学
に
も
無
関
係
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
最
高
裁
判
所
大
法
廷

一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
四
月
二
二
日
判
決
（
森
林
法
判
決
）
）
184
（

に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
共
有
と
は
、
複
数
の
者
が
目
的
物
を
共
同
し
て
所
有
す
る
こ
と
を
い
い
、
共
有
者
は
各
自
、
そ
れ
自
体
所
有
権
の
性
質
を
も
つ
持
分
権
を
有

し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
共
有
関
係
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
れ
以
上
に
相
互
に
特
定
の
目
的
の
下
に
結
合
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
共
有
の
場
合

0

0

0

0

0

に
あ
つ
て
は
、
持
分
権
が
共
有
の
性
質
上
互
い
に
制
約
し
合
う
関
係
に
立
つ
た
め
、
単
独
所
有
の
場
合
に
比

し
、
物
の
利
用
又
は
改
善
等

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に0

お
い
て
十
分
配
慮
さ
れ
な
い
状
態

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
お
か
れ
る
こ
と
が
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ま
た

0

0

、
共
有
者
間
に
共
有
物
の
管
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
変
更
等
を
め

0

0

0

0

0

ぐ
つ
て

0

0

0

、
意
見
の
対
立

0

0

0

0

0

、
紛
争
が
生
じ
や
す
く

0

0

0

0

0

0

0

0

、
い
つ
た
ん
か
か
る
意
見
の
対
立

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
紛
争
が
生
じ
た
と
き
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
共
有
物
の
管
理

0

0

0

0

0

0

、
変
更
等
に
障
害
を

0

0

0

0

0

0

0

来
し

0

0

、
物
の
経
済
的
価
値
が
十
分
に
実
現
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
事
態
と
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
、
同
条
は
、
か
か
る
弊
害
を
除
去
し
、
共
有
者
に
目
的
物
を
自
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由
に
支
配
さ
せ
、
そ
の
経
済
的
効
用
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
各
共
有
者
は
い
つ
で
も
共
有
物
の
分
割
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

し
か
も
共
有
者
の
締
結
す
る
共
有
物
の
不
分
割
契
約
に
つ
い
て
期
間
の
制
限
を
設
け
、
不
分
割
契
約
は
右
制
限
を
超
え
て
は
効
力
を
有
し
な
い
と
し

て
、
共
有
者
に
共
有
物
の
分
割
請
求
権
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
共
有
物
分
割
請
求
権
は
、
各
共
有
者
に
近
代
市
民
社
会
に
お

け
る
原
則
的
所
有
形
態
で
あ
る
単
独
所
有
へ
の
移
行
を
可
能
な
ら
し
め
、
右
の
よ
う
な
公
益
的
目
的
を
も
果
た
す
も
の
と
し
て
発
展
し
た
権
利
で
あ

り
、
共
有
の
本
質
的
属
性
と
し
て
、
持
分
権
の
処
分
の
自
由
と
と
も
に
、
民
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
」
（
傍
点
引
用
者
）
。

　

最
高
裁
の
判
事
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
学
説
・
資
料
を
参
照
し
て
こ
の
よ
う
な
記
述
を
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
内
容
を
み
る
と
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
か
ら
オ
ッ
カ
ム
に
至
る
議
論
の
中
の
、
堕
落
し
た
人
間
は
共
有
物
を
軽
視
す
る
と
い
う
見
方
に
か
な
り
近
い
も
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
私
有
の
必
要
性
や
正
当
性
の
問
題
は
い
ま
だ
に
議
論
す
る
余
地
が
あ
る
も
の
と
い
え
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

（
152
） Villey, P

hilososhie

（
略
記
表
参
照
）, pp. 49-51.

（
153
） Dig. 1. 1. 10.

（
154
） Villey, L

es origines

（
略
記
表
参
照
）, pp. 232-233 ; V

illey, L
a form

ation, p. 243.

（
155
） Villey, L

a form
ation, pp. 243-244, 247.

（
156
） Villey, L

es institutes

（
略
記
表
参
照
）, p. 182 ; V

illey, L
es origines, p. 231. 

（
157
） Villey, L

a form
ation, p. 244.

（
158
） Hugo G

rotius, D
e iu

re belli a
c p

a
cis, L

. 1, cap. 1, Ⅳ
., Scientia V

erlag A
alen, 1993, p. 31. 

（
159
） Jean-Jacques B

urlam
aqui, P

rin
cip

es d
u

 d
roit n

a
tu

rel, É
dition Janet et C

otelle, 1821, p. 68.

（
160
） Villey, L

es origines, pp. 221-227 ; V
illey, L

a form
ation, p. 242.

（
161
） Villey, L

a form
ation, p. 244.

（
162
） Villey, L

a form
ation, pp. 248-251 ; V

illey, L
es origines, pp. 233, 238-240.
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（
163
） Villey, L

es origins, p. 239 note 2.

（
164
） Tierney, T

he B
eginning

（
略
記
表
参
照
）, p. 93 ; T

ierney, L
anguages, p. 105.

（
165
） Tierney, L

anguages, p. 105.

（
166
） Tierney, L

anguages, pp.107-108.

（
167
） Tierney, L

anguages, pp. 108-113.

（
168
） Tierney, V

illey, O
ckham

（
略
記
表
参
照
）, pp. 34-42.

（
169
） Cf. T

ierney, V
illey, O

ckham
, p. 34.

（
170
） Cf. V

illey, L
a form

ation, pp. 224-227.

（
171
） テ
ィ
ア
ニ
ー
は
、
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
と
主
観
的
権
利
の
間
に
は
必
然
的
な
関
係
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
。―T

ierney, V
illey, O

ckham
, pp. 31-32 ; T

he beginning, p. 97 ; 

P
ostscript

（
略
記
表
参
照
）, pp. 196-197.

（
172
） Cf. V

illey, L
a form

ation, pp. 234-240, 264-266.

（
173
） Cf. T

ierney, P
roperty, pp. 133-135.

（
174
） Cf. T

ierney, P
roperty, pp. 135-137.

（
175
） Tierney, P

roperty, pp. 139-140.

（
176
） Tierney, P

roperty, pp. 141-143.

（
177
） Cf. O

N
D

, vol. 2, pp. 668-670 ; O
N

D

（
英
訳
）, vol. 2, pp. 573-575 ; T

ierney, P
roperty, p. 167.

（
178
） Cf. T

ierney, P
roperty, pp. 148-157.

（
179
） Hvgonis G

rotii(H
ugo G

rotius), M
a

re L
ibervm

(T
h

e F
reed

om
 of T

h
e S

ea
s), trans. R

alph V
an D

em
an M

agoffin, O
xford U

niversity P
ress, 1916, pp. 22-

24.

（
180
） Sam

uel P
ufendorf, D

e ju
re n

a
tu

ra
e et gen

tiu
m

 libri octo, trans. C
. H

. O
ldfather and W

. A
. O

ldfather, T
he C

larendon P
ress, 1934, pp. 536-541.

（
181
） Cf. T

ierney, P
roperty, pp. 132, 167-168.

（
182
） テ
ィ
ア
ニ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
ウ
グ
ッ
チ
ョ
や
パ
リ
の
ヨ
ア
ン
ネ
ス（Io

an
n

es

一
二
五
五
頃-

一
三
〇
六
年
）の
議
論
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。―

T
ierney, P

roperty, pp. 143, 147.
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（
183
） Tierney, P

roperty, p. 168.

（
184
） 民
集
四
一
巻
三
号
四
〇
八
頁
。

お
わ
り
に

以
上
、
オ
ッ
カ
ム
の
所
有
権
論
、
権
利
論
を
考
察
し
て
き
た
。
最
後
に
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
に
つ
い
て
論
じ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
そ
も
そ
も
オ
ッ
カ
ム
は
、
な
ぜ
新
た
に
主
観
的
「
権
利
」
概
念
を
必
要
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
財
の
所
有
を
し
て

お
ら
ず
、
事
実
上
の
使
用
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
も
し
、
事
実
上
の
使
用
と
所
有
・
用
益
等
と
の
区
別
を
古
典
的ju

s

の
概

念
で
説
明
で
き
る
な
ら
、
新
た
に
権
利
概
念
を
創
設
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
古
典
的ju

s

と
は
客
観
的
な
「
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
に
はju

s

の
主
体
が
裁
判
で
「
要
求
」
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
要
素
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
恩
恵
（
取
り
消
し
う
る
許
可
）
に
よ

り
与
え
ら
れ
た
も
の
も
、
通
常
の
取
引
や
取
り
消
し
で
き
な
い
許
可
等
で
取
得
し
た
り
与
え
ら
れ
た
も
の
も
、
そ
の
人
の
正
当
な
持
ち
分
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
古
典
的ju

s

の
観
点
か
ら
す
る
と
、
裁
判
で
主
張
・
要
求
で
き
る
よ
う
な
所
有
・
用
益
等
を
し
て
い
る
の
か
、

裁
判
で
は
主
張
・
要
求
で
き
な
い
事
実
上
の
使
用
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
概
念
上
の
区
別
が
困
難
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
オ
ッ
カ

ム
は
新
た
に
権
利
概
念
を
導
入
し
、
恩
恵
と
権
利
を
区
別
し
て
（
第
二
章
三
（
１
）
参
照
）
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
裁
判
で
主
張
・
要
求
で
き
る
よ
う

な
権
利
を
も
っ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
所
有
権
等
を
有
し
て
い
な
い
と
説
明
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
も
と
も
と
権
利
概
念
は
オ
ッ

カ
ム
の
創
作
で
は
な
く
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
概
念
を
オ
ッ
カ
ム
が
利
用
し
た
だ
け
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
特
別
、
古
典
的ju

s

と
対
比
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す
る
必
要
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
稿
で
は
、
主
観
的
「
権
利
」
の
概
念
が
古
典
的ju

s

と
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
主
観
的
権
利
の
創
設
自
体
有
益
な

こ
と
な
の
か
そ
う
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ヴ
ィ
レ
イ
は
、
主
観
的
権
利
の
概
念
は
、
人
間
の
関
係
性
や
社
会

に
お
け
る
正
義
や
自
然
的
秩
序
を
軽
視
し
、
個
人
の
利
益
に
焦
点
を
あ
て
る
も
の
で
あ
り
、
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
一
方
、
権
利
概
念

を
使
っ
て
も
、
実
践
的
な
法
解
釈
に
お
い
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
一
方
の
権
利
と
他
方
の
権
利
が
調
整
さ
れ
、
社
会
的
に
も
妥
当
な
解
決
に
導
か

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
特
段
問
題
は
な
い
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
ま
た
、
現
代
人
は
す
っ
か
り
そ
の
思
考
方
法
に
馴
染
ん
で
い
る
し
、
権
利
概
念
に

基
づ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
上
の
工
夫
や
理
論
を
編
み
出
し
て
い
る
の
で
、
い
ま
さ
ら
変
更
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
も
で
き

る
だ
ろ
う）

185
（

。
ま
た
、ju

s

が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
帰
属
主
体
が
自
分
の
意
思
に
よ
っ
て
他
人
に
要
求
等
を
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
な
こ
と
で

あ
る
し）

186
（

、
権
利
概
念
自
体
は
使
い
よ
う
に
よ
っ
て
は
便
利
な
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
レ
イ
は
、
そ
も
そ

も
権
利
概
念
の
存
在
自
体
が
悪
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
関
係
性
や
自
然
的
な
社
会
的
秩
序
を
軽
視
す
る
個
人
中
心
の
権
利
論
を
批

判
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
言
え
そ
う
な
こ
と
は
、
権
利
概
念
の
歴
史
的
経
緯
を
確
認
し
た
上
、
改
め
て
、
そ
の
内
容
・
機
能
を
整
理
し
、
そ
の
必

要
性
・
妥
当
性
、
あ
る
い
は
そ
の
使
用
の
仕
方
を
反
省
す
る
と
い
う
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
オ
ッ
カ
ム
の
権
利
論
は
、
近
世
か
ら
近
現
代
の
自
然
法
論
あ
る
い
は
人
権
論
と
い
か
な
る
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
こ
の

問
題
を
考
察
す
る
前
に
、
オ
ッ
カ
ム
の
自
然
法
論
と
統
治
シ
ス
テ
ム
論
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
オ
ッ
カ
ム
の
議
論
と
比
較

し
、
そ
れ
と
の
関
係
を
考
察
す
る
た
め
に
は
近
世
・
近
現
代
の
自
然
法
論
あ
る
い
は
人
権
論
の
内
容
を
分
析
す
る
必
要
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
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（
185
） 

参
照
、
長
谷
部
恭
男
「
法
・
権
利
・
財
産
―
ミ
シ
ェ
ル
・
ヴ
ィ
レ
イ
の
法
思
想
に
関
す
る
覚
書
」
（
『
憲
法
の
円
環
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
五
二
‐

五
四
頁
。

（
186
） 

参
照
、
水
波
朗
「
ミ
シ
ェ
ル
・
ヴ
ィ
レ
イ
の
法
思
想
（
一
）
（
二
・
完
）
」
法
政
研
究
四
四
巻
二
号
（
一
九
七
七
年
）
一
五
一
頁
以
下
、
四
四
巻
三
号
（
一
九
七
八

年
）
四
〇
七
頁
以
下
、
特
に
四
三
〇
頁
。

　
　

略
記
表

B
F

 =
 B

u
lla

riu
m

 F
ra

n
cisca

n
u

m
, ed. J. H

. Sbaralea, t. 1(1759), t. 2(1761), t. 3(1765) , t. 4(1768), ed. C
. E

ubel, t. 5(1898).

B
onaventura =

  B
onaventura, D

efense of the M
andicants 

―A
pologia pauperum

, in T
h

e W
orks of B

on
a

ven
tu

re IV
, trans. José de 

B
onaventura =

  V
inck, St. A

nthony G
uild P

ress, 1966.

D
ig. =

 D
igesta in C

orp
u

s Iu
ris C

ivilis, vol. 1, ed. T
heodor M

om
m

sen, P
aul K

rueger, W
eidm

ann, 1872. 

な
お
、
英
訳
と
し
て
、T

h
e 

D
ig. =

 D
igest of Ju

stin
ia

n
, vol. 1, vol. 2, vol. 3, vol. 4, trans. A

lan W
atson, U

niversity of P
ennsylvania P

ress, 1998.

H
uber =

 R
aphael M

. H
uber, O

. F. M
. C

onv., A
 D

ocu
m

en
ted

 H
istory of th

e F
ra

n
cisca

n
 O

rd
er 1182-151 7, P

art 1, P
art 2, 1944.

Instit. =
 Institutiones in C

orp
u

s Iu
ris C

ivilis, vol. 1, ed. T
heodor M

om
m

sen, P
aul K

rueger, W
eidm

ann, 1872. 

な
お
、
英
訳
と
し
て
、
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Instit. =
 Ju

stin
ia

n’s  In
stitu

tes, trans. P
eter B

irks and G
rant M

cL
eod, C

ornell U
niversity P

ress, 1987.

L
am

bert =
 M

alcolm
 D

. L
am

bert, F
ra

n
cisca

n
 P

overty, T
he F

ranciscan Institute, 1998.

M
äkinen =

  V
irpi M

äkinen, P
rop

erty R
igh

ts in
 th

e L
a

te M
ed

ieva
l D

iscu
ssion

 on
 F

ra
n

cisca
n

 P
overty, P

eeters, 2001.

川
下 =

 

川
下
勝
『
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
』
（
聖
母
の
騎
士
社
、
一
九
八
八
年
）

（W
illiam

 of O
ckham

の
著
作
）　

B
rev. =

 G
uillelm

i de O
ckham

, B
reviloquium

 de principatu tyrannico, in O
p

era
 p

olitica
, vol. 4, ed. H

. S. O
ffler, O

xford U
niversity 

B
rev. =

 P
ress, 1997.

B
rev.

（
英
訳
） =

 W
illiam

 of O
ckh

am
, A

 S
h

ort D
iscou

rse on
 th

e T
y

ra
n

n
ica

l G
overn

m
en

t, tran
s. Joh

n
 K

ilcu
llen

, C
am

brid
ge 　

B
rev.

（
英
訳
） =

 U
niversity P

ress, 1992.

B
rev.

（
仏
訳
） =

 G
uillaum

e d’O
ckham

, C
ou

rt tra
ité d

u
 p

ou
voir tyra

n
n

iqu
e, T

raduction par Jean-F
abien Spitz, P

resses         　
　

B
rev.

（
仏
訳
） =

 U
niversitaires de F

rance, 1999.

O
N

D
 =

 G
uillelm

i de O
ckham

, O
pus nonaginta dierum

, in O
p

era
 p

olitica
, vol. 1, vol. 2, ed. H

. S. O
ffler, M

anchester U
niversity P

ress, 

O
N

D
 =

 1974, 1963.

O
N

D

（
英
訳
） =

 A
 Tra

n
sla

tion
 of W

illa
m

 of O
ckh

a
m
’s W

ork of N
in

ety D
a

ys, vol. 1, vol. 2, trans. John K
ilcullen and John Scott, 

O
N

D

（
英
訳
） =

 T
he E

dw
in M

ellen P
ress, 2001.
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e Id
ea

 of N
a

tu
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l R
igh

ts, W
illian B

. E
erdm

ans P
ublishing C

om
pany, 2001

所
収
の
著
作
）

T
ierney, P

roperty =
 B

rian T
ierney, P

roperty, N
atural R

ights, and the State of N
ature.

T
ierney, V

illey, O
ckham

 =
 B

rian T
ierney, V

illey, O
ckham

 and the O
rigin of Individual R

ights. 

T
ierney, T

he B
eginning =

 B
rian T

ierney, T
he B

eginning of the D
ispute. 

T
ierney, L

anguages =
 B

rian T
ierney, L

anguages of R
ights.  

T
ierney, P

ostscript =
 B

rian T
ierney, P

ostscript. 

（M
ichel V

illey

の
著
作
）

V
illey, L

a form
ation =

 M
ichel V

illey, L
a

 form
a

tion
 d

e la
 p

en
sée ju

rid
iqu

e m
od

ern
e, P. U

. F., 2003.

V
illey, L

es institutes =
 M

ichel V
illey, L

es institutes de G
aius et l’idée du droit subjectif, in L

eçon
s d’h

istoire d
e la

 p
h

ilosop
h

ie d
u

 

V
illey, L

es institutes =
 d

roit, 2
e éd., D

alloz, 2002.

V
illey, L

es origines =
 M

ichel V
illey, L

es ori gines de la notion de droit subjectif, in L
eçon

s d’h
istoire d

e la
 p

h
ilosop

h
ie d

u
 d

roit, 2
e 

V
illey, L

es origines =
 éd., D

alloz, 2002.

V
illey, P

hilosophie =
 M

ichel V
illey, P

h
ilosop

h
ie d

u
 d

roit, D
alloz, 2001.


