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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
曹
（leg

a
l p
ro
fessio

n

）
は
長
く
て
絶
え
間
の

な
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
歴
史
は
、
一
三
世
紀
に
始

１
）

ま
る
。
そ

の
世
紀
の
最
後
の
四
半
期
ま
で
に
か
な
り
の
数
の
法
曹
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
こ
で
法
曹
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
手
続
と
法
準
則
に
つ
い
て
の
実
務
上
理
論
上
の
知
識
を

持
っ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
報
酬
と
引
き
替
え
に
そ
の
法
技
術

を
法
廷
の
内
外
で
依
頼
人
の
た
め
に
用
い
よ
う
と
し
て
い
る
人
々
の
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
フ
ル
タ
イ
ム
で
法
実
務
に
従
事
し
て
い
る
人
々
の
こ

と
で
も
あ
る
。
法
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
永
続
的
な
職
業
だ
っ
た
の
で
あ

り
、
彼
ら
が
生
計
を
立
て
る
た
め
の
業
で
あ
っ
た
。
一
三
世
紀
末
ま
で

に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
曹
と
言
う
に
十
分
な
職
業
的
法
律
家（p

ro
-

fessio
n
a
l la

w
y
ers

）
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
同
時
代
の
人
々

に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
職
業
集
団
で
あ
り
、

そ
の
構
成
員
が
、
法
実
務
に
従
事
す
る
際
の
許
可
と
い
っ
た
点
に
関
す

る
特
別
の
規
定
や
、
職
務
上
の
倫
理
規
定
に
従
う
、
と
い
う
よ
う
な
職

業
集
団
で
あ
る
。
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職
業
的
法
律
家
の
存
在
に
関
す
る
最
も
確
実
な
証
拠
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
一
三
〇
〇
年
に
は
、
そ
し
て
そ
の
後
の
数
世
紀
間
に
は
、
職

業
的
法
律
家
の
極
め
て
大
き
な
集
団
が
、
人
民
訴
訟
裁
判
所
（C

o
m
-

m
o
n B

en
ch

）
と
い
う
民
事
訴
訟
審
理
の
た
め
の
第
一
義
的
な
中
央
の

裁
判
所
で
、法
実
務
に
従
事
し
て
い
る
姿
が
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
裁
判
所
は
、
通
常
は
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
と
い
う
、
ロ
ン
ド
ン
・

シ
テ
ィ
ー
に
近
い
国
王
統
治
の
中
心
地
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
裁
判

所
に
は
、
二
種
類
の
法
律
家
集
団
が
い
た
。
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
と
ア
ト
ー

ニ
ー
で
あ
る
。
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
は
、
法
廷
に
お
け
る
主
張
の
提
示（p

re-

sen
ta
tio
n o
f ca

ses

）
を
専
門
と
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
法
廷
に
お
い

て
依
頼
人
に
代
わ
っ
て
権
利
主
張
（cla
im
）
な
い
し
訴
え
（co

m
-

p
la
in
t

）
を
お
こ
な
い
（「
原
告
第
一
訴
答
」
と
呼
ば
れ
る
）、
依
頼
人
の

た
め
に
弁
護
を
お
こ
な
い
、
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
相
手
方
当
事
者
の
た

め
に
行
動
す
る
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
や
そ
の
裁
判
所
の
裁
判
官
と
の
と
っ
さ

の
法
的
議
論
を
請
け
負
っ
た
。
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
は
、
し
ば
し
ば
、
一
人

な
い
し
そ
れ
以
上
の
同
僚
と
協
力
し
て
行
動
し
た
。こ
の
こ
と
は
全
て
、

通
常
は
、
訴
訟
の
「
事
実
認
定
（fa

ct-fin
d
in
g

）」
段
階
に
先
立
っ
て
お

こ
な
わ
れ
、「
事
実
認
定
」段
階
に
な
る
と
訴
答
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ

た
事
実
問
題
の
争
点
（issu

e o
f fa

ct

）
が
、
判
定
（d

ecisio
n

）
の
た

め
に
地
方
の
陪
審
の
も
と
に
送
ら
れ
た
。
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
は
、
し
ば
し

ば
、
こ
の
後
半
の
段
階
で
活
動
的
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
こ
で
も
依
頼
人

に
代
わ
っ
て
陪
審
に
〔
主
張
を
〕
提
示
し
た
。
彼
ら
は
ま
た
、
最
終
和

解
譲
渡
証
書
（fin

a
l co

n
co
rd

）
の
起
草
に
も
関
係
し
て
い
た
。
こ
れ

は
、
純
然
た
る
訴
訟
を
解
決
す
る
た
め
で
あ
れ
、
土
地
に
対
す
る
権
利

を
譲
渡
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
で
あ
れ
、
裁
判
所
の
保
護
の
も
と
で

な
さ
れ
る
公
的
な
合
意
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
お
そ
ら
く
法
律
問

題
に
つ
い
て
依
頼
人
に
一
般
的
な
助
言
を
与
え
て
い
た
。
一
三
〇
〇
年

頃
の
数
年
間
は
、
三
〇
名
程
の
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
が
人
民
訴
訟
裁
判
所
で

活
動
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
ら
中
の
幾
人
か
は

二
〇
年
あ
る
い
は
三
〇
年
も
の
間
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
と
し
て
の
経
歴
を

持
っ
て
い
た
こ
と
、
彼
ら
の
出
身
地
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
に
散
ら
ば
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
も
知
ら
れ
て

２
）

い
る
。

人
民
訴
訟
裁
判
所
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
職
業
的
法
律
家
は
、
職
業

的
ア
ト
ー
ニ
ー
で
あ
る
。法
廷
の
内
外
で
彼
ら
に
求
め
ら
れ
た
役
割
は
、

よ
り
低
い
技
術
で
足
り
た
。
原
告
側
の
ア
ト
ー
ニ
ー
は
お
そ
ら
く
、
原

告
が
チ
ャ
ン
セ
リ
ー
か
ら
適
切
な
訴
訟
開
始
令
状
を
選
ぶ
の
を
助
け
、

原
告
に
代
わ
っ
て
そ
れ
を
入
手
し
、
訴
訟
を
開
始
す
る
地
方
の
シ
ェ
リ

フ
に
そ
れ
を
提
出
す
る
際
に
役
立
っ
た
。
訴
訟
の
最
初
期
段
階
で
あ
る

被
告
の
出
廷
前
に
お
い
て
は
、
原
告
側
ア
ト
ー
ニ
ー
は
、
依
頼
人
の
代

わ
り
に
出
廷
し
、
裁
判
所
書
記
た
ち
が
確
実
に
、
自
分
の
出
廷
を
記
録

資 料
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し
て
、
次
の
段
階
の
訴
訟
手
続
に
進
む
た
め
の
令
状
を
発
給
す
る
よ
う

計

３
）

ら
っ
た
。
ま
た
、
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
を
選
び
、
そ
の
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
と

契
約
を
結
ん
で
依
頼
人
の
た
め
に
訴
答
す
る
よ
う
計
ら
い
、
サ
ー
ジ
ャ

ン
ト
に
前
も
っ
て
事
件
の
概
要
を
説
明
す
る
の
も
、
ア
ト
ー
ニ
ー
の
役

割
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
ま
た
、
訴
訟
に
お
け
る
訴
答
の
た
め

に
出
廷
し
、
依
頼
人
に
代
わ
っ
て
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
が
述
べ
た
こ
と
を
採

用
す
る
か
、
ま
た
は
採
用
し
な
い
か
を
主
張
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い

た
。
こ
れ
は
、
取
り
消
さ
ね
ば
依
頼
人
の
敗
訴
と
な
り
か
ね
な
い
サ
ー

ジ
ャ
ン
ト
の
言
い
誤
り
を
取
り
消
す
機
会
を
、
ア
ト
ー
ニ
ー
に
与
え
て

い
た
。
ア
ト
ー
ニ
ー
は
、
時
に
は
特
定
の
論
点
に
つ
い
て
裁
判
所
か
ら

質
問
さ
れ
た
り
、
依
頼
人
と
意
思
疎
通
を
は
か
る
べ
く
裁
判
所
か
ら
利

用
さ
れ
た
り
も
し
た
。

人
民
訴
訟
裁
判
所
の
職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー
は
、
一
三
〇
〇
年
ま
で
に

は
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
よ
り
も
遙
か
に
大
き
な
集
団
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の

数
は
二
〇
〇
名
以
上
に
な
っ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
彼
ら
は
、
法
廷
で

の
ア
ト
ー
ニ
ー
と
し
て
の
活
動
を
独
占
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
と
い
う
の
も
、
友
人
、
親
戚
あ
る
い
は
使
用
人
が
依
然
と
し
て
、

個
人
的
な
訴
訟
に
お
い
て
ア
ト
ー
ニ
ー
と
し
て
活
動
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
一
三
〇
〇
年
ま
で
に
は
、
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
訴
訟

全
体
の
約
三
分
の
二
に
お
い
て
、
職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー
が
代
理
人
と
し

て
指
名
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

世
俗
的
な
職
業
的
法
律
家
は
、
一
三
〇
〇
年
ま
で
に
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ

ン
ス
タ
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
職
業

的
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
と
職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー
は
、
地
方
の
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
各
州
で
開
催
さ
れ
た
王
座
裁
判
所
の
巡
回
裁
判
や
大
巡
察
の
裁
判

で
も
見
出
さ
れ
る
し
、
よ
り
特
化
さ
れ
て
い
て
よ
り
頻
繁
に
開
か
れ
る

ア
サ
イ
ズ
裁
判
官
の
裁
判
で
も
見
出
さ
れ
る
。

ま
た
、〔
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
と
ア
ト
ニ
ー
と
い
う
〕二
種
類
の
法
律
家
は
、

ロ
ン
ド
ン
の
シ
テ
ィ
ー
の
諸
裁
判
所
や
そ
の
他
の
都
市
の
裁
判
所
で
も

見
出
さ
れ
る
。
地
方
の
州
裁
判
所
に
は
、
職
業
的
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
は
い

た
が
、
職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー
は
ま
だ
い
な
か
っ
た
。

一
三
〇
〇
年
ま
で
に
こ
れ
ら
の
職
業
的
法
律
家
は
、
法
曹
の
構
成
員

と
見
な
さ
れ
、
待
遇
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
法
曹
と
は
、
そ
の

仕
事
の
性
格
と
そ
れ
が
一
般
大
衆
に
与
え
る
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
故
に
、
そ

れ
自
体
の
特
別
な
法
準
則
に
従
う
職
業
集
団
を
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
二
種
類
の
証
拠
が
あ
る
。
一
つ
は
、
職
業
集
団
へ
の
加
入
許
可
を
規

制
し
て
統
制
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
っ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
そ

の
構
成
員
の
行
動
に
つ
い
て
独
自
の
倫
理
規
範
（eth

ica
l sta

n
d
a
rd

）

を
公
表
し
強
制
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
加
入
許

可
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
最
も
古
い
証
拠
は
、
と
り
わ
け
、
ロ
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ン
ド
ン
の
シ
テ
ィ
ー
の
諸
裁
判
所
に
お
け
る
実
務
に
関
係
し
て
い
る
。

一
二
八
〇
年
に
シ
テ
ィ
ー
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
あ
る
条
例
（o

rd
i-

n
a
n
ce

）は
、
シ
テ
ィ
ー
当
局
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
許
可
さ
れ
た
者
の

み
が
、
シ
テ
ィ
ー
の
諸
裁
判
所
に
お
い
て
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
と
し
て
実
務

に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て

４
）

い
た
。
こ
の
条
例
に
続
い
て
、
シ

テ
ィ
ー
当
局
に
よ
る
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
に
対
す
る
許
可
が
始
ま
る
。
こ
の

条
例
は
、
一
二
八
九
年
と
一
三
〇
五
年
に
も
登
場
す
る
。
人
民
訴
訟
裁

判
所
で
実
務
に
従
事
す
る
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
に
対
す
る
許
可
を
規
制
す
る

条
例
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
一
二
九
〇
年
代
ま
で
に
、
少
な
く
と
も

人
民
訴
訟
裁
判
所
が
何
か
そ
の
よ
う
な
統
制
を
課
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
、
間
接
的
な
が
ら
良
い
証
拠
が
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
人
民
訴
訟
裁

判
所
に
も
た
ら
さ
れ
た
訴
訟
の
数
が
急
激
に
増
加
し
た
の
に
、
そ
の
裁

判
所
で
実
務
に
従
事
す
る
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
の
数
に
は
変
動
が
な
い
時
期

で
あ
っ
た
。
も
し
何
ら
か
の
統
制
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
現
象
が
実
際
に
起
こ
り
え
た
と
は
考
え
難
い
。
ま
た
我
々
は
、
一
二

九
三
年
、
一
二
九
九
年
、
そ
し
て
一
三
〇
九
年
に
、
人
民
訴
訟
裁
判
所

に
突
然
新
し
い
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
集
団
が
現
れ
た
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。

最
も
あ
り
そ
う
な
説
明
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
が
、
新
規
に
任
用
さ
れ
る

サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
に
対
す
る
「
集
団
資
格
付
与
（g

ro
u
p ca

lls

）」
を
表
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
や
り
方
で
の
一
時
集
中
的
な

実
務
従
事
許
可
は
、
一
四
世
紀
後
半
に
は
十
分
立
証
可
能
で
あ
る
。
ま

た
、
一
二
九
二
年
に
は
、
人
民
訴
訟
裁
判
所
で
実
務
に
従
事
す
る
こ
と

を
許
さ
れ
る
職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー
の
数
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
試
み

が
、
王
令
（ro

y
a
l o
rd
in
a
n
ce

）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、

そ
の
数
を
一
四
〇
程
度
に
制
限
し
、
誰
が
実
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
許

さ
れ
る
べ
き
か
の
統
制
権
を
、
人
民
訴
訟
裁
判
所
の
裁
判
官
に
与
え
て

５
）

い
る
。
こ
の
王
令
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
で
実
務
に
従
事
す
る

職
業
的
法
律
家
の
数
の
〔
制
限
と
い
う
〕
点
で
も
、
王
令
が
与
え
る
こ

と
を
目
論
ん
で
い
た
許
可
に
対
す
る
統
制
と
い
う
点
で
も
、
失
敗
し
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
試
み
自
体
は
意
義
あ
る
も
の
で
あ

る
。ロ

ン
ド
ン
の
シ
テ
ィ
ー
の
諸
裁
判
所
で
実
務
に
従
事
す
る
た
め
の
許

可
を
統
制
す
る
こ
と
の
目
的
が
、
実
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ

た
者
た
ち
の
側
の
技
術
的
能
力
の
基
準
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の

は
明
白
で
、
そ
の
こ
と
は
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
志
望
者
の
技
術
を
試
験
す
る

一
定
の
形
式
が
あ
っ
た
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
試
験
の

内
容
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
分
か
っ
て
い

る
こ
と
は
、
国
王
裁
判
所
に
お
け
る
将
来
の
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
と
ア
ト
ー

ニ
ー
の
教
育
を
保
証
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
、
も
ち
ろ
ん
非
公
式
で
は

あ
る
が
、
取
り
決
め
（a

rra
n
g
em
en
t

）
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
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で

６
）

あ
る
。
一
二
八
〇
年
代
後
半
ま
で
に
は
、
人
民
訴
訟
裁
判
所
に
裁
判

所
の
「
弁
護
士
見
習
い
（a

p
p
ren

tices

）」
集
団
が
お
り
、
彼
ら
は
そ
こ

で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
学
ん
で
い
た
。
そ
の
人
民
訴
訟
裁
判
所
は
、
一
二

九
一
年
以
降
に
な
る
と
、「
ク
リ
ブ
（crib

）」
と
呼
ば
れ
る
特
別
の
場
所

を
設
け
た
よ
う
で
、
弁
護
士
見
習
い
は
そ
こ
に
座
っ
て
訴
訟
手
続
を
聴

く
こ
と
が
で
き
た
。
彼
ら
は
ノ
ー
ト
を
と
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
、

そ
の
中
に
は
、
後
に
判
例
集
（la

w
 
rep

o
rts

）
に
纏
め
上
げ
ら
れ
た
も

の
も
あ
っ
た
。
裁
判
官
は
ま
た
、
時
々
、
法
廷
で
弁
護
士
見
習
い
に
所

見
を
述
べ
、
特
定
の
事
実
に
よ
っ
て
生
じ
た
問
題
を
説
明
し
、
弁
護
士

見
習
い
の
教
育
に
対
す
る
職
務
上
の
関
心
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
に
実
務

上
の
助
言
と
激
励
を
与
え
た
い
と
い
う
願
望
を
も
示
し
た
。
一
三
世
紀

が
終
わ
る
か
な
り
前
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
教
育
は
、
基
礎
レ
ベ
ル

は
も
ち
ろ
ん
上
級
レ
ベ
ル
で
も
提
供
さ
れ
て
お
り
、
用
い
ら
れ
る
教
育

の
方
法
は
講
義
と
討
論
を
含
ん
で
い
た
。
判
例
集
が
教
育
に
も
用
い
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
師
が
ど
こ
の
誰
だ
っ

た
の
か
、
教
育
が
ど
こ
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
何
も

分
か
っ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
が
ロ
ン
ド
ン
か
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン

ス
タ
自
体
に
あ
っ
た
と
推
測
す
る
の
に
は
合
理
的
根
拠
が
あ
る
の
だ

が
。
一
三
四
〇
年
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
法
教
育
の
提
供
が
、
イ
ン

ズ
・
オ
ヴ
・
コ
ー
ト
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ほ
ぼ
そ
の
時

期
に
イ
ン
ズ
・
オ
ヴ
・
コ
ー
ト
は
、
開
廷
期
中
に
法
律
家
が
宿
泊
す
る

生
活
の
た
め
の
施
設
と
し
て
出
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

職
業
的
法
律
家
の
行
為
を
規
律
す
る
た
め
の
法
準
則
の
発
達
は
、
立

法
を
通
じ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
部
分
と
、
裁
判
所
自
体
の
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ヴ
に
基
づ
い
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
部
分
と
が
あ
る
。
一
二
七
五
年

に
制
定
さ
れ
た
法
（
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
第
一
法
の
第
二

７
）

九
条
）
は
、

国
王
裁
判
所
に
お
い
て
活
動
す
る
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
や
そ
の
他
の
職
業
的

法
律
家
に
関
す
る
ご
く
一
般
的
な
行
為
規
範
（v

ery
 
g
en
era

l sta
n
-

d
a
rd
s o

f co
n
d
u
ct

）
を
定
め
た
。
彼
ら
は
、
裁
判
所
も
両
訴
訟
当
事

者
も
何
れ
を
も
欺
く
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
規
範
に
違

反
し
た
場
合
の
有
罪
判
決
は
、
一
年
と
一
日
の
収
監
と
い
う
罰
だ
け
で

な
く
、
以
後
の
生
涯
に
わ
た
る
停
職
処
分
を
も
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
立
法
は
、
停
職
処
分
は
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
に
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と

を
定
め
て
い
た
が
、一
二
九
一
年
以
降
は
ア
ト
ー
ニ
ー
も
同
じ
よ
う
に
、

深
刻
な
事
例
に
お
い
て
は
停
職
処
分
を
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
を
対
象
と
す
る
よ
り
も
ア
ト
ー
ニ
ー
を
対
象
と
し

て
、そ
の
立
法
の
規
定
を
適
用
し
て
い
る
証
拠
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。

実
際
、
数
人
の
ア
ト
ー
ニ
ー
が
、
そ
の
制
定
法
に
違
反
し
た
廉
で
、
制

定
法
の
定
め
る
一
年
と
一
日
の
収
監
に
服
し
て
い
る
。
し
か
し
、
裁
判

所
を
欺
こ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
裁
判
官
が
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
に
対
し
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て
与
え
た
警
告
の
背
後
に
は
、
そ
の
制
定
法
の
反
響
が
確
か
に
聞
こ
え

る
し
、
そ
の
制
定
法
が
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
に
も
同
様
に
適
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
我
々
は
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
二
八
〇
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
シ

テ
ィ
ー
は
、
は
る
か
に
手
の
込
ん
だ
も
の
を
導
入
し
た
。
そ
れ
は
、
職

業
的
法
律
家
を
対
象
と
し
て
定
め
ら
れ
た
、
様
々
な
特
定
の
型
の
不
正

行
為
を
禁
じ
る
一
纏
ま
り
の
行
為
規
範
で

８
）

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
不
正
行

為
に
は
次
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
利
益
配
分
約
束
付

き
の
訴
訟
肩
替
わ
り（ch

a
m
p
erty

）」（
訴
訟
の
係
争
物
の
分
配
に
与
る

か
わ
り
に
一
方
の
訴
訟
当
事
者
の
肩
替
わ
り
を
す
る
こ
と
に
同
意
す
る

こ
と
）、「
二
枚
舌（a

m
b
id
ex
terity

）」（
両
方
の
訴
訟
当
事
者
か
ら
金

を
取
る
こ
と
）、
相
手
方
当
事
者
を
罵
倒
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
職
業
的

法
律
家
が
相
談
役
と
し
て
活
動
し
て
き
た
訴
訟
に
お
い
て
、
裁
判
所
を

促
し
て
判
決
に
至
ら
せ
る
「
裁
判
所
補
佐
人
（a

ssesso
r

）」
と
し
て
行

動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
行
為
規
範
が
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

す
あ
る
程
度
の
証
拠
は
あ
る
。

国
王
裁
判
所
も
ま
た
、
制
定
法
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
以

上
に
、
裁
判
所
で
実
務
に
従
事
す
る
者
た
ち
の
行
為
を
規
制
す
る
固
有

の
権
限
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
国
王
裁
判

所
は
、
行
為
に
関
わ
る
よ
り
一
般
的
な
規
定〔
で
あ
る
職
務
倫
理
規
定
〕

を
発
展
さ
せ
始
め
、
そ
れ
に
は
、
以
前
依
頼
人
だ
っ
た
こ
と
の
あ
る
人

に
対
し
て
、
忠
実
義
務
を
保
持
し
続
け
る
こ
と
も
含
ま
れ
て

９
）

い
た
。
そ

し
て
国
王
裁
判
所
は
、
一
時
的
職
務
停
止
を
含
む
様
々
な
方
法
を
使
っ

て
、
そ
れ
ら
の
規
定
を
実
効
力
あ
る
も
の
に
し
て
い
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
、
一
定
規
模
の
職
業
的
法
律
家
集
団
の
存
在
お
よ
び

法
曹
の
発
展
の
開
始
に
つ
い
て
の
全
体
像
は
、
一
世
紀
前
の
ジ
ョ
ン
の

治
世
（
在
位
一
一
九
九
｜
一
二
一
六
年
）
の
状
況
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

ジ
ョ
ン
治
世
に
お
い
て
は
、
職
業
的
法
律
家
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
主

張
し
そ
う
な
人
は
僅
か
一
二
人
し
か
い
な
か
っ
た
が
、
彼
ら
は
、
せ
い

ぜ
い
「
前
職
業
的
」
法
律
家
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
方
が
お

そ
ら
く
適
切
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
法
廷
で
依
頼
人
に
代
わ
っ
て
活
動
し

て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
彼
ら
の
活
動
に
関
す
る
記
録
は
、
依
頼

人
の
法
的
代
理
人
で
あ
る
こ
と
が
彼
ら
の
主
た
る
職
業
で
あ
っ
た
と

か
、
収
入
源
で
あ
っ
た
と
か
い
う
こ
と
は
示
し
て
は
い
な
い
し
、
そ
う

で
あ
り
え
た
こ
と
す
ら
示
し
て
い
な
い
。

全
き
意
味
で
の
職
業
的
法
律
家
が
は
っ
き
り
と
姿
を
現
す
の
は
、
ヘ

ン
リ
三
世
の
長
い
治
世
（
在
位
一
二
一
六
｜
七
二
年
）
に
な
っ
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
る
。
一
二
三
九
年
の
記
事
の
中
で
年
代
記
が
偶
然
言
及
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
人
民
訴
訟
裁
判
所
の
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
は
、

そ
の
時
ま
で
に
は
す
で
に
、
小
規
模
と
は
い
え
、
認
定
さ
れ
た
職
業
的

専
門
技
術
を
備
え
た
人
々
の
集
団
と
し
て
確
認
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
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10
）

い
る
。
一
二
六
七
年
の
公
文
書
に
よ
れ
ば
、
同
集
団
は
、
彼
ら
の
仲
間

の
一
人
が
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
・
ホ
ー
ル
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
裁
判

官
に
暴
行
を
加
え
た
廉
で
責
任
を
問
わ
れ
た
時
、
仲
間
の
た
め
に
集
団

で
効
果
的
に
、
間
に
入
っ
て
解
決
を
は
か
っ
て

11
）

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ヘ
ン
リ
三
世
治
世
の
ど
の
時
点
を
と
っ
て
も
、
人
民
訴
訟
裁
判
所
や
そ

の
他
の
裁
判
所
に
何
人
の
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
が
い
た
の
か
は
正
確
に
は
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
治
世
の
あ
る
時
点
で
は
活
動
中
の
約
二
〇

名
の
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
の
名
前
を
確
認
で
き
る
し
、
彼
ら
に
つ
い
て
あ
る

程
度
の
情
報
も
分
か
っ
て
い
る
が
、
こ
の
約
二
〇
名
が
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト

全
体
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
の
か
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一

二
六
〇
年
ま
で
に
は
人
民
訴
訟
裁
判
所
で
複
数
の
職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー

が
働
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
録
が
あ
る
が
、
そ
の
数
は
、
半
世
紀
も

経
た
な
い
後
に
、
そ
こ
で
実
務
に
従
事
し
て
い
る
ア
ト
ー
ニ
ー
の
数
と

比
べ
る
と
か
な
り
少
な
く
、全
部
で
せ
い
ぜ
い
一
〇
名
程
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
そ
の
時
ま
で
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
シ
テ
ィ
ー
の
諸
裁
判
所
に
職
業

的
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
、

最
初
の
明
確
な
証
拠
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

確
実
に
証
拠
の
点
で
、そ
し
て
た
ぶ
ん
職
業
的
法
律
家
の
数
の
点
で
、

飛
躍
的
進
展
が
み
ら
れ
た
の
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
治
世
（
在
位
一
二

七
二
｜
一
三
〇
七
年
）の
こ
と
で
あ
る
。
現
存
す
る
最
古
の
判
例
集
は
、

一
二
七
〇
年
よ
り
少
し
前
に
由
来
す
る
。
そ
れ
か
ら
程
な
く
し
て
、
判

例
集
か
ら
我
々
は
、
人
民
訴
訟
裁
判
所
と
大
巡
察
の
両
方
で
実
務
に
従

事
し
て
い
る
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
の
名
前
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
か

な
り
の
数
の
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
が
両
方
の
裁
判
所
で
活
動
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
判
例
集
は
、
一
二
九
一
年
以
降
、

飛
躍
的
に
増
大
す
る
。
一
二
九
三
年
以
降
に
つ
い
て
は
、
人
民
訴
訟
裁

判
所
の
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
を
同
定
し
う
る
第
二
の
別
種
の
情
報
源
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
訴
訟
記
録
集
（p

lea ro
lls

）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
最
終

和
解
譲
渡
作
成
時
の
承
認
部
分
（a

u
th
o
riza

tio
n
s

）
で
あ
り
、
こ
こ
に

サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。

人
民
訴
訟
裁
判
所
の
職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー
は
、
訴
訟
当
事
者
に
よ
る

個
々
の
任
命
書
を
一
つ
一
つ
確
認
す
る
と
い
う
骨
の
折
れ
る
作
業
に

よ
っ
て
の
み
同
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
二
八
〇
年
ま
で
に
、
職
業

的
ア
ト
ー
ニ
ー
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
活
動
の
記
録
を
も
っ
て
い
る
人
物

は
一
〇
〇
人
以
上
い
た
。
職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー
の
確
実
な
出
現
は
、「
コ

モ
ン
・
ア
ト
ー
ニ
ー
（co

m
m
o
n a
tto
rn
ey

）」
と
い
う
言
葉
が
一
二
九

〇
年
ま
で
に
出
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
そ
の
言
葉
は
、

職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー
を
指
し
、
彼
ら
を
非
職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー
か
ら
区

別
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
三
世
紀
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
、
職
業
的
法
律
家
の
集
団
が
認
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識
で
き
る
も
の
と
し
て
出
現
し
た
こ
と
を
説
明
す
る
要
因
は
、
様
々
あ

る
。
国
王
ヘ
ン
リ
二
世
治
世
（
在
位
一
一
五
四
｜
八
九
年
）
と
そ
の
後

に
創
出
さ
れ
た
、
新
し
い
国
王
裁
判
所（
人
民
訴
訟
裁
判
所
、
大
巡
察
、

王
座
裁
判
所
）
は
、
そ
れ
ま
で
の
共
同
体
裁
判
所
や
封
建
裁
判
所
に
直

接
取
っ
て
代
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
裁
判
所
か
ら
よ
り

重
要
な
種
類
の
法
的
業
務
の
ほ
ぼ
全
て
を
取
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
ら
の
新
し
い
裁
判
所
は
ど
れ
も
、
実
際
に
は
全
国
に
及
ぶ
裁
判
権

（n
a
tio
n
w
id
e ju

risd
ictio

n

）
に
あ
た
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
。
と
同

時
に
、
そ
れ
ら
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
、
そ
れ
ら

自
身
の
実
体
法
的
法
準
則
と
手
続
と
を
備
え
、
そ
れ
ら
自
身
の
一
貫
し

た
「
全
国
規
模
の
（n

a
tio
n
a
l

）」
法
慣
習
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

た
、
全
国
に
及
ぶ
裁
判
所
（n

a
tio
n
a
l co

u
rts

）
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
新
し
い
裁
判
所
は
、
新
し
い
型
の
裁
判
所
で
も
あ
っ
た
。
そ

れ
ら
の
裁
判
所
は
、
開
廷
期
中
は
毎
日
開
か
れ
（
三
週
間
か
ら
一
ヶ
月

経
つ
ご
と
に
休
廷
期
が
あ
っ
た
）、
日
々
増
大
す
る
業
務
を
こ
な
し
た
。

そ
の
裁
判
所
で
業
務
に
あ
た
っ
て
い
た
の
は
少
人
数
の
国
王
裁
判
官
で

あ
り
、
そ
の
中
核
は
（
ヘ
ン
リ
二
世
治
世
以
降
は
）、
常
勤
の
（fu

ll-

tim
e

）、
し
ば
し
ば
永
年
勤
務
の（lo

n
g
-serv

in
g

）、
そ
し
て
ま
す
ま
す

専
門
の
（ex

p
ert

）
裁
判
官
か
ら
成
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
新

し
い
裁
判
所
で
は
訴
訟
当
事
者
は
、
か
つ
て
の
共
同
体
裁
判
所
や
封
建

裁
判
所
で
は
当
然
だ
っ
た
よ
う
に
、
自
分
た
ち
の
隣
人
や
同
じ
共
同
体

の
構
成
員
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
が
共

有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
専
門
的
知
識
を
持
ち
、
自
分
た
ち
が
し
ゃ

べ
ら
な
い
言
語
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
う
、
見
ず
知
ら
ず
の
人
々
に

よ
っ
て
裁
か
れ
る
と
い
う
状
況
に
出
く
わ
し
た
。
し
た
が
っ
て
訴
訟
当

事
者
が
訴
訟
の
場
で
、
専
門
家
の
手
助
け
を
必
要
だ
と
感
じ
た
の
は
ほ

と
ん
ど
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
専
門
家
と
は
、
法
廷
言
語
〔
で
あ

る
フ
ラ
ン
ス
語
〕
を
し
ゃ
べ
り
、
そ
の
裁
判
所
の
法
準
則
や
手
続
、
そ

し
て
そ
の
裁
判
所
が
用
い
て
い
る
法
慣
習
を
知
っ
て
い
る
と
主
張
す
る

こ
と
が
で
き
た
人
々
で
あ
っ
た
。

職
業
的
法
務
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
対
す
る
需
要
を
作
り
出
す
こ
と
を
助
け

た
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
は
、
技
術
的
な
特
徴
も
あ
っ
た
。
国
王
ヘ
ン
リ
二

世
治
世
の
後
半
（
一
一
七
六
｜
八
九
年
）
以
降
一
層
、
重
要
な
民
事
訴

訟
は
、
限
ら
れ
た
数
の
標
準
的
定
式
の
一
つ
で
あ
る
、
特
定
の
国
王
令

状
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
標
準

的
定
式
は
、
国
王
の
チ
ャ
ン
セ
リ
ー
か
ら
入
手
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
と

り
わ
け
土
地
訴
訟
の
た
め
の
標
準
的
定
式
は
、
特
に
一
三
世
紀
が
進
行

す
る
に
つ
れ
て
着
実
に
増
加
し
て
い
っ
た
。
令
状
を
選
択
す
る
こ
と
の

み
な
ら
ず
、
標
準
的
定
式
に
差
し
込
ま
れ
る
べ
き
情
報
（d

eta
ils

）
を

挿
入
す
る
こ
と
は
訴
訟
当
事
者
の
責
任
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
間
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違
っ
た
令
状
の
選
択
や
令
状
へ
の
不
正
確
な
情
報
の
挿
入
は
、
原
告
の

敗
訴
に
至
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
虚
偽
の
権
利
主
張
の
廉
で
原
告
が
罰
金

を
科
さ
れ
る
結
果
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。訴
訟
当
事
者
は
ま
も
な
く
、

こ
の
〔
令
状
の
選
択
や
情
報
の
挿
入
と
い
っ
た
〕
こ
と
は
、
専
門
的
な

助
言
や
助
力
が
必
要
な
分
野
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
た
。
令
状

の
選
択
と
情
報
の
挿
入
は
、
専
門
的
ア
ト
ー
ニ
ー
の
仕
事
と
な
っ
た
。

裁
判
の
中
央
集
権
化
に
よ
っ
て
、
職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー
に
は
、
別
種
の

好
機
が
訪
れ
た
。
多
く
の
訴
訟
当
事
者
は
、
訴
訟
に
必
然
的
に
伴
う
何

度
も
の
裁
判
所
へ
の
旅
に
か
か
る
出
費
や
手
間
に
、
尻
込
み
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
訴
訟
当
事
者
の
た
め
に
こ
れ
を
引
き
受
け
る
ア

ト
ー
ニ
ー
は
、
格
好
の
顧
客
を
得
た
の
で
あ
る
。
特
定
の
地
域
か
ら
の

仕
事
量
〔
訴
訟
数
〕
が
十
分
に
な
る
と
、
職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー
は
、
訴

訟
当
事
者
の
親
戚
や
使
用
人
と
い
っ
た
、
非
職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー
に
対

す
る
決
定
的
な
経
済
的
優
位
を
手
に
入
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
職
業
的

ア
ト
ー
ニ
ー
は
、
ロ
ン
ド
ン
や
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
へ
の
旅
費
や
滞
在

費
を
、
地
方
の
依
頼
人
複
数
で
分
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ

る
。
彼
は
ま
た
、
そ
の
裁
判
所
の
規
則
正
し
い
実
務
に
の
み
伴
う
、
そ

の
裁
判
所
の
手
続
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
強
み
も
も
っ
て
い
た
。

国
王
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
の
訴
答
は
、
着
実
に
よ
り
精
巧
な
も
の

と
な
っ
て
い
き
、
い
つ
も
そ
の
裁
判
所
に
出
席
し
て
い
る
者
た
ち
の
み

が
通
例
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
な
類
の
、
裁
判
所
の
法
準
則
や
手
続
に
つ

い
て
の
詳
細
な
知
識
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
も
職
業
的
法
律
家
に
有
利
に
働
い
た
。
一
二
世

紀
後
半
ま
で
に
は
、
訴
訟
の
訴
答
段
階
で
法
廷
に
い
る
原
告
は
、
重
要

な
項
目
（d

eta
ils

）
に
つ
い
て
自
分
の
令
状
に
合
致
す
る
権
利
主
張
や

訴
え
を
お
こ
な
う
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
標
準
化
さ
れ
た
令
状
は
標
準
化
さ
れ
た
原
告
第
一
訴
答
に
対

応
す
る
よ
う
に
な
り
、
令
状
が
含
む
項
目
は
次
第
に
増
大
し
た
の
で
あ

る
。
訴
訟
当
事
者
は
、
こ
れ
は
、
嵌
ま
り
う
る
落
と
し
穴
に
気
づ
い
て
、

そ
れ
ら
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
持
っ
た
誰
か
専
門
家
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
認
識
し
た
。
少
し
で
も
誤
り
が
あ
れ
ば
そ
れ
は

相
手
方
当
事
者
に
衝
か
れ
、
裁
判
所
は
訴
訟
を
却
下
し
て
原
告
が
訴
訟

を
新
た
に
始
め
る
よ
う
求
め
る
か
、
さ
も
な
く
ば
原
告
は
敗
訴
す
る
と

い
う
結
果
に
な
っ
た
。

人
民
訴
訟
裁
判
所
に
も
た
ら
さ
れ
る
訴
訟
の
数
は
、
一
三
世
紀
の
間

に
非
常
に
増
加
し
た
。
人
民
訴
訟
裁
判
所
の
公
式
な
記
録
は
、
そ
の
世

紀
中
に
訴
訟
数
が
二
〇
倍
に
増
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
た
だ

一
つ
の
裁
判
所
へ
の
訴
訟
の
集
中
は
、
お
そ
ら
く
、
人
民
訴
訟
裁
判
所

に
お
け
る
専
門
的
法
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
対
す
る
集
中
的
有
効
需
要
の
発

生
を
促
す
こ
と
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
、
な
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ぜ
専
門
的
法
律
家
が
人
民
訴
訟
裁
判
所
に
最
初
に
現
れ
、
そ
の
後
も
そ

こ
で
彼
ら
の
最
多
数
が
活
動
し
て
い
る
の
か
の
理
由
を
説
明
す
る
。

職
業
的
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
と
職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー
と
い
う
別
々
の
〔
二

種
類
の
〕
集
団
が
早
い
う
ち
か
ら
確
立
し
た
こ
と
は
、
厳
密
に
は
原
型

の
ま
ま
で
は
な
い
と
は
い
え
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
そ
し
て
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
）
に
お
い
て
今
な
お
続
い
て
い
る
二
種
類
の
法
曹
の
伝
統
を
生
み
出

し
た
と
い
う
点
で
、
長
い
目
で
見
て
重
要
な
事
項
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
、

成
功
し
た
極
め
て
有
能
な
職
業
的
法
的
専
門
家
（
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
）
か

ら
成
る
別
の
比
較
的
少
人
数
の
エ
リ
ー
ト
の
誕
生
は
、
程
な
く
し
て
、

彼
ら
か
ら
の
裁
判
官
へ
の
登
用
と
い
う
結
果
に
結
び
つ
い
た
。
サ
ー

ジ
ャ
ン
ト
か
ら
裁
判
官
に
登
用
さ
れ
た
最
初
の
例
は
一
二
七
九
年
に
み

ら
れ
る
が
、
当
初
は
少
数
派
で
あ
っ
た
。
一
三
四
〇
年
頃
に
な
っ
て
初

め
て
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
は
上
級
の
裁
判
官
職
を
独
占
す
る
よ
う
に
な
り
、

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
が
ベ
ン
チ
（
裁
判
官
席
）
と
バ
ー
（
弁
護
士

席
）
の
融
合
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ベ
ン
チ
と
バ
ー
の
融

合
は
、
大
西
洋
の
両
側
や
そ
れ
を
越
え
た
広
い
地
域
に
見
ら
れ
る
同
類

の
法
体
系
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
独
特
の
特
徴
で
あ
り
続
け
て
い

る
。国

王
裁
判
所
や
そ
の
他
の
世
俗
裁
判
所
で
実
務
に
従
事
す
る
職
業
的

法
律
家
、つ
ま
り
こ
れ
ら
の
純
粋
に
世
俗
的
な
法
曹
の
出
現
と
並
ん
で
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
地
域
と
同
様
に
、

教
会
裁
判
所
に
お
い
て
活
動
す
る
職
業
的
法
律
家
集
団
｜

そ
れ
は
し

ば
し
ば
聖
職
者
自
体
の
集
団
で
あ
っ
た
｜

が
発
展
を
見
せ
て

12
）

い
た
。

こ
れ
ら
の
職
業
的
カ
ノ
ン
法
曹
は
、
通
常
は
大
学
に
お
い
て
ロ
ー
マ
法

と
カ
ノ
ン
法
の
教
育
を
受
け
て
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
た
ち
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
曹
の
形
成
期
で
あ
る
一
三
〇
〇
年
頃
以
前

の
時
期
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
国
王
裁
判
官
と
し
て
登
用
し
て
勤
務
さ
せ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ヘ
ン
リ
二
世
の
国
王
裁
判
官
の
う
ち
、
ゴ
ド
フ

リ
ー
・
ド
・
ル
ー
シ
ー
（G

o
d
frey d

e L
u
cy

）
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
法

学
を
学
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
し
、
チ
チ
ェ
ス
タ
の
〔
司
教
に
次
ぐ
地
位

で
あ
る
〕
大
助
祭
（a

rch
d
ea
co
n

）
で
あ
っ
た
マ
ス
タ
ー
・
ジ
ョ
ス
リ

ン
は
、
彼
の
叔
父
で
あ
る
チ
チ
ェ
ス
タ
司
教
ヒ
ラ
リ
ー
と
と
も
に
お
そ

ら
く
カ
ノ
ン
法
を
勉
強
し
て

13
）

い
た
。
イ
ー
リ
の
大
助
祭
で
あ
り
か
つ
ヘ

ン
リ
〔
二
世
〕
の
治
世
だ
け
で
な
く
彼
の
息
子
の
リ
チ
ャ
ー
ド
と
ジ
ョ

ン
の
治
世
に
も
国
王
裁
判
官
で
あ
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
リ
（R

ich
a
rd

 
B
a
rre

）も
ま
た
、
一
一
五
〇
年
代
に
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
法
学
を
学
ん
で
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で

14
）

あ
る
。
ヘ
ン
リ
三
世
治
世
の
初
期
の
国
王
裁
判
官

の
中
で
、
マ
ス
タ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
・
シ
ャ
ド
ロ
ー
（R

o
b
ert o

f S
h
a
rd
-

lo
w

）は
、
法
訓
練
を
受
け
て
カ
ノ
ン
法
曹
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
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15
）

ろ
う
。
ま
た
そ
の
治
世
後
半
に
、
マ
ス
タ
ー
・
サ
イ
モ
ン
・
オ
ヴ
・
ウ
ォ

ル
ト
ン
（S

im
o
n o

f W
a
lto
n

）
が
、
国
王
の
た
め
に
勤
務
す
る
前
に

カ
ノ
ン
法
曹
と
し
て
実
務
に
従
事
し
て
い
た
の
は
確
実
な
こ
と
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
サ
イ
モ
ン
は
、
カ
ノ
ン
法
曹
と
し
て
法
的
サ
ー
ヴ
ィ

ス
を
提
供
す
る
対
価
と
し
て
、
オ
ズ
ニ
ー
修
道
院
（O

sen
ey A

b
b
ey

）

か
ら
年
額
五
マ
ル
ク
（
後
に
は
一
〇
マ
ル
ク
に
増
額
さ
れ
た
）
の
年
俸

を
受
け
取
っ
て
い
た
か
ら
で

16
）

あ
る
。
サ
イ
モ
ン
は
、
一
二
五
七
年
に
ノ

リ
ッ
ジ
司
教
と
し
て
選
出
さ
れ
る
前
の
一
二
四
六
年
と
一
二
五
六
年
の

間
の
一
〇
年
間
、
巡
察
裁
判
官
や
人
民
訴
訟
裁
判
所
の
正
規
の
国
王
裁

判
官
で
あ
っ
た
。
マ
ス
タ
ー
・
ロ
ジ
ャ
ー
・
シ
ー
ト
ン
（R

o
g
er
 
o
f

 
S
ea
to
n

）
は
、
一
二
七
四
年
か
ら
一
二
七
八
年
ま
で
人
民
訴
訟
裁
判
所

の
主
席
裁
判
官
を
つ
と
め
、
そ
れ
よ
り
前
の
一
二
六
八
年
か
ら
一
二
七

一
年
ま
で
は
人
民
訴
訟
裁
判
所
の
裁
判
官
で
あ
り
、
一
二
七
一
年
か
ら

七
二
年
の
巡
察
裁
判
の
主
席
裁
判
官
で
あ
っ
た
が
、
彼
も
ま
た
法
訓
練

を
受
け
た
カ
ノ
ン
法
曹
で
あ
っ
た
。
ロ
ジ
ャ
ー
は
、
一
二
六
〇
年
に
、

ダ
ラ
ム
司
教
ス
テ
ィ
チ
ル
（S

tich
ill

）
の
司
教
区
裁
判
官
や
司
教
代
理

と
し
て
活
動
し
て

17
）

い
た
。
彼
の
同
僚
で
あ
る
マ
ス
タ
ー
・
ラ
ル
フ
・

フ
ァ
ー
ニ
ン
ガ
ム
（R

a
lp
h o

f F
a
rn
in
g
h
a
m

）
と
い
う
、
一
二
七
四

年
か
ら
一
二
七
八
年
ま
で
人
民
訴
訟
裁
判
所
の
裁
判
官
を
つ
と
め
た
人

物
も
ま
た
、
お
そ
ら
く
学
識
法
の
教
育
を
受
け
て

18
）

い
た
。
ラ
ル
フ
は
、

一
二
五
九
年
に〔
改
革
派
〕バ
ロ
ン
た
ち
の
カ
ウ
ン
シ
ル
の
遣
い
で
ロ
ー

マ
教
皇
庁
に
派
遣
さ
れ
、
一
二
六
二
年
ま
で
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
た
。
彼

は
、外
交
使
節
と
し
て
一
二
六
七
年
に
ル
イ
九
世
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
、

一
二
七
〇
年
に
は
再
度
ロ
ー
マ
教
皇
庁
へ
、
そ
し
て
一
二
七
四
年
に
は

〔
第
二
〕リ
ヨ
ン
公
会
議
へ
使
節
と
し
て
派
遣
さ

19
）

れ
た
。
後
に
エ
ド
ワ
ー

ド
一
世
の
治
世
に
は
、
マ
ス
タ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
ラ
ベ
ル
（Jo

h
n L

o
v
el

）

は
、
ロ
ン
ド
ン
の
ア
ー
チ
裁
判
所
（
カ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
区
裁
判
所
）

で
カ
ノ
ン
法
曹
と
し
て
実
務
に
従
事
し
て
い
た
が
、
国
王
の
た
め
に
勤

務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
、
一
二
九
〇
年
か
ら
一
二
九
二
年
ま
で

人
民
訴
訟
裁
判
所
の
主
席
書
記
官
（
ロ
ー
ル
と
令
状
の
保
管
係
）
で
あ

り
、
そ
の
後
一
二
九
二
年
か
ら
一
二
九
四
年
ま
で
大
巡
察
の
裁
判
官
と

し
て
活
動
し
た
。
そ
の
後
彼
は
ま
た
、
ほ
ん
の
一
開
廷
期
だ
け
で
あ
っ

た
が
、
王
座
裁
判
所
の
裁
判
官
の
一
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う

な
人
々
は
い
つ
も
、
様
々
な
階
層
か
ら
成
る
裁
判
官
の
中
で
は
極
め
て

僅
か
な
部
分
し
か
占
め
て
お
ら
ず
、
一
三
〇
〇
年
以
降
は
そ
の
中
か
ら

姿
を
消
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
三
世
紀
の
最
後
の
四
半
期
に
活
動
し
、
我
々
が
そ
の
詳
細
を
知
っ

て
い
る
よ
う
な
職
業
的
法
律
家
の
最
初
の
世
代
の
何
人
か
は
、
お
そ
ら

く
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
学
の
ど
ち
ら
か
一
つ
に
出
席
し
て
、
少
な
く

と
も
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
学
識
法
の
法
訓
練
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
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と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
エ
ド
マ
ン
ド
・
オ

ヴ
・
パ
シ
ュ
リ
ー
（E

d
m
u
n
d o

f P
a
sh
ley

）
は
、
国
王
裁
判
官
の
一

人
で
あ
っ
た
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
・
オ
ヴ
・
ス
タ
ン
ト
ン
（H

erv
ey
 
o
f

 
S
ta
n
to
n

）
に
よ
っ
て
、「
レ
ジ
ス
ト
（leg

ist

）」（
資
格
を
も
っ
た
ロ
ー

マ
法
学
者
）
と
、
つ
い
で
な
が
ら
で
は
あ
る
が
は
っ
き
り
と
言
及
さ
れ

て

20
）

い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
文
脈
に
お
い
て
、
パ
シ
ュ

リ
ー
が
結
果
と
し
て
出
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
裁
判
官

に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
の
引
用
句
を
識
別
す
る
こ
と
だ
け
で

21
）

あ
っ
た
。
パ
シ
ュ
リ
ー
は
ま
た
明
ら
か
に
カ
ノ
ン
法
も
あ
る
程
度
知
っ

て

22
）

い
た
。
判
例
集
に
よ
れ
ば
、
彼
の
同
僚
で
あ
り
仲
間
の
サ
ー
ジ
ャ
ン

ト
の
ヘ
ン
リ
・
ル
・
ス
ク
ロ

23
）

ー
プ
（H

en
ry le S

cro
p
e

）
や
ウ
ィ
リ
ム
・

イ

24
）

ン
ジ（W

illia
m
 
In
g
e

）、
そ
し
て
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
で
後
に
人
民
訴
訟

裁
判
所
の
裁
判
官
と
な
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ヴ
・
ベ
リ
フ
ォ

25
）

ー
ド

（W
illia

m
 
o
f B

erefo
rd

）
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ワ

26
）

ー
ド
（W

illia
m

 
H
o
w
a
rd

）の
い
ず
れ
も
が
、
ロ
ー
マ
法
と
カ
ノ
ン
法
の
両
方
の
知
識
を

あ
る
程
度
持
っ
て
い
た
。
ま
た
一
二
九
〇
年
代
の
不
認
可
理
由
開
示

（qu
are n

on ad
m
isit

）
訴
訟
の
報
告
か
ら
分
か
る
の
は
、「
名
誉
毀
損

（in
fam

ia

）」と
い
う
カ
ノ
ン
法
上
の
概
念
が
、
カ
ノ
ン
法
曹
以
外
の
相

当
数
の
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
た
ち
（
ロ
ジ
ャ
ー
・
オ
ヴ
・
ハ
イ
ア
ム
（R

o
g
er

 
o
f H

ig
h
a
m

）、
ジ
ョ
ン
・
オ
ヴ
・
マ
ト
フ
ォ
ー
ド（Jo

h
n o
f M

u
tfo
rd

）、

ニ
コ
ラ
ス
・
オ
ヴ
・
ウ
ォ
リ
ッ
ク
（N

ich
o
la
s o
f W

a
rw
ick

）
そ
し

て
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
ピ
ガ
ナ
ル
（H

en
ry S

p
ig
u
rn
el

））
に
知
ら
れ
て
い

た
こ
と
で

27
）

あ
る
。
彼
ら
は
〔
学
識
法
の
〕
教
育
を
受
け
て
い
た
と
は
い

え
、
第
一
義
的
に
は
、
学
識
法
曹
だ
っ
た
の
で
は
な
く
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー

法
律
家
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ず
っ
と
そ
う
で
あ
り
続
け
た
。
そ
し
て
彼

ら
は
、
法
廷
に
現
れ
た
と
き
、
通
常
彼
ら
以
外
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律

家
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
議
論
し
、
そ
の
議
論
の
中
で
ロ
ー
マ
法
や

カ
ノ
ン
法
の
知
識
を
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
学
識
法
の
伝
統
か
ら
影
響
が
及
ぶ
道
筋
が
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
り
、
ま
た
一
見
す
る
と
〔
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
と
の
間
に
〕
数

多
く
の
類
似
点
や
並
行
的
発
展
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
事
柄
も
あ
る

の
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
曹
の
発
展
は
、
既
存
の
何
ら
か
の
ロ
ー
マ
・

カ
ノ
ン
法
の
モ
デ
ル
に
、
何
か
負
う
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
多
く

を
負
っ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家

が
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
と
ア
ト
ー
ニ
ー
と
い
う
二
つ
の
集
団
に
分
か
れ
て
い

る
こ
と
は
、確
か
に
、カ
ノ
ン
法
曹
が
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
と
プ
ロ
ク
タ
ー

に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
と
似
て
い
る
。
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
と
ア
ド
ヴ
ォ
ケ

イ
ト
は
、
依
頼
人
の
た
め
の
法
廷
弁
護
士
（co

u
rtro

o
m
 
sp
ea
k
ers

）

で
あ
る
と
い
う
共
通
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
依
頼
人
に
よ

る
ど
ん
な
正
式
な
任
命
も
な
し
に
そ
の
機
能
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
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一
三
世
紀
の
前
半
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
に
対
し
て

a
d
v
o
ca
tu
s

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
証
拠
さ
え

28
）

あ
る
。
た
だ
、na

rra
-

to
r

な
い
しp

ro
lo
cu
to
r

と
い
う
語
を
用
い
る
方
が
極
め
て
一
般
的
で

あ
り
、
そ
の
時
期
以
降
はa

d
v
o
ca
tu
s

を
用
い
て
い
る
証
拠
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
し
か
し
、a

d
v
o
ca
tu
s

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
は
、

〔
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
と
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
が
〕機
能
の
点
で
何
か
類
似
し
て

い
た
が
故
に
で
は
な
く
、
そ
う
で
は
な
く
てa

d
v
o
ca
tu
s

がa
d
v
o
ca
re

の
過
去
分
詞
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
依
頼
人
に
代
わ
っ
て
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト

が
法
廷
で
述
べ
た
こ
と
を
「
採
用
す
る
（a

d
o
p
tin
g

）」
時
の
依
頼
人
本

人
、
な
い
し
彼
の
ア
ト
ー
ニ
ー
の
行
動
に
用
い
ら
れ
た
動
詞
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
（d

isa
d
v
o
ca
re

と
い
う
語
は
、
採
用
し
な
い
時
に
用
い
ら

29
）

れ
た
）。
し
た
が
っ
て
、ad

v
o
ca
tu
s

は
、
依
頼
人
の
た
め
に
語
る
人
で
、

そ
の
人
の
言
葉
が
依
頼
人
に
よ
っ
て
法
廷
で
通
常
採
用
さ
れ
る
と
い
う

よ
う
な
人
を
指
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
我
々
は
、
二
つ
の

法
制
度
の
間
に
さ
ら
に
決
定
的
な
相
違
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ア

ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
相
当
物
〔
で
あ
る
サ
ー

ジ
ャ
ン
ト
〕
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
不
可
欠
だ
っ
た
の
と

は
異
な
り
、
教
会
裁
判
所
に
お
い
て
不
可
欠
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

と
い
う
の
も
、
プ
ロ
ク
タ
ー
を
用
い
る
訴
訟
当
事
者
は
、
教
会
裁
判
所

で
プ
ロ
ク
タ
ー
が
純
粋
に
言
葉
の
上
の
言
い
誤
り
を
犯
し
た
と
し
て
も

そ
れ
に
よ
り
不
利
益
を
被
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
訴
訟
当
事
者
が
彼
の
ア
ト
ー
ニ
ー
の
言
い
誤
り

に
よ
っ
て
不
利
益
を
被
っ
て
い
た
の
と
は
異
な
っ
て
。
こ
れ
を
避
け
る

こ
と
が
常
に
、
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
を
用
い
る
重
要
な
理
由
の
一
つ
で
あ
っ

た
。ア

ト
ー
ニ
ー
と
プ
ロ
ク
タ
ー
の
間
に
も
形
式
と
機
能
の
点
で
あ
る
程

度
類
似
点
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
両
者
は
い
ず
れ
も
、
法
廷
で
依
頼

人
を
代
理
す
る
に
あ
た
っ
て
は
依
頼
人
に
よ
っ
て
明
確
に
任
命
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
一
七
〇
年
代
に
書
か
れ
た
と
言
わ

れ
る
『
財
務
府
対
話
』
の
一
節
に
は
、
プ
ロ
ク
タ
ー
（p

ro
cu
ra
to
r

）

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
語
は
、
国
王
裁
判
所
で
活
動
す

る
法
的
代
理
人
、
す
な
わ
ち
後
に
ア
ト
ー
ニ
ー
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な

る
人
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て

30
）

い
る
。
し
か
し
、
一
一
八
九
年
頃
に
完
成

し
た
最
初
の
重
要
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
つ
い
て
の
論
文
で
あ
る
『
グ
ラ

ン
ヴ
ィ
ル
』の
時
代
ま
で
に
す
で
に
、
用
い
ら
れ
る
語
は
、pro

cu
ra
to
r

で
は
な
く
てresp

o
n
sa
lis

と
な
っ
て

31
）

い
る
。
間
も
な
く
こ
の
語
も
取
っ

て
代
わ
ら
れ
た
。
現
存
す
る
初
期
の
訴
訟
記
録
集
の
中
に
見
出
さ
れ
る

の
は
、p

o
situ

s lo
co
 
X

（「
Ｘ
の
代
わ
り
に
置
か
れ
た
」）
と
い
う
か

な
り
不
格
好
な
形
容
詞
句
で
あ
る
。
よ
り
き
ち
ん
と
し
たa

tto
rn
a
tu
s

と
い
う
語
が
最
初
に
見
出
さ
れ
る
の
は
一
二
〇
〇
年
の
ミ
ク
ル
マ
ス
開
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廷
期
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
語
が
ま
も
な
く
よ
り
古
い
語
に
と
っ
て
代

32
）

わ
っ
た
。
さ
ら
に
、
代
理
人
の
任
命
の
方
法
は
、
二
つ
の
法
制
度
に
お

い
て
極
め
て
異
な
っ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
的
伝
統
に
お
け
る

プ
ロ
ク
タ
ー
た
ち
は
、
依
頼
人
の
名
前
の
も
と
に
書
か
れ
た
別
々
の
書

面
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
。一
方
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
け
る
ア
ト
ー

ニ
ー
た
ち
は
裁
判
所
に
（
あ
る
い
は
任
命
を
受
け
入
れ
る
権
限
を
与
え

ら
れ
た
人
の
面
前
に
）
出
廷
し
て
い
る
訴
訟
当
事
者
本
人
に
よ
っ
て
口

頭
で
任
命
さ
れ
、
そ
の
後
そ
の
任
命
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
書
き
取
ら
れ

て
保
管
さ
れ
た
。
も
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
曹
の
二
つ
の
職
種
が（
あ

る
い
は
二
つ
の
職
種
を
生
ん
だ
二
つ
の
別
々
の
機
能
さ
え
も
が
）、意
識

的
に
カ
ノ
ン
法
の
相
当
物〔
で
あ
る
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
と
プ
ロ
ク
タ
ー
〕

を
基
礎
と
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
二
つ
の
〔
法
制
度
に
お
け
る
〕

法
曹
の
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
の
間
の
類
似
点
が
原
初
期
と
比
べ
る
と
見
ら

れ
な
く
な
る
の
は
理
解
し
難
い
し
、〔
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
や
ア
ト
ー
ニ
ー
に

対
し
て
〕
用
い
ら
れ
て
い
た
学
識
法
的
な
呼
称
が
す
ぐ
さ
ま
捨
て
去
ら

れ
て
、
別
の
呼
称
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
も
奇
妙
で
あ
る
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
と
教
会
裁
判
所
は
、
専
門
職
業
化
と
い
う
点

で
も
似
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー

裁
判
所
で
は
一
三
世
紀
後
半
に
、
裁
判
所
で
実
務
に
従
事
す
る
こ
と
を

許
さ
れ
る
者
た
ち
に
つ
い
て
、
統
制
を
課
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と

が
確
認
で
き
た
。
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
そ
の
よ
う
な
統
制
は
、
ロ
ン

ド
ン
で
は
一
二
八
〇
年
に
、
シ
テ
ィ
ー
の
諸
裁
判
所
で
実
務
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
に
対
し
て
課
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も

一
二
九
〇
年
代
初
め
ま
で
に
人
民
訴
訟
裁
判
所
の
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
に
も

課
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。一
二
九
二
年
に
は
同
じ
よ
う
な
統
制
を
、

人
民
訴
訟
裁
判
所
の
職
業
的
ア
ト
ー
ニ
ー
に
課
そ
う
と
す
る
明
白
な
試

み
が

33
）

あ
っ
た
。
こ
の
点
で
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
は
教
会
裁
判
所
に

先
ん
じ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
教
会
裁
判
所
で
は
、
ア
ー
チ
裁
判

所
で
実
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
者
た
ち
を
統
制
し
て
い
る
こ

と
を
示
す
現
存
の
最
古
の
史
料
が
、
一
二
九
五
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く

現
れ
る
。
さ
ら
に
教
会
裁
判
所
は
、
そ
の
裁
判
所
で
実
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
許
さ
れ
る
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
に
統
制
を
課
そ
う
と
し
た
際
、
適

用
す
べ
き
一
つ
の
明
確
な
基
準
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
カ
ノ
ン
法

ま
た
は
ロ
ー
マ
法
の
大
学
教
育
（
後
に
は
そ
の
学
位
）
と
い
う
要
件
〔
を

満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
〕
で
あ
る
。
一
三
世
紀
の
大
半

の
期
間
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
会
裁
判
所
の
職
業
的
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト

が
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
学
の
い
ず
れ
か
一
つ
で
カ
ノ
ン
法
お
よ
び（
ま

た
は
）
ロ
ー
マ
法
を
学
ぶ
こ
と
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
に
な
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
般
的
慣
例
が
法
準
則
と
な
り
、
そ
の

資
格
を
持
た
な
い
者
を
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
と
し
て
の
実
務
活
動
か
ら
閉
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め
出
す
の
は
、
よ
う
や
く
一
三
世
紀
の
最
後
の
四
半
期
に
な
っ
て
か
ら

で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
最
初
の
一
般
的
法
準
則
は
、
以
下

の
こ
と
を
定
め
た
ラ
ン
ベ
ス
大
司
教
区
会
議
（
一
二
八
一
年
）
の
決
議

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
如
何
な
る
者
も
、
最
低
三
年
間
カ
ノ
ン
法
と
ロ
ー

マ
法
の
講
義
に
出
席
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
カ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
管
区

内
の
教
会
裁
判
所
で
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
と
し
て
実
務
に
従
事
し
て
は
な

ら
な
い
と
定
め
て

34
）

い
た
。
ア
ー
チ
裁
判
所
で
実
務
に
従
事
す
る
許
可
を

求
め
る
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
に
は
、
さ
ら
に
高
い
要
件
が
、
大
司
教
ウ
ィ

ン
チ
ェ
ル
シ
ー
（W

in
ch
elsey

）
に
よ
り
一
二
九
五
年
の
制
定
法
に

よ
っ
て
課
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
最
低
四
年
間
（
五
年
間
が
望
ま
し
い
）

講
義
に
出
席
す
る
こ
と
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
一
年
間
ア
ー
チ
裁
判
所

自
体
に
（
お
そ
ら
く
は
そ
の
裁
判
所
の
実
務
と
慣
習
を
学
ぶ
た
め
に
）

定
期
的
に
出
席
す
る
こ
と
で

35
）

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
司
教
ス
ト

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
（S

tra
tfo
rd

）
が
、
少
な
く
と
も
カ
ノ
ン
法
か
ロ
ー

マ
法
の
学
士
の
学
位
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
を
、
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
の

要
件
と
し
た
の
は
、
一
三
四
二
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で

36
）

あ
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
同
じ
時
期
に
我
々
が
初
め
て
目
に
す
る
例
が
あ
る
。そ
れ
は
、

ア
ー
チ
裁
判
所
の
プ
ロ
ク
タ
ー
に
充
て
ら
れ
て
い
る
限
ら
れ
た
数
の
ポ

ス
ト
の
一
つ
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
、
法
学
士
に
優
先
権
が
与
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
例
で
あ
る
。
一
四
世
紀
半
ば
に
な
っ
て
初
め
て
、
イ

ン
ズ
・
オ
ヴ
・
コ
ー
ト
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家

の
法
学
教
育
の
た
め
の
機
関
と
し
て
現
れ
る
。既
に
見
た
よ
う
に
、サ
ー

ジ
ャ
ン
ト
の
中
の
複
数
が
ロ
ー
マ
法
お
よ
び
（
ま
た
は
）
カ
ノ
ン
法
の

教
育
を
受
け
て
い
た
か
も
し
れ
ず
、
全
員
で
は
な
い
に
せ
よ
ほ
と
ん
ど

の
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
が
、
一
三
世
紀
の
第
四
四
半
期
ま
で
に
、
ウ
ェ
ス
ト

ミ
ン
ス
タ
か
ロ
ン
ド
ン
で
受
講
可
能
だ
っ
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加

し
て
い
た
と
い
う
の
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
適
用
さ

れ
う
る
明
確
な
教
育
上
の
基
準
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
そ
の
時
期
以

前
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
で
よ
り
高
度
な
法
実
務
に
従
事
す
る
た
め

に
必
要
な
資
格
要
件
と
し
て
、
明
確
に
は
認
識
で
き
る
も
の
は
な
か
っ

た
し
、
一
六
世
紀
以
前
は
イ
ン
ズ
・
オ
ヴ
・
コ
ー
ト
へ
の
出
席
が
法
実

務
に
従
事
す
る
た
め
の
資
格
要
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
も
な

か
っ
た
。

職
務
倫
理
規
定
を
課
し
て
強
制
す
る
と
い
う
点
で
も
、コ
モ
ン
・
ロ
ー

裁
判
所
と
教
会
裁
判
所
は
か
な
り
異
な
っ
た
道
筋
を
辿
っ
た
。
早
く
も

一
三
世
紀
の
最
初
の
四
半
期
に
は
、
教
会
裁
判
所
は
、
カ
ノ
ン
法
の
ア

ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
に
、
主
要
な
職
業
的
倫
理
規
定
の
い
く
つ
か
を
遵
守
す

る
義
務
を
負
わ
せ
る
宣
誓
を
お
こ
な
う
こ
と
を
求
め
始
め
た
。
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
カ
ノ
ン
法
の
職
業
的
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
に
そ
の
よ
う
な
宣
誓

を
課
し
た
最
初
の
証
拠
が
見
出
さ
れ
る
の
は
一
二
三
七
年
の
こ
と
で
あ
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る
。
こ
の
年
に
教
皇
特
使
オ
ッ
ト
ー
が
ロ
ン
ド
ン
で
教
会
会
議
を
開
催

し
、
そ
こ
で
、
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
に（
依
頼
人
に
誠
実
に
仕
え
る
こ
と
、

依
頼
人
の
相
手
方
当
事
者
を
不
当
に
足
止
め
し
た
り
、
相
手
方
当
事
者

に
権
利
が
あ
る
場
合
に
、
彼
ら
が
正
義
を
得
る
こ
と
を
妨
げ
た
り
し
な

い
こ
と
を
）
宣
誓
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
条
項
（
第
二
九
条
）
を
含
む

立
法
が
成
立

37
）

し
た
。
こ
の
条
項
は
、
様
々
な
司
教
区
を
対
象
と
す
る
各

地
の
司
教
区
の
立
法
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
、
補
強
さ
れ
、
そ
し
て
時

に
は
拡
大
さ
れ
た
。一
二
七
三
年
に
、カ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
キ
ル
ウ
ォ
ー

ビ
ー
（K

ilw
a
rd
b
y

）
は
、
大
司
教
区
裁
判
所
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
の
ア
ー

チ
裁
判
所
に
お
い
て
実
務
に
従
事
し
た
い
と
望
む
法
律
家
を
対
象
と
し

て
、
よ
り
手
の
込
ん
だ
宣
誓
を
、
そ
の
裁
判
所
で
実
務
に
従
事
す
る
プ

ロ
ク
タ
ー
か
ら
も
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
か
ら
も
要
求
す
る
こ
と
に
し
た
。

一
二
七
四
年
以
降
に
は
（〔
第
二
〕
リ
ヨ
ン
公
会
議
の
結
果
と
し
て
）、

カ
ノ
ン
法
の
プ
ロ
ク
タ
ー
も
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
も
全
員
、
単
に
実
務
従

事
許
可
の
時
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
後
も
一
年
お
き
に
そ
の
よ
う
な
宣

誓
を
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
世
俗
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
に
同
様
の
宣
誓
が
要
求
さ

れ
て
い
る
何
ら
か
の
証
拠
が
あ
る
の
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
シ
テ
ィ
ー
の
諸

裁
判
所
の
み
で
あ
る
。こ
の
時
期
に
主
要
な
国
王
裁
判
所
が
、サ
ー
ジ
ャ

ン
ト
で
あ
れ
ア
ト
ー
ニ
ー
で
あ
れ
、
彼
ら
か
ら
同
様
の
宣
誓
を
要
求
し

て
い
る
証
拠
は
何
も
な
い
。

ま
た
、
教
会
裁
判
所
に
お
け
る
職
務
上
の
行
為
に
つ
い
て
の
詳
細
な

規
定
に
匹
敵
す
る
も
の
を
見
出
し
う
る
の
も
、
ロ
ン
ド
ン
に
つ
い
て
の

み
で
あ
る（
一
二
八
〇
年
の
規
定
の
中
に
見
出

38
）

せ
る
）。
一
二
三
七
年
の

教
皇
特
使
の
教
会
会
議
自
体
は
あ
る
倫
理
規
定
を
成
立
さ
せ
た
が
、
そ

れ
は
、
教
会
会
議
が
定
め
た
新
規
任
用
の
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
に
よ
る
宣

誓
の
中
で
は
、
特
に
言
及
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
証
人
に
偽
証
を
さ

せ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
虚
偽
を
述
べ
た
り
真
実
を
隠
し
た
り
す
る
よ
う

に
当
事
者
に
指
示
す
る
こ
と
は
、
初
め
て
の
違
反
の
場
合
は
、「
職
務
」

（
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
と
し
て
の
活
動
）停
止
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
る
と
と
も

に
、
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
が
自
分
の
違
反
行
為
の
償
い
を
す
る
ま
で
ず
っ

と
彼
が
持
っ
て
い
た
収
入
（b

en
efice

）
を
停
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
罰

せ
ら
れ
る
こ
と
に

39
）

な
っ
た
。
違
反
の
繰
り
返
し
は
、「
適
正
な
処
罰（d

u
e

 
p
en
a
lty

）」（
内
容
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
）
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
た
。

ア
ー
チ
裁
判
所
の
た
め
の
カ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ル
シ
ー

（W
in
ch
elsey

）に
よ
る
一
二
九
五
年
の
諸
規
定
も
ま
た
、
そ
の
裁
判
所

で
実
務
に
従
事
す
る
法
律
家
た
ち
の
た
め
の
職
務
行
為
に
つ
い
て
の
極

め
て
詳
細
な
規
定
と
、
こ
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
金
の
一
覧
表

を
内
容
と
し
て

40
）

い
た
。
こ
の
規
定
〔
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
〕

は
、
証
拠
の
悪
意
に
よ
る
未
提
出
、
偽
造
文
書
の
利
用
、
真
正
文
書
の
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内
容
削
除
な
い
し
内
容
変
更
、
直
接
的
間
接
的
に
証
人
に
偽
証
さ
せ
る

こ
と
、
虚
偽
の
訴
訟
に
継
続
的
に
出
廷
す
る
こ
と
、
真
実
で
は
な
い
事

実
を
故
意
に
主
張
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
国
王
禁
止
令
状
を
用
い
る
こ

と
が
不
適
切
で
あ
る
訴
訟
に
お
い
て
、
禁
止
令
状
を
入
手
し
た
り
提
示

し
た
り
す
る
こ
と
、
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
義
務
へ
の
違
反
は
生

涯
停
職
（p

erm
a
n
en
t su

sp
en
sio
n

）
を
意
味
し
、
そ
れ
ら
に
違
反
し

た
と
疑
わ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
嫌
疑
が
晴
れ
る
ま
で
職
務
停
止
と
な
っ

た
。
そ
れ
よ
り
も
軽
か
っ
た
の
は
、
同
僚
〔
で
あ
る
法
律
家
〕
や
裁
判

所
に
対
し
て
度
を
超
え
て
話
し
過
ぎ
た
り
、
不
作
法
を
働
い
た
り
す
る

法
律
家
に
よ
る
裁
判
所
の
業
務
の
妨
害
で
あ
っ
た
。
何
で
あ
れ
最
初
の

違
反
に
対
す
る
処
罰
は
主
席
裁
判
官
の
意
向
に
任
せ
ら
れ
て
い
た
。
矯

正
不
能
と
判
断
さ
れ
た
違
反
者
に
対
し
て
の
み
、
生
涯
停
職
の
処
分
が

下
さ
れ
た
。
同
様
の
処
分
は
、
自
分
が
担
当
す
る
訴
訟
の
一
つ
が
審
理

に
送
ら
れ
て
き
た
時
に
、
自
分
の
欠
席
の
代
わ
り
を
務
め
る
よ
う
同
僚

の
法
律
家
と
申
し
合
わ
せ
ず
に
、
法
廷
を
欠
席
し
た
法
律
家
に
対
し
て

も
下
さ
れ
た
。
常
に
足
繁
く
飲
み
屋
に
通
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た

ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト
や
プ
ロ
ク
タ
ー
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
裁
判

所
に
よ
る
判
決
の
確
定
や
判
決
の
執
行
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
虚
偽
の

意
味
の
な
い
上
訴
を
す
る
法
律
家
た
ち
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
一
時
停

職
な
い
し
生
涯
停
職
と
い
う
処
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
教
会
裁
判
所

も
、
そ
の
裁
判
所
自
体
の
た
め
の
同
様
の
法
準
則
を
持
っ
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
現
存

し
な
い
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
世
俗
裁
判
所
で
実
務
に
従
事
す
る
か
な
り
の
数
の

職
業
的
法
律
家
が
出
現
し
た
こ
と
は
、
一
三
世
紀
に
お
け
る
一
つ
の
発

展
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王
裁
判
所
の
早
期
の
集
権

化
と
、
新
し
い
種
類
の
国
王
裁
判
所
の
創
設
を
反
映
し
て
い
る
。
新
し

い
国
王
裁
判
所
は
、
そ
こ
で
役
割
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
訴

訟
当
事
者
が
必
要
と
す
る
種
類
の
職
業
的
専
門
的
法
技
術
を
提
供
す
る

法
曹
の
成
長
を
助
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
法
曹
の
専
門

的
法
技
術
は
、
大
学
に
お
け
る
書
か
れ
た
権
威
的
テ
キ
ス
ト
の
学
習
を

通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
同
時
期
に
は
、
教

会
裁
判
所
を
主
た
る
実
務
活
動
の
場
と
す
る
別
種
の
法
曹
が
発
展
し
て

い
た
。
彼
ら
の
知
識
と
専
門
的
法
技
術
は
、
大
学
に
お
け
る
書
か
れ
た

古
典
的
テ
キ
ス
ト
の
学
習
に
基
づ
い
て
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
は
、
す
で
に
一
三
世
紀
末
ま
で
に
非
公
式
に
は
教
え
ら
れ
て

お
り
、
一
四
世
紀
半
ば
ま
で
に
は
そ
れ
独
自
の
教
育
機
関
で
あ
る
イ
ン

ズ
・
オ
ヴ
・
コ
ー
ト
を
発
展
さ
せ
て
い
て
、
そ
れ
が
の
ち
に
は
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
「
第
三
の
大
学
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ブ
ラ
ッ
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ク
ス
ト
ー
ン
は
一
八
世
紀
半
ば
に
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
法
を
教
授
し
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ど
の

大
学
に
お
い
て
も
正
規
に
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九
世
紀

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
裁
判
所
制
度
に
お
け
る
変
革
が
、
そ
れ
ま
で
別
々
だ
っ
た

世
俗
裁
判
所
と
教
会
裁
判
所
の
制
度
や
法
曹
を
実
際
に
合
流
さ
せ
た
の

で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
曹
の
歴
史
は
、
そ
の
独
特
の
持
続
的
特

徴
を
説
明
す
る
の
に
重
要
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
と
は
、〔
バ
リ
ス
タ
と
ソ

リ
シ
タ
と
い
う
〕法
曹
の
二
種
類
へ
の
分
岐
、司
法
職
に
つ
い
て
の
別
々

の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
発
展
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
〔
に
よ
る
法
曹
一
元
〕、

お
よ
び
抽
象
的
思
考
と
論
理
的
思
索
を
好
ま
な
い
こ
と
で
あ
る
。

１
）

本
稿
の
前
半
部
分
は
、
主
と
し
て
、P

a
u
l B
ra
n
d
,
O
rigin

s of th
e

 
E
n
glish

 
L
egal P

rofession
(O
x
fo
rd
,
1992)

に
お
け
る
研
究
成
果

の
要
約
で
あ
り
、
こ
こ
で
述
べ
る
内
容
の
参
照
文
献
に
つ
い
て
は
こ
れ

を
参
照
さ
れ
た
い
。

２
）

詳
細
は
、P
a
u
l B

ra
n
d
,
‘T
h
e
 
S
erjea

n
ts
 
o
f th

e
 
C
o
m
m
o
n

 
B
en
ch in th

e R
eig
n o

f E
d
w
a
rd I:

a
n E

m
erg

in
g P

ro
fessio

n
a
l

 
E
lite’

in T
h
irteen

th C
en
tu
ry E

n
glan

d
 
V
II:

proceed
in
gs of

 
th
e
 
D
u
rh
am
 
C
on
feren

ce
 
1
9
9
7
,
ed
.
M
ich
a
el P

restw
ich
,

R
ich
a
rd B

ritn
ell a

n
d R

o
b
in F

ra
m
e
(W
o
o
d
b
rid
g
e,
1999),

p
p
.

81
102

を
参
照
せ
よ
。

３
）

B
ra
n
d
,
O
rigin

s of th
e E

n
glish L

egal P
rofession

,
p
.88.

４
）

M
u
n
im
en
ta
 
G
ild
h
allae

 
L
on
d
on
ien
sis
,
ed
.
H
.T
.R
iley

(R
o
lls S

eries),
ii,
p
a
rt ii,

p
p
.280

2.

５
）

R
otu
li
 
P
arliam

en
tu
m
,
i,
84,

n
o
.22;

T
(h
e)

N
(a
tio
n
a
l)

A
(rch

iv
es),

P
(u
b
lic)

R
(eco

rd
)
O
(ffice),

C
P
 
40 /95,

m
.71d

.

６
）

初
期
の
法
学
教
育
に
つ
い
て
は
、P

a
u
l B

ra
n
d
,
‘L
eg
a
l E

d
u
ca
-

tio
n in E

n
g
la
n
d b

efo
re th

e In
n
s o
f C

o
u
rt’

in L
earn

in
g th

e
 

L
aw
:
T
each

in
g an

d
 
th
e T

ran
sm
ission of L

aw
 
in E

n
glan

d
,

ed
.
Jo
n
a
th
a
n A

.
B
u
sh a

n
d A

la
in W

ijffelts
(L
o
n
d
o
n
,
1999),

p
p
.51

84.

７
）

S
tatu

tes of th
e R

ealm
,
i,
34.

８
）

M
u
n
im
en
ta
 
G
ild
h
allae

 
L
on
d
on
ien
sis
,
ed
.
H
.T
.R
iley

(R
o
lls S

eries),
ii,
p
a
rt ii,

p
p
.280

2.

９
）

L
I M

S
.
M
iscella

n
eo
u
s 87,

ff.80
v
.

10
）

M
a
th
ew
 
P
a
ris,

C
h
ron

ica
 
M
ajora

(R
o
lls S

eries),
iii,

p
p
.

618
20.

11
）

T
N
A
,
P
R
O
 
E
 
368 /42,

m
.3d
.

12
）

職
業
的
カ
ノ
ン
法
曹
の
発
展
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
説
明
は
、

B
ra
n
d
,
O
rigin

s of
 
th
e E

n
glish

 
L
egal P

rofession
(O
x
fo
rd
,

1992),
C
h
a
p
ter 9

を
参
照
。

13
）

R
a
lp
h
 
V
.
T
u
rn
er,

E
n
glish

 
Ju
d
iciary

 
in
 
th
e
 
A
ge
 
of

 
G
lan

vill an
d
 
B
racton

,
c.
1
1
7
6
1
2
3
9
(C
a
m
b
rid
g
e,
1985),

p
p
.36

8.
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14
）

Ibid
,
p
.96.

15
）

Ibid
.,
p
.233.

16
）

C
artu

lary
 
of
 
O
sen

ey
 
A
bbey

,
ed
.
H
.
E
.
S
a
lter

(6v
o
ls.,

O
x
fo
rd H

isto
rica

l S
o
ciety

,1929
36),iii,p

p
.42,117.

国
王
が
彼

を
最
初
は
カ
ノ
ン
法
曹
と
し
て
雇
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、C

alen
d
ar

 
of P

aten
t R

olls,
1
2
3
2
4
7
,
p
p
.173,

261,
265

を
参
照
。
同
じ
時

期
の
も
う
一
人
の
国
王
裁
判
官
で
、
学
識
法
曹
で
も
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ボ
ン
カ
ー
（W

illia
m
 
B
o
n
q
u
er

）
に
つ
い
て
は
、B

ra
n
d
,T
h
e

 
M
akin

g of C
om
m
on
 
L
aw

(L
o
n
d
o
n
,
1992),

p
.72 a

n
d n

o
te

を

参
照
。

17
）

R
egistru

m
 
P
alatin

u
m
 
D
u
n
elm

en
se
,
ed
.
T
.D
.H
a
rd
y
(4

 
v
o
ls.,

R
o
lls S

eries,
1873

8),
i,
336

7;
E
(arliest)

E
(n
glish

)

L
(aw

)
R
(eport)

ed
.
P
a
u
l B
ra
n
d
(2v
o
ls.,

S
eld
en S

o
ciety

,
v
o
l.

111
&
112,

1996),
ii,
p
p
.cx
x
v
cx
x
v
i.

18
）

B
ra
n
d
,
T
h
e
 
M
akin

g
 
of
 
C
om
m
on
 
L
aw

(L
o
n
d
o
n
,
1992),

p
.72 n

o
te 81.

19
）

B
ra
n
d in E

E
L
R
,
ii,
p
p
.cx
x
x
ix

cx
l.

20
）

Y
ear

 
B
ooks 3

3
3
5
 
E
d
w
ard

 
I
,
ed
.
A
lfred

 
J.
H
o
rw
o
o
d

(R
o
lls S

eries,
1964),

p
.471.

21
）

パ
シ
ュ
リ
ー
が
有
す
る
ロ
ー
マ
法
の
知
識
に
関
す
る
他
の
証
拠
に
つ

い
て
は
、B
ritish L

ib
ra
ry
,
M
S
.E
g
erto

n 2811,
ff.101v

102r

お

よ
びB
o
d
leia

n M
S
.H
o
lk
h
a
m
 
M
isc.30,

f.58v

を
参
照
。

22
）

B
ritish L

ib
ra
ry
,
M
S
.H
a
rg
ra
v
e 375,

f.147v

を
参
照
。

23
）

彼
が
ロ
ー
マ
法
の
引
用
句
を
パ
シ
ュ
リ
ー
と
取
り
交
わ
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、B

ritish L
ib
ra
ry
,
M
S
.E
g
erto

n 2811,
ff.101v

102v

を
参
照
。
ま
た
、“m

in
o
r et ecclesia p

a
ri p

a
ssu a

m
b
u
la
n
t”

と
い
う
引
用
句
を
彼
が
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、B

ritish
 

L
ib
ra
ry
,
M
S
.
A
d
d
itio

n
a
l 31826,

f.91v

を
参
照
。

24
）

L
in
co
ln
’s In

n
,
M
S
.
M
iscella

n
eo
u
s 738,

f.62r;
B
o
d
leia

n
 

M
S
.
H
o
lk
h
a
m
 
M
isc.754,

f.51v
.

25
）

B
ritish L

ib
ra
ry
,
M
S
.
H
a
rg
ra
v
e 375,

ff.42v
43v

;
C
a
m
b
rid
-

g
e U

n
iv
ersity L

ib
ra
ry
,
M
S
.E
e.6.18,

ff.11r
v
;
Y
ear B

ooks 2

&
3
 
E
d
w
ard

 
II
,
ed
.,
F
.W
.
M
a
itla

n
d
(S
eld
en S

o
ciety

,
v
o
l.

19,
1904)

p
p
.173

8 a
t 176;

B
ritish L

ib
ra
ry
,
M
S
.H
a
rley 25,

f.

186v
;
B
ritish L

ib
ra
ry
,
M
S
.S
to
w
e 386,

f.115r.

26
）

B
ritish

 
L
ib
ra
ry
,
M
S
.
A
d
d
itio

n
a
l 31826,

f.116r;
B
ritish

 
L
ib
ra
ry
,
M
S
.
S
to
w
e 386,

f.115r.

27
）

B
ritish L

ib
ra
ry
,
M
S
.
A
d
d
itio

n
a
l 5925,

f.76r.

28
）

C
u
ria R

egis R
olls

,
v
o
l.13,

n
o
.
1194

(1228).

こ
の
語
は
、
一
二

四
四
年
の
規
定
に
お
け
る
例
の
よ
う
に
ロ
ン
ド
ン
で
も
時
々
用
い
ら
れ

て
い
る
。L

on
d
on
 
E
yre of 1

2
4
4
,
ed
.
H
elen

a M
.
C
h
ew
 
a
n
d

 
M
a
rtin W

ein
b
a
u
m
(L
o
n
d
o
n R

eco
rd S

o
ciety

,
v
o
l.6,

1970),

n
o
.236,

p
.96.

ま
た
、
一
二
六
四
年
の
さ
ら
な
る
規
定
を
伝
え
る
ロ
ン

ド
ン
の
年
代
記
作
者
に
よ
っ
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。L

iber
 
d
e

 
A
n
tiqu

is L
egibu

s
(C
a
m
d
en S

o
ciety o

ld series,
n
o
.
34,

1968),

p
.70.

29
）

前
述
二
頁
も
参
照
。

30
）
『
財
務
府
対
話
』の
著
者
は
、
財
務
府
の
役
人
が
別
の
裁
判
所
で
の
訴
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訟
に
巻
き
込
ま
れ
た
場
合
に
何
が
生
じ
る
か
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
財
務
府
の
開
廷
期
中
に
生
じ
か
つ
そ
の
役
人

が
原
告
で
あ
る
な
ら
、
彼
に
は
訴
訟
を
延
期
す
る
か
「
代
理
人
を
通
じ

て
（p

er p
ro
cu
ra
to
rem

）」
行
動
す
る
か
と
い
う
選
択
肢
が
あ
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
も
し
彼
が
被
告
で
あ
れ
ば
、
単
純
に
出
廷
義
務
が
免

ぜ
ら
れ
る
。
し
か
し
訴
訟
が
財
務
府
の
開
廷
期
中
に
生
じ
て
い
な
い
場

合
、
彼
の
出
廷
の
た
め
に
指
定
さ
れ
た
期
日
が
、
財
務
府
の
開
廷
期
を

始
め
る
た
め
に
〔
彼
が
〕
財
務
府
に
出
向
く
こ
と
を
で
き
な
く
す
る
よ

う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
彼
は
単
純
に
「
代
理
人
（p

ro
cu
ra
to
rem

 
v
el

 
resp

o
n
sa
lem

）」
を
指
名
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

31
）

T
h
e T

reatise on th
e L

aw
s an

d
 
C
u
stom

s of th
e R

ealm
 
of

 
E
n
glan

d
 
C
om
m
on
ly
 
C
alled

 
G
lan

vill,
ed
.
G
.
D
.
G
.
H
a
ll

(O
x
fo
rd
,
1993),

p
p
.132

133.

32
）

R
esp

o
n
sa
lis

と
い
う
語
は
引
き
続
き
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
、
法
廷
外
で
訴
訟
当
事
者
に
よ
っ
て
公
式
の
承
認
な
し
に
指
名
さ
れ

た
ア
ト
ー
ニ
ー
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ア
ト
ー
ニ
ー
は

も
は
や
ア
ト
ー
ニ
ー
と
し
て
の
十
分
な
権
限
を
持
っ
て
い
な
い
者
た
ち

で
あ
っ
た
。

33
）

前
述
、
三
頁
を
参
照
。

34
）

C
ou
n
cil an

d S
yn
od
s
,
ed
.
ii,
p
a
rt 1,

ed
.F
.M

.P
o
w
ick

e a
n
d

 
C
.
R
.
C
h
en
ey

(O
x
fo
rd
,
1964),

p
p
.917

8.

35
）

T
h
e
 
M
ed
ieval

 
C
ou
rt
 
of
 
A
rch

es
,
ed
.
F
.D
o
n
a
ld
 
L
o
g
a
n

(C
a
n
terb

u
ry a

n
d Y

o
rk S

o
ciety v

o
l.95,

2005),
p
p
.7
8.

36
）

Ibid
.,
p
p
.34

5,
38.

37
）

C
ou
n
cil an

d S
yn
od
s
,
ed
.
ii,
p
a
rt 1,

ed
.F
.M

.P
o
w
ick

e a
n
d

 
C
.
R
.
C
h
en
ey

(O
x
fo
rd
,
1964),

p
p
.258

9.

38
）

前
掲
の
註
４
を
参
照
。

39
）

前
掲
の
註
37
を
参
照
。

40
）

T
h
e
 
M
ed
ieval

 
C
ou
rt
 
of
 
A
rch

es
,
ed
.
F
.D
o
n
a
ld
 
L
o
g
a
n

(C
a
n
terb

u
ry a

n
d Y

o
rk S

o
ciety v

o
l.95,

2005),
p
p
.6,
8
10.

付
記本

稿
は
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
オ
ー
ル
・
ソ
ウ
ル
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ

の
フ
ェ
ロ
ー
で
、
英
国
学
士
院
の
フ
ェ
ロ
ー
そ
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

制
史
学
会
（S

eld
en
 
S
o
ciety

）
の
副
会
長
で
あ
る
ポ
ー
ル
・
ブ
ラ
ン

ド
博
士
が
、
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
（
二
〇
〇
八
年
四
月
九
日
）

お
よ
び
九
州
大
学
法
学
部
（
同
一
二
日
）
で
お
こ
な
っ
た
講
演
（T

h
e

 
O
rig
in
s o
f th

e E
n
g
lish L

eg
a
l P
ro
fessio

n

）
の
翻
訳
で
あ
る
。
本

共
訳
は
、
講
演
当
日
に
そ
れ
ぞ
れ
の
会
場
で
通
訳
を
務
め
た
朝
治
（
於

関
西
大
学
）
と
苑
田
（
於
九
州
大
学
）
が
後
日
訳
稿
を
相
互
に
検
討
し

た
結
果
で
あ
る
。

註
は
、
基
本
的
に
は
講
演
原
稿
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
訳
者
の
判
断

で
講
演
原
稿
と
共
に
配
付
さ
れ
た
史
料
の
典
拠
を
加
え
た
。
ま
た
、
読

者
の
便
宜
の
た
め
、
本
文
で
既
述
の
箇
所
に
つ
い
て
は
そ
の
参
照
の
た

め
の
若
干
の
註
を
付
け
加
え
た
。

料
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資

こ

に

の
ペ
ー
ジ
内

★

★
（
付
記
部
分
）

お
さ
め
る
た
め
に

行
送
り
基
本
と
変
え
て
ま
す


