
挫
折
し
た
王
政
改
革
の
試
み

－
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の

『
統
治
計
画
案
』
1

森
　
　
村

敏
　
　
已

（83）挫折した王政改革の試み

は
じ
め
に

　
制
度
史
家
ロ
ラ
ン
・
ム
ニ
エ
は
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
生
誕
三
百
年
を

記
念
す
る
雑
誌
の
特
集
に
「
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
政
治
恩
想
」
と
題
す

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
論
考
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
は
『
テ
レ
マ
ッ
ク
の
冒
険
』

よ
り
も
む
し
ろ
『
統
治
計
函
案
』
の
分
析
に
多
く
の
ぺ
i
ジ
を
割

竜
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
改
革
案
と
は
「
ル
イ
十
四
世
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

絶
対
主
義
へ
の
貴
族
的
反
動
」
で
あ
り
、
当
時
の
社
会
の
発
展
段

階
に
ま
る
で
対
応
し
て
お
ら
ず
、
つ
ま
り
は
政
治
の
表
舞
台
か
ら

追
わ
れ
た
貴
族
の
恨
み
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
方
、

「
こ
の
偉
大
な
著
作
家
は
三
流
の
政
治
家
で
あ
っ
た
」
と
結
論
付

け
る
ム
ニ
エ
と
は
異
な
り
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
を
フ
ラ
ン
ス
政
治
思
想

の
流
れ
の
中
で
解
釈
し
よ
う
。
と
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、
『
統
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
〕

計
画
案
』
の
反
動
的
、
貴
族
主
義
的
性
格
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
事
実
、
『
統
治
計
画
案
』
に
限
ら
ず
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
多
く
の
作

品
に
は
貴
族
の
政
治
的
・
社
会
的
復
権
を
求
め
る
姿
勢
が
見
て
取

れ
る
し
、
三
身
分
の
枠
組
を
揺
る
が
す
社
会
的
流
動
性
へ
の
反
発

も
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
見
解
の
非
現
実
性
ば
か
り

を
強
調
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
『
統
治
計
画
案
』
は
ユ
ー

ト
ピ
ア
物
語
で
も
な
け
れ
ぱ
、
現
実
の
政
治
を
知
ら
な
い
知
識
人

が
練
り
上
げ
た
理
想
の
表
明
で
も
な
い
。
静
寂
主
義
論
争
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ニ
ハ
九
七
年
以
降
宮
廷
を
遺
わ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
フ
ェ
ヌ
ロ

ン
は
け
っ
し
て
世
捨
て
人
で
は
な
か
う
た
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
で
影

響
力
を
も
つ
シ
ュ
ヴ
ル
ー
ズ
公
爵
や
ボ
ー
ヴ
ィ
リ
ェ
公
爵
と
連
絡

を
取
り
続
け
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
、
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
と
い
っ

た
当
時
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
彼
ら
に
進
言
し
、
さ
ら
に
は
王
の
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聴
聞
司
祭
を
通
じ
て
密
か
に
王
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
さ
え
画
策

し
て
い
た
。
ま
た
、
陸
軍
卿
が
前
線
に
向
け
て
発
し
た
命
令
書
を

入
手
し
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
に
い
る
シ
ュ
ヴ
ル
ー
ズ
と
そ
の
内
容
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

議
論
す
る
こ
と
ま
で
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
『
統
治
計
画
案
』
白

体
が
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
ひ
と
り
の
作
品
と
は
い
い
が
た
い
。
一
七
二

年
、
王
太
子
が
死
去
し
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
が
師
偉
を
、
ボ
ー
ヴ
ィ
リ

エ
が
養
育
係
を
務
め
た
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
が
王
位
継
承
者
に
な
っ

た
こ
と
を
受
け
て
、
公
が
即
位
し
た
場
合
に
実
行
に
移
す
改
革
案

を
シ
ュ
ヴ
ル
ー
ズ
と
協
議
し
た
う
え
で
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
が
書
き
上
げ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
ル
イ
十
四
世
は
す
で
に
六
九
歳
。

『
統
治
計
画
案
』
で
示
さ
れ
た
プ
ラ
ン
は
遠
い
将
来
を
見
据
え
た

理
念
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
ふ
た
り
の
会
談
は
予
め
ボ
ー

ヴ
ィ
リ
エ
に
も
知
ら
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
『
統
治
計
画
案
』
は

彼
ら
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
・
サ
ー
ク
ル
の
共
同
作
品
と
も
い
え
る
性
格

を
持
つ
。
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
自
身
が
追
放
前
に
は
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
の

師
偉
と
し
て
、
あ
る
い
は
王
に
大
き
な
影
響
カ
を
も
つ
と
さ
れ
た

マ
ン
ト
ノ
ン
夫
人
の
友
人
と
し
て
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
に
お
い
て
一
定

の
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
『
統
治
計
画

案
』
は
政
治
の
表
舞
台
か
ら
追
わ
れ
た
人
々
の
夢
想
で
は
な
く
、

む
し
ろ
政
権
の
中
枢
に
近
く
な
お
か
つ
プ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
即
位
の

あ
か
つ
き
に
は
間
違
い
な
く
実
権
を
握
る
は
ず
だ
っ
た
政
治
家
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
〕

ち
が
構
想
し
た
改
革
案
だ
づ
た
の
で
あ
る
。

1
　
三
部
会

　
『
統
治
計
画
案
』
に
お
け
る
改
革
案
で
も
づ
と
も
目
を
引
く
の

は
三
部
会
の
復
活
で
あ
る
。
そ
の
起
源
が
十
四
世
紀
ま
で
遡
る
と

さ
れ
る
三
部
会
は
周
知
の
よ
う
に
ニ
ハ
一
四
年
以
降
開
か
れ
て
お

ら
ず
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
が
改
革
案
を
構
想
し
た
時
は
す
で
に
最
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

三
部
会
か
ら
一
〇
〇
年
近
く
が
経
過
し
て
い
た
。
『
統
治
計
画
案
』

執
筆
の
前
年
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
は
シ
ュ
ヴ
ル
ー
ズ
に
宛
て
た
書
簡
で

名
士
会
の
開
催
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
ス
ペ
イ
ン
継
承

戦
争
に
よ
り
深
刻
化
し
た
財
政
危
機
の
打
開
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

全
国
の
有
カ
者
を
集
め
た
こ
の
会
議
で
王
自
ら
現
状
を
説
明
し
、

国
民
か
ら
の
自
発
的
資
金
援
助
を
求
め
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
撰
言
は
本
来
、
王
は
王
領
地
の
収
入
に
よ
り
財
政
を
支

え
る
べ
き
で
あ
り
、
税
は
国
民
の
同
意
な
く
し
て
は
課
し
え
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
〕

と
す
る
原
則
に
則
っ
た
も
の
だ
が
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
は
こ
こ
で
本
来

な
ら
三
部
会
の
招
集
が
必
要
だ
と
し
な
が
ら
も
、
現
状
で
の
三
部

会
開
催
は
混
乱
を
招
く
と
し
て
次
善
の
策
と
し
て
名
士
会
を
要
求

　
　
（
8
）

し
て
い
る
。
一
方
、
『
統
治
計
画
案
』
で
は
戦
争
の
終
結
と
国
内
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の
安
定
を
前
提
に
統
治
シ
ス
テ
ム
の
本
格
的
な
改
革
を
求
め
る
こ

と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
記
述
の
順
序
に
従

っ
て
ま
ず
司
教
区
会
議
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
自
身
が
「
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
お
け
る
よ
う
な
」
と

明
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
司
教
区
会
議
（
＞
留
庁
ヰ
①
）
と
は
地
方

三
部
会
の
下
部
組
織
と
し
て
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
で
機
能
し
て
い
た
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

議
で
あ
る
。
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
場
合
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
司
教

区
会
議
は
年
に
数
日
間
、
地
方
三
部
会
の
決
定
を
司
教
区
レ
ヴ
ェ

ル
で
実
施
す
る
た
め
に
開
催
さ
れ
る
が
、
そ
の
メ
ン
パ
ー
は
一
年

。
を
通
じ
て
司
教
区
の
行
財
政
を
担
当
し
て
い
た
。
こ
の
会
議
の
主

要
な
任
務
は
地
方
三
部
会
か
ら
割
当
て
ら
れ
た
税
を
司
教
区
内
部

で
割
り
振
る
こ
と
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
司
教
区
に
よ
う
て
多
少

異
な
る
が
、
司
教
（
あ
る
い
は
大
司
教
）
、
パ
ロ
ン
の
称
号
を
持

つ
貴
族
、
パ
イ
ヤ
ー
ジ
ュ
あ
る
い
は
セ
ネ
シ
ヨ
セ
と
呼
ば
れ
る
裁

判
所
の
判
事
、
主
要
都
市
の
執
政
官
な
ど
で
あ
る
。
彼
ら
は
単
に

地
方
三
部
会
が
決
定
し
た
税
を
割
り
振
る
だ
け
で
な
く
、
司
教
区

の
行
政
に
必
要
な
経
費
を
上
乗
せ
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
フ
ェ
ヌ

ロ
ン
自
身
の
構
想
も
現
実
の
司
教
区
会
議
の
機
能
を
踏
襲
し
た
も

の
で
あ
り
、
地
方
三
部
会
に
従
属
し
、
土
地
台
帳
に
従
い
税
徴
収

を
決
定
す
る
と
さ
れ
る
。
メ
ン
パ
ー
は
や
は
り
司
教
、
領
主
、
第

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
〕

三
身
分
で
構
成
さ
れ
る
。

　
司
教
区
会
議
の
う
え
に
地
方
三
部
会
が
組
織
さ
れ
る
。
こ
こ
で

も
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
は
「
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
お
け
る
よ
う
に
」
と
し
て

お
り
、
は
や
り
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
地
方
三
部
会
を
モ
デ
ル
に
し
て

い
た
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
は
地
方
三
部
会
が
存
在
す
る
地
方

（
寝
壱
α
．
g
斗
ω
）
と
そ
れ
が
存
在
し
な
い
地
方
（
寝
く
ら
．
9
①
9

ご
昌
）
と
に
大
別
さ
れ
る
が
、
両
者
の
大
き
な
違
い
は
税
徴
収
の

方
法
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
前
者
で
は
地
方
三
部
会
が
王
か
ら
の

課
税
要
求
額
に
承
認
を
与
え
、
か
つ
地
方
三
部
会
自
ら
が
税
徴
収

を
行
う
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
王
権
が
地
方
の
同
意
を
必
要
と

せ
ず
、
税
を
直
接
徴
収
す
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
前
者

の
シ
ス
テ
ム
は
王
権
に
対
す
る
地
方
の
一
定
の
自
立
性
を
保
証
す

る
も
の
と
見
な
さ
れ
、
先
に
見
た
よ
う
に
国
民
の
同
意
な
く
し
て

課
税
な
し
の
原
則
に
添
う
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
ラ
ン
グ
ド
ッ

ク
の
三
部
会
は
自
己
の
財
政
シ
ス
テ
ム
を
強
力
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
実
際
は
王
の
要
求
を
完
全
に
拒
否

す
る
こ
と
は
な
く
、
減
額
を
求
め
る
地
方
三
部
会
と
満
額
回
答
を

求
め
る
王
権
と
の
交
渉
は
そ
の
時
々
の
両
者
の
力
関
係
に
左
右
さ

れ
る
の
が
実
体
で
あ
ウ
た
。

　
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
は
こ
の
地
方
三
部
会
を
す
べ
て
の
地
方
に
設
置
す
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る
こ
と
を
求
め
る
。
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
全
国
を
三
部
会
地
方
に

す
る
こ
と
で
、
王
権
に
よ
る
一
方
的
な
課
税
を
封
じ
る
の
が
そ
の

主
要
な
目
的
で
あ
る
。
地
方
三
部
会
は
各
司
教
区
の
三
身
分
代
表

か
ら
構
成
さ
れ
、
司
教
区
会
議
メ
ン
バ
ー
の
意
見
に
基
づ
き
、
地

域
の
財
政
を
担
う
。
こ
う
し
て
地
方
は
財
政
上
相
当
程
度
の
自
立

性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
地
方
三
部
会
と
王
権
と
の
交
渉

の
対
象
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
直
接
税
で
あ
り
、
間
接
税
に
つ
い

て
は
請
負
制
と
い
う
形
で
王
権
が
徴
税
請
負
人
に
徴
税
権
を
委
ね

て
い
た
。
国
民
代
表
に
よ
る
課
税
権
の
掌
握
と
い
う
原
則
は
当
然
、

三
部
会
の
権
限
外
に
あ
る
こ
う
し
た
間
接
税
の
在
り
方
に
抵
触
す

る
。
そ
こ
で
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
は
ガ
ベ
ル
と
呼
ば
れ
る
塩
税
や
通
行
税

と
い
っ
た
問
接
税
の
廃
止
を
求
め
、
財
政
上
塩
へ
の
課
税
が
必
要

な
ら
地
方
三
部
会
が
直
接
徴
収
す
る
形
で
塩
税
を
課
せ
ば
よ
い
と

し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
王
権
に
属
す
る
徴
税
官
や
徴
税
請
負
人

に
よ
る
税
徴
収
は
過
酷
、
悉
意
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
課
税
お

よ
び
徴
税
の
主
体
を
地
方
三
部
会
に
移
す
こ
と
で
税
負
担
は
軽
減

　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
〕

さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
当
然
、
エ
リ
ュ
や
フ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
螂
）
　
　
　
　
．

ス
財
務
官
な
ど
の
官
職
も
廃
止
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
地
方
三
部
会

は
財
政
に
関
し
て
完
全
な
独
立
性
を
獲
得
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
あ
く
ま
で
全
国
三
部
会
に
従
属
す
る
組
織
で
あ
る
。
通
常

の
課
税
お
よ
び
徴
税
業
務
の
主
体
は
地
方
三
部
会
で
あ
る
が
、
全

国
三
部
会
は
地
方
三
部
会
の
会
計
報
告
を
審
査
し
、
あ
る
い
は
苦

情
や
証
拠
に
基
づ
き
地
方
三
部
会
の
政
策
を
糾
す
権
限
を
持
つ
。

ま
た
、
臨
時
課
税
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
、
こ
れ
を
決
定
す
る
の

も
金
国
三
部
会
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
地
方
三
部
会
の
税
制
上
の
権

限
は
全
国
三
部
会
に
よ
り
一
定
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
全
国
三
部
会
構
想
に
お
い
て
目
を
引
く
の
は
王
権
か
ら
の
独
立

性
を
確
保
す
る
た
め
の
配
慮
で
あ
る
。
全
国
三
部
会
に
せ
よ
地
方

三
部
会
に
せ
よ
、
そ
れ
は
王
の
招
集
が
あ
っ
て
初
め
て
開
催
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
上
は
地
方
三
部
会
は
多
く
の
地
方
で
毎

年
開
催
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
単
に
王
権
が
年
毎
に
課
税
へ
の

同
意
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
王
権
に
よ
る
招
集

と
い
う
形
式
は
守
ら
れ
て
い
る
。
全
国
三
部
会
の
開
催
が
全
く
不

定
期
で
あ
り
、
ニ
ハ
一
四
年
以
来
開
か
れ
た
こ
と
が
な
い
の
も
、

三
部
会
白
体
が
白
主
的
に
開
催
す
る
権
限
を
も
た
な
か
う
た
た
め

で
あ
る
。
『
統
治
計
画
案
』
で
は
三
年
毎
の
定
期
的
開
催
が
明
記

さ
れ
、
審
議
期
問
も
三
部
会
自
身
が
決
定
で
き
る
。
さ
ら
に
代
表

選
出
に
お
い
て
王
が
特
定
の
人
物
を
推
薦
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

㌧
ま
た
、
代
表
の
地
位
を
離
れ
て
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ち
は
王
よ
り
い
か
な
る
昇
進
も
受
け
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
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こ
う
し
た
規
定
が
三
部
会
お
よ
び
代
表
の
自
立
性
の
確
保
を
目
指

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
三
部
会
に
出
席
す
る
代
表
は
全
国
の
三
身
分
か
ら
選
ぱ
れ
る
の

だ
が
、
そ
の
構
成
は
各
司
教
区
の
司
教
、
貴
族
が
選
出
す
る
名
門

貴
族
、
第
三
身
分
が
選
ぷ
有
力
な
平
民
と
あ
る
だ
け
で
、
司
教
が

自
動
的
に
代
表
と
な
る
第
一
身
分
以
外
、
具
体
的
な
選
出
手
順
は

不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
各
身
分
の
代
表
数
、
審
議
お
よ
ぴ
投
票
が

身
分
単
位
な
の
か
個
人
単
位
な
の
か
と
い
っ
た
革
命
期
に
問
題
と

な
る
点
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
細
部
ま
で
詰
め
て
い
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

の
で
あ
ろ
う
、
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
全
国
三
部
会
が
審
議
対
象
と
す
る
範
囲
は
極
め
て
広
い
。
司
法
、

治
安
、
財
政
、
戦
争
、
同
盟
、
和
平
交
渉
、
農
業
、
商
業
に
関
る

こ
と
す
べ
て
、
要
す
る
に
あ
ら
ゆ
る
内
政
・
外
交
上
の
問
題
は
三

　
　
■

部
会
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
三
部
会
と
王
と
の

権
力
関
係
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
後
に
見
る
よ
う
に
王
は
顧
問

会
議
に
出
席
し
、
自
ら
政
務
に
励
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
し
、

フ
ェ
ヌ
ロ
ン
旨
身
、
三
部
会
と
王
権
と
の
間
に
権
力
抗
争
が
生
じ

る
と
は
想
定
し
て
い
な
い
。
課
税
に
関
し
て
は
国
民
の
同
意
と
い

う
原
則
か
ら
三
部
会
が
決
定
権
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

他
の
政
策
に
関
し
て
は
地
方
の
実
惰
に
通
じ
た
全
国
の
代
表
が
王

に
意
見
を
述
べ
、
あ
る
べ
き
統
治
か
ら
の
王
権
の
逸
脱
を
防
止
す

る
と
い
う
の
が
三
部
会
の
基
本
的
な
機
能
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

三
部
会
と
そ
の
代
表
の
独
立
性
へ
の
配
慮
か
ら
見
て
、
王
権
と
三

部
会
と
の
問
に
一
定
の
緊
張
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
は
推
測
さ
れ

る
。
し
か
し
、
両
者
の
権
カ
配
分
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
範

囲
を
明
確
に
定
め
よ
う
と
す
る
意
図
は
『
統
治
計
画
案
』
の
中
に

は
見
い
だ
せ
な
い
。
三
部
会
は
王
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
、
そ
し
て

王
は
三
部
会
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
暗
黙
の
前
提
で
あ
る

よ
う
に
見
え
る
。
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
そ
れ
が
王

と
三
部
会
と
の
あ
る
べ
き
関
係
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
三
身
分
の
代

表
が
定
期
的
に
開
催
す
る
会
議
で
表
明
さ
れ
た
見
解
を
ま
っ
た
く

無
視
す
る
こ
と
は
王
権
に
と
っ
て
も
実
際
上
困
難
で
あ
ろ
う
。
制

度
的
に
三
部
会
が
王
の
権
カ
を
分
有
あ
る
い
は
規
制
し
な
く
て
も
、

三
部
会
の
定
期
的
開
催
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
が
王
権
を
抑
制
す

る
。
近
代
的
な
議
会
の
機
能
を
モ
デ
ル
に
絶
対
王
政
に
お
け
る
三

部
会
の
役
割
の
暖
味
さ
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
も
余
り
意
味
は
な
い
と

恩
わ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
『
統
治
計
画
案
』
が
明
確
な
権
力
関
係

を
規
定
し
て
い
な
い
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
神
に
対
す

る
王
の
義
務
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
王
は
国
民
を
幸
福
に
す
る
と

い
う
義
務
の
下
に
神
よ
り
権
カ
を
与
え
ら
れ
、
白
ら
の
行
動
を
神

223



一橋論叢　第120巻　第2号　平成10年（1998年）8月号　（88）

の
前
で
釈
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
仰
心
を
失
わ
な
い
限
り
、

悪
政
は
君
主
の
悪
意
の
結
果
で
は
な
く
無
知
に
由
来
す
る
。
そ
う

で
あ
る
以
上
、
王
は
広
く
臣
下
の
意
見
を
徴
し
、
過
ち
を
避
け
よ

う
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
『
テ
レ
マ
ッ
ク
の
冒
険
』
を
初
め
、
プ

ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
の
た
め
に
書
か
れ
た
諸
作
品
で
強
調
さ
れ
る
こ
う

し
た
観
念
は
、
且
ハ
体
的
な
改
革
を
論
じ
た
『
統
治
計
画
案
』
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

い
て
も
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
政
治
恩
想
を
支
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
制

度
的
な
改
革
だ
け
で
は
優
れ
た
統
治
の
実
現
は
約
束
さ
れ
な
い
。

「
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
る
王
」
の
存
在
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

皿
　
司
法
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
司
法
制
度
は
実
に
複
雑
で
あ
る
。

下
位
の
裁
判
所
と
し
て
は
バ
イ
ヤ
ー
ジ
ュ
あ
る
い
は
セ
ネ
シ
ョ
セ

が
あ
り
、
控
訴
審
と
し
て
上
座
裁
判
所
（
肩
艀
巨
巴
）
、
さ
ら
に

そ
の
う
え
に
高
等
法
院
が
位
置
す
る
。
こ
の
三
審
制
と
は
別
に
教

会
裁
判
権
、
領
主
裁
判
権
が
並
立
し
、
さ
ら
に
大
評
定
院

（
O
『
昌
O
O
O
易
邑
）
と
呼
ば
れ
る
訴
訟
を
担
当
す
る
た
め
に
国

王
顧
問
会
議
か
ら
独
立
し
た
機
関
、
ま
た
国
王
顧
問
会
議
の
ひ
と

つ
で
各
司
法
組
織
間
で
生
じ
る
管
轄
争
い
の
調
停
、
あ
る
い
は
高

等
法
院
判
決
の
破
棄
な
ど
を
担
当
す
る
訴
訟
顧
問
会
議
（
o
昌
－

ω
邑
詩
ω
温
『
幕
ω
）
、
加
え
て
租
税
に
関
る
訴
訟
を
裁
く
た
め
の

租
税
法
院
（
O
o
…
ω
0
8
≧
ま
ω
）
が
存
在
す
る
。
長
い
期
問
に

渡
っ
て
積
み
重
な
っ
て
き
た
こ
れ
ら
諸
制
度
は
、
時
代
に
よ
っ
て

機
能
や
権
限
が
変
化
し
、
司
法
制
度
全
体
を
明
確
に
理
解
す
る
こ

と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

　
『
統
治
計
画
案
』
で
示
さ
れ
る
改
革
案
は
こ
の
よ
う
に
錯
綜
し

た
状
態
を
整
理
し
、
司
法
組
織
を
簡
素
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
シ
ュ
ヴ
ル
ー
ズ
と
の
協
議
内
容

の
覚
書
で
あ
り
、
か
つ
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
や
ボ
ー
ヴ
ィ
リ
エ
と
い

づ
た
日
頃
か
ら
改
革
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
相
手

を
読
者
と
し
て
想
定
し
て
い
た
と
い
う
性
格
上
、
こ
の
作
品
の
記

述
は
余
り
に
簡
潔
で
あ
り
、
個
々
の
改
革
案
の
意
味
や
目
的
を
解

釈
す
る
場
合
に
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

　
ま
ず
、
上
座
裁
判
所
の
廃
止
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
組
織
は
、

高
等
法
院
へ
の
上
告
が
頻
繁
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
高
等
法

院
の
負
担
を
滅
ら
す
た
め
に
一
部
の
バ
イ
ヤ
ー
ジ
ュ
を
昇
格
さ
せ

る
形
で
一
五
五
二
年
に
初
め
て
設
立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
裁
判
制
度
は
二
審
制
か
ら
三
審
制
へ
と
変
化
し
、
か
え
う

て
複
雑
と
な
る
面
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
ま
で
同
じ
バ
イ
ヤ
ー

ジ
ュ
で
あ
り
な
が
ら
上
座
裁
判
所
と
は
な
ら
な
か
っ
た
他
の
バ
イ
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ヤ
ー
ジ
ュ
か
ら
の
嫉
妬
、
訴
訟
当
事
者
か
ら
司
法
官
が
受
け
取
る

エ
ピ
ス
と
呼
ぱ
れ
る
収
入
が
減
少
し
た
こ
と
へ
の
高
等
法
院
の
不

満
な
ど
か
ら
こ
の
制
度
は
既
存
の
組
織
か
ら
は
不
評
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
る
。
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
目
的
は
裁
判
制
度
を
も
う
一
度
二
審

制
に
辰
し
、
簡
素
化
す
る
こ
と
で
あ
う
た
。
彼
は
基
本
的
に
法
が

単
純
で
裁
判
官
が
少
な
い
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
る
し
、
ま
た
複

雑
な
裁
判
組
織
の
た
め
に
訴
訟
費
用
が
か
さ
み
、
訴
訟
当
事
者
が

最
終
判
決
ま
で
に
私
財
を
使
い
尽
く
し
て
し
ま
う
と
い
う
た
弊
害

を
除
く
こ
と
も
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
じ
く
、
大
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
〕

定
院
、
租
税
法
院
も
廃
止
さ
れ
る
。
大
評
定
院
は
高
等
法
院
が
登

録
を
拒
否
し
た
り
、
あ
る
い
は
ス
ト
ラ
イ
キ
に
出
た
場
合
、
代
わ

っ
て
公
開
王
状
（
一
g
守
窃
註
寝
↓
Φ
鼻
①
）
を
登
録
す
る
な
ど
の

任
務
を
王
権
よ
り
与
え
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
意
味
で
高
等
法
院
と

対
抗
関
係
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
組
織
の
廃
止
は
王
状
の

審
査
、
登
録
を
高
等
法
院
に
一
元
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
も
考

え
ら
れ
る
。
租
税
法
院
の
場
合
、
課
税
に
関
す
る
権
限
は
完
全
に

地
方
お
よ
び
全
国
三
部
会
に
移
行
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

税
に
関
る
訴
訟
も
三
部
会
で
審
議
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で

あ
れ
ば
租
税
法
院
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
領
主
裁
判
権
も
土

地
に
関
す
る
裁
判
権
を
除
い
て
廃
止
さ
れ
、
従
来
領
主
が
持
っ
て

い
た
司
法
権
限
は
バ
イ
ヤ
ー
ジ
ュ
に
移
さ
れ
る
。

　
簡
素
化
へ
の
努
力
は
司
法
組
織
だ
け
で
は
な
く
法
そ
の
も
の
に

も
向
け
ら
れ
る
。
法
律
局
（
σ
弓
①
彗
君
；
5
盲
ユ
名
；
巨
彗
8
）

を
設
置
し
、
法
学
者
を
集
め
、
憤
習
法
の
整
理
、
検
討
を
行
い
、

訴
訟
手
続
の
短
縮
化
を
図
り
、
民
法
典
の
編
纂
に
備
え
る
と
い
う

見
解
も
同
じ
方
向
の
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
簡
素
化
さ
れ
た
司
法
制
度
全
体
は
大
法
官
の
監
督

　
　
　
　
（
1
9
〕

下
に
置
か
れ
る
。
ル
イ
十
四
世
の
も
と
で
大
法
官
の
権
限
は
縮
小

さ
れ
、
国
務
顧
問
会
議
へ
の
出
席
も
権
利
で
は
な
く
な
り
、
財
政

に
関
す
る
権
隈
は
財
務
総
監
コ
ル
ベ
ー
ル
に
、
ま
た
軍
事
権
は
陸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

軍
卿
ル
ー
ヴ
ォ
ワ
に
奪
わ
れ
て
い
う
た
が
、
訴
訟
顧
問
会
議
の
長

と
し
て
の
地
位
は
維
持
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
資
格
に
よ
っ

て
大
法
官
は
裁
判
所
相
互
間
の
調
停
な
ど
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ

り
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
提
案
も
こ
う
し
た
事
実
に
沿
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
『
統
治
計
画
案
』
で
は
大
法
官
が
地
方
の

主
要
な
裁
判
官
の
才
能
、
評
判
を
調
査
し
、
能
カ
と
徳
性
に
応
じ

た
昇
進
、
解
任
を
行
う
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
従

来
よ
り
も
中
央
に
よ
る
地
方
の
司
法
組
織
へ
の
監
督
強
化
が
求
め

ら
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
こ
の
訴
訟
顧
間
会
議
に
お
い
て
報
告
者

の
役
割
を
担
う
宮
内
審
議
官
（
ヨ
葦
『
8
急
伽
『
8
忌
蒜
ω
）
の
排
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除
が
要
求
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
ら
は
単
に
訴
訟
顧
問
会
議

の
み
な
ら
ず
、
王
が
出
席
す
る
他
の
顧
問
会
議
で
も
報
告
を
行
い
、

か
つ
地
方
長
官
は
彼
ら
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、

の
ち
に
国
務
卿
、
財
務
総
監
な
ど
に
な
る
者
も
多
か
っ
た
。
い
わ

ば
将
来
国
政
を
担
う
こ
と
を
約
束
さ
れ
た
エ
リ
ー
ト
集
団
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
〕

そ
の
官
職
価
格
も
極
め
て
高
価
で
あ
づ
た
。
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
が
彼
ら

の
排
除
を
求
め
る
理
由
は
そ
れ
が
売
官
職
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に

あ
る
。
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
は
売
官
制
一
般
に
批
判
的
で
あ
り
、
軍
に
お

い
て
は
そ
の
全
廃
を
求
め
て
い
る
が
、
宮
内
審
議
官
の
場
含
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

「
功
績
も
な
い
の
に
金
に
よ
っ
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
」
と
し
て
お

り
、
彼
ら
に
代
わ
っ
て
王
国
中
の
裁
判
官
の
中
か
ら
有
能
な
人
材

を
選
抜
し
て
訴
訟
顧
問
会
議
の
メ
ン
バ
ー
と
し
、
大
法
官
を
補
佐

す
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
第
三
身
分
出
身
者
が
国
政
の
中
枢

に
登
り
詰
め
る
た
め
の
重
要
な
ル
ー
ト
を
遮
断
し
、
身
分
の
固
定

化
を
図
ろ
う
と
し
た
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
同
時
に
売
官
制
そ
の

も
の
が
有
能
な
人
材
の
登
用
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
と
の
認
識
も

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
宮
内
審
議
官
の
顧
問
会
議
か

ら
の
排
除
に
か
ら
ん
で
、
『
統
治
計
画
案
』
は
彼
ら
の
出
身
身
分

は
問
題
に
は
し
て
い
な
い
。

　
売
官
制
批
判
と
一
定
の
能
カ
主
義
は
高
等
法
院
評
定
官
の
地
位

に
つ
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
官
職
の
世
襲
を
保
証
し
た
ポ

ー
レ
ッ
ト
税
の
漸
進
的
廃
止
を
求
め
る
と
同
時
に
、
息
子
が
適
任

の
場
合
の
み
世
襲
を
認
め
る
が
、
そ
の
場
合
は
無
償
と
す
る
と
い

う
構
想
も
司
法
官
職
に
能
カ
主
義
の
原
則
を
当
て
は
め
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
司
法
改
革
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
封
建

制
へ
の
回
帰
を
求
め
る
復
古
的
姿
勢
や
中
央
集
権
へ
の
反
発
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鎚
）

『
統
治
計
画
案
』
の
特
徴
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。
領
主
裁
判

権
の
制
限
、
慣
習
法
の
整
理
、
訴
訟
手
続
の
簡
素
化
、
民
法
典
の

編
纂
、
大
法
官
に
よ
る
裁
判
官
の
監
督
と
能
力
に
応
じ
た
任
免
。

こ
れ
ら
は
む
し
ろ
中
央
が
主
導
す
る
形
で
の
司
法
の
合
理
化
と
↓

て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

皿
　
中
央
と
地
方

　
ル
イ
一
四
世
は
従
来
の
国
王
顧
問
会
議
を
再
編
成
し
、
白
己
の

強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
に
置
い
た
。
最
高
の
意
思
決
定
機
関

で
あ
る
国
務
顧
問
会
議
は
そ
れ
ま
で
生
ま
れ
や
地
位
に
よ
っ
て
多

く
の
人
物
に
参
加
資
格
が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
王
は
こ
れ
を
三

人
か
ら
五
人
に
限
定
し
、
ま
た
財
政
問
題
を
担
当
す
る
財
政
顧
間

会
議
、
商
業
政
策
に
当
た
る
商
業
顧
問
会
議
な
ど
を
新
た
に
設
け
、
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（
刎
）

い
ず
れ
も
自
ら
出
席
し
政
務
に
励
ん
だ
。
加
え
て
王
は
顧
問
会
議

出
席
の
前
に
担
当
者
と
個
別
に
会
い
、
協
議
を
行
っ
て
い
た
と
さ

れ
、
事
実
上
の
政
策
決
定
は
そ
こ
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
領
域
に
関
し
て
王
と
の
事
前
協
議

に
臨
む
外
務
、
陸
軍
、
海
軍
、
宮
内
の
四
人
の
国
務
卿
と
財
務
総

監
が
事
実
上
、
強
力
な
権
限
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
の
多
く

は
平
民
出
身
で
、
ル
イ
十
四
世
の
治
世
が
名
門
貴
族
を
犠
牲
に
し

た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
支
配
だ
と
さ
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
し
か
し
、
顧
問
会
議
に
関
す
る
『
統
治
計
画
案
』
の
記
述
は
驚

く
ほ
ど
少
な
い
。
目
を
引
く
の
は
当
時
、
王
と
彼
の
聴
聞
司
祭
の

ふ
た
り
だ
け
の
協
議
の
場
と
な
り
、
顧
問
会
議
の
体
を
成
し
て
い

な
か
っ
た
宗
務
顧
問
会
議
に
つ
い
て
、
地
位
で
は
な
く
そ
の
能
カ

に
よ
っ
て
メ
ン
バ
ー
を
選
び
、
信
仰
に
篤
く
有
能
な
司
教
を
任
命

　
　
　
（
2
5
）

す
る
と
あ
り
、
王
の
独
断
に
よ
る
司
教
選
任
を
牽
制
し
よ
う
と
す

る
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
他
に
は
商
業
顧

問
会
議
が
商
業
を
監
督
す
べ
き
こ
と
、
国
王
は
国
務
顧
問
会
議
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脆
）

出
席
す
べ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
点
は
そ
の
こ

ろ
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
王
の
国
務
顧
間
会
議
へ
の

出
席
を
求
め
た
の
と
同
じ
箇
所
に
「
そ
の
他
の
六
つ
の
顧
問
会
議

が
王
国
の
国
事
す
べ
て
を
担
当
す
る
L
と
あ
り
、
ム
ニ
エ
は
こ
れ

を
摂
政
オ
ル
レ
ア
ン
公
時
代
に
わ
ず
か
三
年
で
挫
折
し
た
ポ
リ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
〕

ノ
デ
ィ
の
概
念
だ
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
た
っ
た
一
行
か
ら
『
統

浴
計
画
案
』
の
顧
問
会
議
と
ポ
リ
シ
ノ
デ
ィ
と
の
関
係
を
論
じ
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
六
つ
の
顧
問
会
議
が
何
を
示

す
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
前
節
で
示
し
た
大
法
官
が
司
る
で
あ
ろ

う
訴
訟
顧
問
会
議
は
通
常
、
統
治
に
関
る
顧
問
会
議
（
8
易
①
豪

ま
o
q
ε
く
①
昌
①
ヨ
彗
↓
）
に
は
数
え
な
い
た
め
、
こ
れ
を
除
く
と

国
務
顧
問
会
議
以
外
に
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
が
名
称
を
明
記
し
て
い
る
の

は
宗
務
、
商
業
、
陸
軍
の
三
つ
し
か
な
い
。
ま
た
、
残
り
三
つ
の

顧
問
会
議
の
中
に
ボ
ー
ヴ
ィ
リ
エ
が
議
長
を
務
め
て
い
た
財
政
顧

問
会
議
が
合
ま
れ
る
の
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ル

イ
十
四
世
の
死
後
、
オ
ル
レ
ア
ン
公
が
設
置
し
た
顧
問
会
議
は
摂

政
顧
問
会
議
を
除
け
ば
七
つ
あ
る
が
、
そ
れ
と
の
対
応
関
係
も
分

か
ら
な
い
。
ま
た
、
複
数
の
機
能
分
化
し
た
顧
問
会
議
に
よ
る
政

策
決
定
の
方
法
を
ポ
リ
シ
ノ
デ
ィ
と
呼
ぷ
と
し
て
も
、
国
王
顧
問

会
議
に
せ
よ
原
則
は
ひ
と
つ
だ
が
、
実
際
は
こ
れ
ま
で
示
し
た
よ

う
に
機
能
に
よ
っ
て
複
数
に
分
離
し
て
い
た
し
、
逆
に
ポ
リ
シ
ノ

デ
ィ
に
お
い
て
も
唯
一
決
定
権
を
持
っ
て
い
た
の
は
七
つ
の
顧
問

会
議
の
上
位
に
位
置
す
る
摂
政
顧
問
会
議
だ
け
で
あ
り
、
七
つ
の
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（
塊
）

顧
問
会
議
は
諮
問
機
関
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
六
つ
の
顧
問
会
議
と

い
う
記
述
だ
け
で
は
『
統
治
計
画
案
』
で
い
う
顧
問
会
議
が
従
来

の
顧
問
会
議
を
指
す
の
で
は
な
く
、
摂
政
時
代
の
ポ
リ
シ
ノ
デ
ィ

だ
と
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。

　
ポ
リ
シ
ノ
デ
ィ
に
お
い
て
顕
著
な
点
は
む
し
ろ
、
国
務
卿
を
四

人
か
ら
三
人
に
滅
ら
し
た
う
え
に
彼
ら
の
権
限
を
奪
い
、
そ
の
任

務
を
命
令
書
へ
の
署
名
だ
け
に
限
定
し
た
こ
と
、
お
よ
び
財
務
総

監
デ
マ
レ
を
解
任
し
、
後
任
を
任
命
せ
ず
、
こ
の
地
位
を
事
実
上

廃
止
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ポ
リ
シ
ノ
デ
ィ
を
構
成
す
る
各
顧
問
会

議
の
メ
ン
バ
ー
が
名
門
貴
族
で
あ
っ
た
こ
と
と
併
せ
て
、
こ
の
措

置
は
成
り
上
が
り
の
平
民
に
よ
る
支
配
に
終
止
符
を
打
ち
、
名
門

貴
族
の
政
治
的
復
権
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
理
解
で

　
（
閑
）

き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
名
門
貴
族
た
ち
の
実
務
能
カ
の
欠
如
、
席
次

争
い
な
ど
か
ら
ポ
リ
シ
ノ
デ
ィ
は
す
ぐ
に
機
能
し
な
く
な
り
、
彼

ら
の
政
治
的
復
権
の
試
み
は
頓
挫
す
る
。

　
一
方
、
顧
問
会
議
の
メ
ン
バ
ー
構
成
に
関
し
て
は
、
司
教
は
本

来
顧
問
官
た
る
べ
き
で
あ
り
、
信
仰
心
が
篤
く
学
識
豊
か
で
謙
虚

な
司
教
を
顧
問
会
議
に
参
加
さ
せ
よ
と
い
う
記
述
を
除
け
ば
、

『
統
治
計
画
案
』
に
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
、
こ
の

記
述
に
し
て
も
こ
の
顧
問
会
議
が
何
を
指
す
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
国
務
卿
、
財
務
総
監
の
地
位
に
関
す
る
言
及
も
ま
っ
た
く

な
い
。
確
か
に
こ
れ
ら
の
役
職
の
重
要
な
人
材
供
給
源
で
あ
っ
た

宮
内
審
議
官
は
顧
問
会
議
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
ル
ー
ト

を
通
じ
て
国
務
卿
や
財
務
総
監
に
な
る
こ
と
は
も
は
や
あ
り
え
ま

い
。
し
か
し
、
国
務
卿
、
財
務
総
監
の
廃
止
あ
る
い
は
彼
ら
の
権

限
の
縮
少
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
確
・
か
に
フ
ェ
ヌ
ロ

ン
は
身
分
秩
序
の
維
持
に
熱
心
で
あ
り
、
王
の
大
臣
や
寵
臣
が
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
〕

門
貴
族
を
凌
ぐ
冨
を
得
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ

の
一
方
で
『
テ
レ
マ
ッ
ク
の
冒
険
』
そ
の
他
の
作
品
で
強
調
さ
れ

る
君
主
の
義
務
の
ひ
と
つ
は
統
治
に
当
た
る
べ
き
有
能
な
人
材
の

　
　
　
　
　
　
（
訓
〕

発
掘
と
登
用
で
あ
る
。
そ
の
場
合
も
重
要
な
役
職
の
兼
務
は
批
判

苔
れ
る
し
、
大
臣
た
ち
の
権
勢
が
名
門
貴
族
を
越
え
る
も
の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
国
務
卿
を
名
門
貴
族
に
限
定
し
よ
う
と
の

姿
勢
は
見
ら
れ
な
い
。
『
ル
イ
十
四
世
へ
の
手
紙
』
で
も
国
務
卿

た
ち
は
痛
烈
に
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
「
冷
酷
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

倣
慢
、
不
正
、
暴
力
的
で
、
不
誠
実
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
出

身
身
分
が
批
判
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
シ
ュ
ヴ
ル

ー
ズ
は
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
に
宛
て
て
国
務
顧
問
会
議
の
四
人
の
メ
ン
バ

ー
に
つ
い
て
寸
評
を
行
っ
て
お
り
、
大
法
官
ポ
ン
シ
ャ
ル
ト
ラ
ン

と
財
務
総
監
兼
陸
軍
卿
の
シ
ャ
ミ
ヤ
ー
ル
は
相
変
わ
ら
ず
大
事
に
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は
役
に
立
た
ず
、
外
務
卿
ト
ル
シ
は
良
く
や
っ
て
い
る
が
熱
意
と

勇
気
に
欠
け
る
、
ボ
ー
ヴ
ィ
リ
エ
に
つ
い
て
さ
え
も
う
少
し
障
害

を
乗
り
越
え
る
勇
気
が
欲
し
い
な
ど
と
、
ど
れ
も
厳
し
い
評
価
を

下
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
問
題
に
な
る
の
は
彼
ら
の
能
力
、
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
〕

質
で
あ
り
、
出
自
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
顧
問
会
議
は
本
来
国
王
が
私
的
に
諮
問
す
る
機
関
で
あ
る
。
国

務
卿
に
せ
よ
も
と
も
と
は
王
家
の
秘
書
官
か
ら
派
生
し
た
も
の
で

あ
り
、
い
わ
ば
王
個
人
に
強
く
結
ぴ
つ
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
メ

ン
バ
ー
が
い
か
に
王
権
内
部
で
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
と
は
い
え
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
構
想
で
は
王
権
は
三
部
会
に
よ

っ
て
抑
制
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
名
門
貴
族
た
ち
は

三
部
会
代
表
と
し
て
す
で
に
政
治
的
復
権
を
果
た
し
て
い
る
。

『
統
治
計
画
案
』
に
お
い
て
王
権
へ
の
対
抗
勢
カ
と
し
て
期
待
さ

れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
三
部
会
で
あ
り
、
王
権
の
内
部
に
お
い

て
平
民
出
身
者
に
代
わ
り
名
門
貴
族
が
地
位
を
占
め
る
こ
と
で
王

を
抑
制
す
る
と
い
う
発
想
は
見
ら
れ
な
い
。
王
は
身
分
を
問
わ
ず

有
能
な
人
材
を
集
め
、
共
に
政
務
に
携
わ
れ
ぱ
よ
い
。
王
権
の
逸

脱
の
抑
制
は
王
権
内
部
の
メ
ン
バ
ー
構
成
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

三
部
会
が
行
う
。
顧
問
会
議
自
体
を
名
門
貴
族
復
権
の
舞
台
と
し

よ
う
と
し
た
ポ
リ
シ
ノ
デ
ィ
と
は
基
本
的
な
姿
勢
が
違
う
の
で
あ

る
。
『
統
治
計
画
案
』
は
ポ
リ
シ
ノ
デ
ィ
と
も
、
高
等
法
院
に
王

権
抑
制
を
期
待
す
る
立
場
と
も
異
な
り
、
あ
く
ま
で
三
部
会
を
中

心
と
し
た
改
革
案
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　
一
方
、
地
方
支
配
に
関
し
て
は
司
法
改
革
の
場
合
と
は
逆
に
反

中
央
集
権
的
な
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。
そ
の
顕
著
な
現
れ
と
し
て

地
方
総
督
府
の
増
加
と
地
方
長
官
の
廃
止
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

　
（
㎝
）
（
冊
）

る
だ
ろ
う
。
地
方
総
督
と
は
地
方
に
お
け
る
王
の
代
理
人
で
あ
り
、

基
本
的
に
は
軍
の
指
揮
官
で
あ
る
が
、
王
に
代
わ
っ
て
当
該
地
方

の
秩
序
維
持
に
当
た
る
と
い
う
職
務
上
、
飢
饅
、
疫
病
、
反
乱
な
．

ど
多
く
の
問
題
に
介
入
で
き
た
。
ニ
ハ
世
紀
に
は
管
轄
地
方
に
お

い
て
自
ら
授
爵
を
行
う
こ
と
さ
え
あ
っ
た
と
い
う
。
地
方
総
督
に

任
命
さ
れ
る
の
は
そ
の
地
方
に
縁
の
あ
る
大
貴
族
で
あ
り
、
地
域

に
強
い
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
彼
ら

の
王
権
に
対
す
る
態
度
が
そ
の
地
の
動
向
を
決
定
し
、
地
方
の
反

乱
に
お
い
て
彼
ら
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
。
宗
教

戦
争
以
降
王
権
は
そ
の
力
を
殺
ご
う
と
努
カ
し
、
ル
イ
十
四
世
は

地
方
総
督
が
許
可
な
く
任
地
に
居
住
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
り
、
大

貴
族
の
任
命
を
避
け
よ
う
と
し
た
。

　
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
は
全
国
に
十
二
あ
う
た
地
方
総
督
府
を
増
や
し
、
　
刎
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逆
に
管
轄
範
囲
を
狭
め
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
だ
が
、
管
轄

範
囲
の
縮
小
は
一
人
の
総
督
が
副
官
お
よ
ぴ
王
の
代
理
官
と
共
に

綿
密
に
監
督
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
と
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に

衰
退
し
て
い
た
総
督
の
権
カ
の
一
層
の
削
減
を
目
的
と
し
て
い
る

よ
う
に
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
よ
り
実
質
的
な
支
配
の
強
化
を
目

指
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
廃
止
が
求
め
ら
れ
て
い
る
地
方
長
官
と
は
売
官
制
の
対

象
と
な
る
保
有
官
僚
で
は
な
く
、
王
が
任
免
す
る
直
轄
官
僚

（
8
昌
目
涼
窒
ざ
①
）
で
あ
る
。
当
初
は
地
方
総
督
の
補
佐
お
よ
び

王
令
の
地
方
に
お
け
る
実
施
を
任
務
と
し
て
い
た
が
、
や
が
て
地

方
総
督
か
ら
独
立
し
、
エ
レ
ク
シ
オ
ン
地
方
で
の
課
税
割
当
を
初

め
、
財
政
、
司
法
、
治
安
、
行
政
に
つ
い
て
広
範
な
権
限
を
獲
得

し
、
地
方
を
強
カ
に
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
た
め
こ
の
地

位
は
王
権
に
よ
る
中
央
集
権
化
の
有
効
な
道
具
と
見
な
さ
れ
る
の

だ
が
、
こ
う
し
た
地
方
長
官
廃
止
の
意
図
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
地

方
三
部
会
を
全
国
に
置
き
、
財
政
上
の
権
限
を
委
譲
す
る
と
す
れ

ば
、
ま
ず
、
地
方
長
官
の
財
政
に
お
け
る
役
割
が
不
要
に
な
る
。

ま
た
、
や
は
り
管
轄
地
域
内
で
一
定
の
行
政
権
を
も
っ
て
い
た
高

等
法
院
と
地
方
長
官
と
が
互
い
の
権
限
の
範
囲
を
め
ぐ
う
て
対
立

関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ぱ
、
地
方
長
官
の
廃
止
は
こ
う
し
た

権
限
争
い
を
中
央
の
支
配
力
を
弱
め
る
形
で
決
着
さ
せ
る
で
あ
ろ

う
し
、
地
方
総
督
府
の
増
加
も
地
方
長
官
の
役
割
を
不
要
に
す
る

方
向
に
働
く
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
地
方
に
お
け
る
行
財
政
は
地

方
三
部
会
、
地
方
総
督
、
高
等
法
院
が
担
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
い
え
ば
地
方
総
督
に
任
命
さ
れ
る
の
は
そ
の
地
方
の
大
貴
族
で

あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
高
等
法
院
に
つ
い
て
も
法
院
長
と
検
事
総
長

は
名
門
貴
族
に
限
定
し
、
部
長
評
定
官
お
よ
び
評
定
官
に
関
し
て

も
能
カ
が
等
し
い
限
り
平
民
よ
り
貴
族
を
優
先
す
る
と
の
『
統
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

計
画
案
』
の
記
述
を
考
え
れ
ぱ
、
地
方
の
行
財
政
を
担
う
の
は
復

権
し
た
名
門
貴
族
で
あ
り
、
上
述
の
三
つ
の
機
関
の
権
限
に
介
入

し
、
そ
れ
を
侵
食
す
る
形
で
成
長
し
て
き
た
地
方
長
官
は
い
わ
ば

纂
奪
者
と
し
て
葬
り
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
に
と

っ
て
起
源
の
も
っ
と
も
新
し
い
地
方
長
官
の
廃
止
は
単
に
あ
る
べ

き
秩
序
へ
の
回
帰
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

む
す
び

　
『
統
治
計
画
案
』
の
構
想
は
貴
族
的
反
動
で
あ
り
、
非
現
実
的

な
夢
想
で
あ
っ
た
の
か
。
確
か
に
三
部
会
や
総
督
府
を
通
じ
て
名

門
貴
族
は
重
要
な
政
治
的
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、

こ
こ
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
『
統
治
計
画
案
』
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に
は
軍
お
よ
び
宮
廷
に
お
け
る
貴
族
の
優
遇
、
偽
貴
族
の
排
除
、

貴
族
内
で
の
序
列
の
強
化
、
あ
ら
た
な
授
爵
の
制
限
、
卸
売
業
を

特
権
喪
失
法
の
適
用
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
よ
る
貴
族
の
経
済
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

盤
の
強
化
な
ど
、
貴
族
の
復
権
を
目
的
と
し
た
提
言
が
多
い
。
し

か
し
、
ポ
リ
シ
ノ
デ
ィ
あ
る
い
は
十
八
世
紀
に
顕
著
と
な
る
高
等

法
院
を
王
権
の
抑
制
カ
と
し
て
期
待
す
る
見
解
な
ど
も
や
は
り
貴

族
的
反
動
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
あ
る
以
上
、
『
統
治
計
画
案
』
を

考
え
る
場
合
、
単
に
反
動
的
で
あ
る
と
す
る
よ
り
も
、
顧
問
会
議

の
メ
ン
バ
ー
に
補
佐
さ
れ
た
国
王
が
す
べ
て
の
権
力
を
掌
握
す
る

シ
ス
テ
ム
か
ら
、
王
権
を
制
度
的
に
抑
制
し
う
る
三
部
会
と
い
う

機
関
を
中
心
と
す
る
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
変
換
を
目
指
し
て
い
る
と
い

う
点
を
第
一
の
特
徴
と
し
て
指
摘
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
〇
〇
年

近
く
も
開
か
れ
た
こ
と
が
な
い
三
部
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ

と
が
た
や
す
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
は
恩
え
な
い
が
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ

ュ
公
が
即
位
す
れ
ぱ
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
や
シ
ュ
ヴ
ル
ー
ズ
、
ボ
ー
ヴ
ィ

リ
エ
は
こ
の
構
想
を
実
行
に
移
す
た
め
の
権
カ
を
手
に
し
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
批
判
勢
カ
は
存
在
し
た

ろ
う
し
、
強
引
な
実
施
は
混
乱
を
招
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ポ

リ
シ
ノ
デ
ィ
の
実
験
に
お
い
て
露
呈
し
た
名
門
貴
族
の
実
務
能
カ

の
欠
如
も
、
彼
ら
の
活
動
の
場
が
顧
問
会
議
で
は
な
く
三
部
会
だ

と
し
て
も
や
は
り
問
題
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
こ
の
構
想
が
非
現
実
的
に
見
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

政
治
の
中
枢
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
貴
族
の
現
実
認
識
の
欠
如
に
由

来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
を
申
心
と
す
る
ブ
ル
ゴ
ー

ニ
ュ
・
サ
ー
ク
ル
の
メ
ン
バ
ー
は
現
状
を
理
解
し
、
実
務
に
も
携

わ
る
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
『
統
治
計
画
案
』
が
示
し
た

構
想
も
、
彼
ら
の
政
治
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
あ
る
べ
き
政
治
体
制
を
追
及
す
る
と
い
う
理
念
的
な
姿

勢
は
彼
ら
の
認
識
の
仕
方
そ
の
も
の
に
影
響
し
た
で
あ
ろ
う
。
た

と
え
ぱ
宮
内
審
理
官
を
排
除
せ
よ
と
い
う
主
張
は
、
能
カ
で
は
な

く
財
力
に
よ
る
栄
達
へ
の
批
判
と
い
う
一
見
筋
の
通
っ
た
も
の
だ

が
、
こ
の
地
位
に
就
く
も
の
が
若
い
う
ち
か
ら
顧
問
会
議
に
出
席

し
て
政
務
に
精
通
し
、
そ
の
の
ち
地
方
長
官
と
し
て
行
政
経
験
を

積
ん
だ
う
え
で
中
央
に
お
け
る
重
要
な
地
位
を
担
う
よ
う
に
な
る

こ
と
を
考
え
れ
ぱ
、
彼
ら
ほ
ど
経
験
と
能
力
の
確
か
な
人
材
は
い

な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
売
官
制
は
有
能
な
人
物
の
登
用
と

必
ず
し
も
対
立
し
な
い
。
し
か
し
、
逆
に
こ
の
作
品
を
理
念
だ
け

で
説
明
す
る
こ
と
も
適
切
で
は
な
い
。
『
統
治
計
画
案
』
執
筆
の

経
緯
を
思
え
ば
、
彼
ら
は
こ
の
構
想
が
十
分
に
実
現
可
能
だ
と
判

断
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
日
か
ら
見
れ
ぱ
非
現
実
的
に
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映
る
と
す
れ
ぱ
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
彼
ら
の
認
識

の
廿
さ
や
偏
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
実
的
な
認
識
と
は
何
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
政
治
状
況
に
関
す
る
知
識
そ
の
も
の
が
欠
け

て
い
る
場
合
や
、
あ
る
い
は
本
人
が
さ
し
あ
た
り
実
現
可
能
性
を

問
題
に
し
て
い
な
い
時
は
別
だ
が
、
『
統
治
計
画
案
』
の
よ
う
な

性
格
の
作
品
を
論
じ
る
場
合
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
王
政
の
推
進
者
の

認
識
に
比
べ
て
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
た
ち
の
認
識
が
誤
っ
て
い
た
、
あ
る

い
は
歪
ん
で
い
た
と
判
断
す
る
確
か
な
根
拠
は
存
在
し
な
い
。
そ

の
後
の
歴
史
の
展
開
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
『
統
治
計
画

案
』
が
一
七
二
年
と
い
う
時
期
に
も
ち
え
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
評

価
す
る
基
準
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
理
念
や
価
値
判
断
を
離

れ
た
純
粋
に
客
観
的
な
現
実
認
識
な
ど
あ
り
え
な
い
以
上
、
こ
の

作
品
の
構
想
が
現
実
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
よ
り
も

そ
れ
が
政
権
の
中
枢
に
い
た
政
治
家
た
ち
の
少
な
く
と
も
一
部
に

と
っ
て
十
分
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
理
解

す
る
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
竃
o
o
ω
己
o
i
声
一
．
．
－
窃
己
Φ
鶉
o
o
＝
巨
0
E
鶉
o
①
司
⑭
目
9
o
目
、
一

　
×
§
色
淳
貧
目
O
．
冨
－
巨
（
目
仁
昌
9
0
ω
忌
O
邑
巨
O
彗
p
彗
凹
一
冨

忌
冨
募
彗
8
宗
霊
篶
一
昌
）
L
竃
7
N
君
」
8
－
曽
①
1

（
2
）
　
た
と
え
ぱ
、
制
度
的
な
王
権
の
抑
制
と
い
う
面
を
重
視
し
、
フ

　
ェ
ヌ
ロ
ン
を
十
八
世
紀
の
開
明
貴
族
の
先
駆
と
す
る
研
究
で
も
、
フ

　
ェ
ヌ
ロ
ン
の
自
由
主
義
は
ま
ず
犬
貴
族
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と

　
さ
れ
る
。
O
E
o
す
ρ
『
■
×
’
§
雨
｝
Φ
S
吻
“
㊦
o
S
、
ぎ
o
ミ
o
ミ
雨
一
、
o
ユ
μ

　
5
芦
p
と
秦
あ
る
い
は
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
思
想
を
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ェ

　
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
系
譜
の
ひ
と
つ
と
し
て
理
解
す
る
研
究
も
、
彼

　
を
中
心
と
す
る
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
の
サ
ー
ク
ル
の
メ
ン
バ
ー
は
基
本

　
的
に
反
動
的
だ
と
し
た
う
え
で
、
フ
ラ
ン
ス
貴
族
に
と
っ
て
の
封
建

　
的
理
想
の
根
強
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
示
8
臣
篶
一
Z
■
O
。
一
§
き
8
－

　
b
ミ
§
』
き
“
望
ミ
Φ
ぎ
ぎ
書
“
一
↓
ぎ
完
§
s
済
竃
§
雨
δ
ミ
Φ
向
s
－

　
－
慧
、
§
§
§
、
軍
一
昌
9
；
二
竃
9
0
．
蟹
蜆
．

（
3
）
　
ロ
ー
マ
で
異
端
と
さ
れ
た
静
寂
主
義
を
説
い
た
と
の
理
由
で
ギ

　
ュ
イ
ヨ
ン
夫
人
が
迫
害
さ
れ
た
際
、
フ
ェ
ヌ
回
ン
は
彼
女
の
弁
護
に

　
回
っ
た
た
め
、
王
の
不
興
を
買
い
、
自
ら
が
大
司
教
を
務
め
る
カ
ン

　
ブ
レ
の
地
に
追
放
さ
れ
た
。

（
4
）
　
シ
ュ
ヴ
ル
ー
ズ
、
ボ
ー
ヴ
ィ
リ
ェ
は
名
門
貴
族
で
あ
り
、
と
も

　
に
o
ル
ベ
ー
ル
の
娘
と
結
婚
し
た
こ
と
に
よ
り
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
。

　
シ
ュ
ヴ
ル
ー
ズ
は
公
的
に
は
枢
要
な
地
位
に
は
つ
い
て
い
な
い
が
、

　
サ
ン
：
ソ
モ
ン
に
よ
れ
ぱ
事
実
上
の
大
臣
で
あ
り
、
国
務
卿
た
ち
も

　
シ
ュ
ヴ
ル
ー
ズ
に
は
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
伝
え
る
よ
う
、
と
く
に
外
務
、

　
陸
軍
の
両
国
務
卿
は
す
ぺ
て
の
計
画
、
文
書
を
見
せ
る
よ
う
王
に
命

　
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
彼
は
国
王
と
連
日
の
よ
う
に
会
談
し
て
い

　
た
と
い
う
。
ω
巴
暮
．
2
昌
o
p
§
§
o
｛
ミ
少
↓
一
ω
一
、
胃
一
ω
し
o
o
o
宍
里
σ
＝
o
1

　
芽
8
篶
ま
一
団
勺
憂
邑
O
）
ら
P
O
。
†
O
。
。
。
．
事
実
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
は
彼
を

　
通
じ
て
王
へ
の
進
一
言
を
試
み
て
い
る
。
ま
た
、
ボ
ー
ヴ
ィ
リ
エ
は
一
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六
八
五
年
か
ら
財
政
顧
問
会
議
議
長
、
一
六
九
一
年
か
ら
は
国
家
の

　
最
高
意
思
決
定
機
関
と
も
い
う
べ
き
国
務
顧
問
会
議
（
O
昌
需
＝

　
｛
．
o
コ
＝
凹
鼻
あ
る
い
は
O
O
目
器
二
〇
．
両
冨
一
）
の
メ
ン
パ
ー
で
あ
ウ
た
。

　
王
と
王
太
子
、
一
七
〇
二
年
に
加
わ
っ
た
王
孫
プ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
を

　
除
け
ば
、
こ
の
会
議
の
メ
ン
バ
ー
は
ボ
ー
ヴ
ィ
リ
エ
を
合
め
て
四
人

　
し
か
い
な
い
。
O
O
；
9
↓
9
■
O
ぎ
さ
ミ
㊤
§
、
昌
曇
雨
、
雨
卜
o
ミ
り

き
ヌ
蟹
ユ
ω
」
㊤
彗
ら
■
彗
．
ち
な
み
に
財
政
顧
問
会
議
議
長
の
職
は

　
そ
れ
ま
で
名
誉
職
に
近
く
、
従
来
は
実
質
的
に
こ
の
会
議
を
指
導
し

　
た
の
は
財
務
総
監
で
あ
っ
た
が
、
職
務
熱
心
で
あ
り
王
の
信
頼
も
厚

　
い
ボ
ー
ヴ
ィ
リ
エ
は
一
定
の
影
響
カ
を
発
揮
し
た
と
さ
れ
る
。
＞
目
一

　
↓
o
巨
p
ζ
－
一
〇
§
竃
ミ
、
s
；
｝
助
o
竃
膏
＆
s
黒
§
卜
§
シ
■
ヌ

　
蟹
ユ
ω
＼
o
彗
箸
o
し
竃
p
p
蜆
p
こ
の
ふ
た
り
の
公
爵
と
フ
ェ
ヌ
ロ

　
ン
と
が
交
わ
し
た
書
簡
は
、
8
§
轟
｝
§
凄
§
－
§
一
く
雪
ω
巴
一
5
9

　
け
揮
冨
N
↓
．
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
ヘ
の
フ
ェ
ヌ

　
ロ
ン
の
働
き
掛
け
を
克
明
に
伝
え
て
い
る
。

（
5
）
　
た
だ
し
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
が
一
七
二
一
年
二
月
に
急
死
し
た

　
た
め
、
彼
ら
の
計
画
は
挫
折
し
た
。
シ
ェ
ヴ
ル
ー
ズ
は
こ
の
年
の
一

　
一
月
に
、
ボ
ー
ヴ
ィ
リ
ェ
は
一
七
一
四
年
に
、
そ
し
て
フ
ェ
ヌ
ロ
ン

　
自
身
も
一
七
一
五
年
一
月
に
死
去
。
ル
イ
十
四
世
亡
き
後
の
改
革
を

　
夢
見
た
彼
ら
は
皆
王
よ
り
早
く
世
を
去
っ
た
。

（
6
）
　
ニ
ハ
一
四
以
降
、
と
り
わ
け
フ
ロ
ン
ド
期
に
貴
族
た
ち
は
三
部

　
会
の
開
催
を
要
求
し
た
が
、
聖
職
者
た
ち
の
貴
族
へ
の
不
信
、
三
部

　
会
が
自
ら
の
威
信
を
低
下
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
高
等
法
院

　
の
危
倶
の
た
め
、
こ
の
要
求
は
広
範
な
支
持
を
得
ら
れ
ず
、
実
現
し

　
な
か
　
つ
た
。
O
O
コ
ω
一
凹
コ
戸
－
－
－
】
≦
－
一
ト
β
S
o
｝
－
冊
吻
吻
“
ざ
萬
吊
S
シ
雨
S
筥
R

　
k
§
ミ
k
§
包
g
－
湧
一
寄
ユ
μ
－
o
竃
ら
．
N
轟
－

（
7
）
　
こ
の
原
則
は
貴
族
た
ち
に
よ
り
し
ぱ
し
ぱ
主
張
さ
れ
、
フ
ェ
ヌ

　
ロ
ン
の
見
解
は
そ
う
し
た
流
れ
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　
カ
E
；
斥
；
o
q
一
F
o
暮
｝
ミ
§
δ
卜
§
汁
き
ヌ
巾
ユ
昌
g
o
貝
冨
①
9

　
P
5
杜
。
ま
た
、
や
は
り
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
に
王
と
し
て
の
心
得
を

　
説
い
た
作
品
、
睾
s
§
§
鳶
8
§
9
§
s
窒
「
』
s
軋
s
g
葛
詩
ざ

　
§
§
員
註
富
8
…
冨
m
ト
N
勺
彗
互
冨
竃
（
望
；
o
｝
8
目
o
ま

　
壼
巾
蚕
邑
o
）
ら
．
畠
＾
、
で
も
、
か
つ
て
の
王
は
国
民
会
議
と
い
う
べ

　
き
パ
ル
ル
マ
ン
の
同
意
に
よ
り
初
め
て
課
税
で
き
た
の
で
あ
り
、
こ

　
う
し
た
秩
序
が
変
化
し
た
の
は
王
た
ち
が
絶
対
権
カ
を
奪
取
し
た
か

　
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
こ
で
い
う
パ
ル
ル
マ
ン
と
は
高

　
等
法
院
と
い
う
名
称
で
わ
れ
わ
れ
が
理
解
し
て
い
る
近
世
の
司
法
組

　
織
よ
り
も
は
る
か
に
犬
き
な
権
限
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
亡
命
ユ
グ
ノ

　
i
で
あ
っ
た
ジ
ュ
リ
ユ
作
と
も
伝
え
ら
れ
る
ル
イ
十
四
世
批
判
の
書

　
『
自
由
を
渇
望
す
る
奴
隷
フ
ラ
ン
ス
の
嘆
息
』
に
よ
れ
ぱ
パ
ル
ル
マ

　
ン
と
は
本
来
、
王
権
に
よ
る
国
民
の
権
利
の
侵
害
を
防
ぐ
た
め
、
三

　
部
会
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
設
立
さ
れ
た
、
い
わ
ぱ
三
部
会
の
縮

　
小
版
で
あ
っ
た
と
い
う
。
卜
s
曽
§
｛
葛
§
ざ
き
s
8
8
o
－
§
雨

　
○
ミ
o
魯
｛
ミ
§
＆
屹
ざ
－
§
ミ
尽
＞
目
g
雪
ま
員
5
o
ρ
o
℃
．
ミ
⑩
－

　
轟
「
パ
ル
ル
マ
ン
は
元
来
、
訴
訟
を
担
当
す
る
た
め
に
王
会
か
ら

　
独
立
し
た
組
織
で
あ
り
、
三
部
会
の
縮
小
版
で
は
な
い
。
上
に
挙
げ

　
た
よ
う
な
歴
史
認
識
は
そ
れ
自
体
が
反
絶
対
王
政
と
い
う
イ
デ
オ
ロ

　
ギ
ー
の
産
物
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い

　
る
。

（
8
）
　
8
ミ
ミ
ミ
ー
、
雨
凄
ミ
δ
s
二
』
ω
一
〇
P
ω
8
1
ω
雪
1

233



（98）一橋論叢 第120巻第2号 平成10年（1998年）8月号

（
9
）
　
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
地
方
三
部
会
お
よ
び
司
教
区
会
議
に
関
す
る

　
叙
述
は
以
下
の
作
品
に
よ
っ
た
。
零
昇
峯
．
』
冨
o
ぎ
壽
§
§
乱
旨
l

　
○
討
ミ
｛
ミ
ω
雨
e
雨
S
膏
雨
S
、
ぎ
－
O
o
S
“
ミ
ミ
ぎ
ミ
o
や
O
o
昌
一
〕
ユ
O
O
q
P
－
o
o
o
蜆
．

（
1
0
）
　
き
§
き
零
§
“
§
“
§
§
戸
3
コ
ω
富
§
§
仰
け
ド
霊
『
貝

　
5
竃
（
里
σ
＝
o
芽
晋
篶
α
巴
｝
雪
9
ぎ
o
）
一
p
－
畠
p

（
u
）
§
ミ
ら
τ
昌
o
o
o
－
一
8
9
徴
税
請
負
人
は
王
権
に
支
払
っ
た
額

　
と
実
際
の
徴
税
額
と
の
差
額
が
収
入
と
な
る
以
上
当
然
だ
が
、
王
の

　
役
人
と
し
て
直
接
税
を
徴
収
す
る
徴
税
官
の
地
位
も
そ
れ
自
体
、
実

　
入
り
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
期
日
に
は
決
め
ら
れ
た
税
額

　
を
国
庫
に
収
め
ね
ば
な
ら
ず
、
徴
税
が
終
わ
ら
な
い
場
合
は
私
財
を

　
投
じ
て
も
支
払
う
義
務
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
彼
ら
は
徴
税
で
き
な

　
い
分
を
見
越
し
て
余
分
に
課
税
し
、
さ
ら
に
は
支
払
い
期
目
が
来
る

　
ま
で
徴
収
し
た
税
を
私
的
に
運
用
し
、
利
益
を
あ
げ
て
い
た
。
さ
ら

　
に
彼
ら
は
徴
税
手
数
料
を
受
け
取
っ
て
い
た
が
、
そ
の
分
も
住
民
へ

　
の
課
税
に
上
乗
せ
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
徴
税
官
は
極
め
て
儲
■
か

　
る
仕
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ω
o
昇
s
．
9
“
．
ら
．
違
†
曽
－
、

（
1
2
）
ミ
§
§
電
§
雨
§
雨
§
§
卜
P
＝
o
ム
。
フ
ラ
ン
ス
財
務
官
と
は

　
寝
壱
o
，
9
8
ゴ
o
目
に
お
い
て
エ
レ
ク
シ
ヨ
ン
と
呼
ぱ
れ
る
徴
税
管

　
区
に
税
を
割
り
振
る
職
、
ま
た
エ
リ
ュ
は
エ
レ
ク
シ
ヨ
ン
に
お
い
て

　
各
司
祭
区
に
税
を
割
り
振
る
仕
事
を
担
当
し
て
い
た
。

（
岨
）
　
§
ミ
ら
」
8
o
－

（
1
4
）
　
§
童
ら
」
8
9

（
1
5
）
　
国
王
は
神
に
対
し
て
義
務
を
負
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
宗
教
問

　
題
に
関
し
て
は
王
権
の
教
会
へ
の
従
属
が
明
確
に
規
定
さ
れ
る
こ
と

　
に
な
る
。
王
は
教
義
に
関
す
る
教
会
の
決
定
に
は
無
条
件
に
従
う
ぺ

　
き
と
さ
れ
、
教
会
裁
判
所
の
独
立
も
保
証
さ
れ
る
。
ま
た
、
ガ
リ
カ

　
ニ
ス
ム
は
批
判
さ
れ
、
す
べ
て
の
聖
職
者
は
法
皇
に
従
属
す
る
。
王

　
が
独
断
で
司
教
を
選
ぷ
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
§
ミ
一
〇
P
；
竃
－

　
；
竃
．

（
1
6
）
　
司
法
組
織
に
関
す
る
記
述
は
、
O
＝
三
害
一
冬
胃
饒
コ
一
勺
・
一
§
吻
一

　
δ
｛
ミ
、
畠
、
§
註
き
ミ
s
涼
註
吻
o
ユ
阻
ミ
㎞
～
ざ
完
“
；
ぎ
ぎ
§
一

　
蟹
ユ
ω
一
屋
呂
（
邦
訳
、
塙
浩
訳
『
フ
ラ
ン
ス
法
制
史
概
説
』
、
創
文

　
社
、
　
一
九
八
六
年
）
お
よ
び
、
黒
昇
r
（
邑
『
）
一
b
ミ
｝
§
s
s
寺
“
き

　
－
s
§
｛
§
完
爵
ぎ
雨
㌔
胃
貝
冨
琴
所
収
の
関
連
項
目
を
参
照
。

（
1
7
）
　
ミ
§
き
電
§
雨
§
耐
§
§
｝
も
．
＝
o
ω
－

（
1
8
）
　
§
鼻
も
－
＝
o
｛
．

（
1
9
）
　
§
§
ら
．
＝
0
N
．

（
2
0
）
　
＞
ま
o
巨
P
S
．
o
芦
o
P
奈
－
蜆
①
一

（
2
1
）
　
宮
内
審
議
官
に
つ
い
て
は
上
述
の
研
究
の
ほ
か
に
、
竃
o
冨
．

　
『
＝
o
i
カ
．
一
〇
〇
葦
雨
ミ
、
s
δ
｝
、
⑮
卜
o
ミ
眈
き
～
ざ
完
s
o
－
ミ
ざ
s
一

　
勺
凹
ユ
閉
し
彗
9
p
＝
．
卜
8
｛
妻
§
ミ
ざ
妻
註
ざ
、
§
§
雨
竃
姜
ざ

§
§
s
ミ
ミ
㊦
き
8
ぎ
二
〇
昌
巴
二
〇
。
。
9
o
p
－
§
－
量
と
．
ま
た
、

　
黒
気
（
昌
『
）
一
s
，
9
戸
p
畠
9
に
よ
れ
ぱ
宮
内
審
議
官
と
は
今
目

　
の
国
立
行
政
学
院
卒
業
生
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

（
2
2
）
　
き
§
き
電
§
雨
§
雨
§
§
、
も
．
＝
o
N
1

（
2
3
）
　
こ
の
意
味
で
『
統
治
計
画
案
』
の
性
楮
を
非
中
央
集
権
的
、
封

　
建
的
と
す
る
ム
ニ
エ
ら
の
評
価
に
は
一
定
の
留
保
が
必
要
で
は
な
い

　
か
。
ζ
昌
彗
雪
一
．
．
一
〇
ρ
9
、
も
－
M
昌
－
奈
O
ぎ
；
一
§
婁
．
ら
ー
ω
隼

　
逆
に
、
キ
ュ
ー
シ
ュ
は
、
貴
族
的
な
傾
向
と
同
時
に
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
に

　
は
強
力
な
国
家
の
役
割
へ
の
指
向
も
存
在
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
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〇
一
』
o
す
9
o
β
o
｛
戸
P
｛
と
ド

（
2
4
）
　
そ
の
他
の
顧
問
会
議
と
し
て
は
、
地
方
と
の
関
係
を
管
轄
す
る

　
も
の
（
8
冨
邑
忌
ω
忌
忌
争
鶉
）
や
司
教
の
任
命
な
ど
を
決
め
る

　
宗
務
顧
間
会
議
（
8
易
邑
ま
8
房
9
彗
8
）
、
そ
れ
に
大
法
官
が

　
主
宰
す
る
前
述
の
訴
訟
顧
問
会
議
が
あ
る
。
顧
問
会
議
お
よ
ぴ
ル
イ

　
十
四
世
に
よ
る
そ
の
再
編
に
つ
い
て
は
、
＞
葦
o
ヲ
9
§
o
宗
お
よ

　
ぴ
、
ζ
o
＝
ω
三
雪
一
卜
雨
o
o
ミ
竃
ミ
軋
s
δ
｛
．

（
2
5
）
ミ
§
き
電
§
雨
§
§
§
ト
P
；
睾

（
2
6
）
　
§
ミ
一
P
＝
o
ω
9
＝
o
蜆
1

（
2
7
）
　
ζ
昌
彗
討
■
，
一
〇
ρ
o
F
．
．
一
P
N
8
。
ま
た
、
十
八
世
紀
に
お
け
る

　
フ
ェ
ヌ
回
ン
の
影
響
を
論
じ
た
シ
ェ
レ
ル
も
、
一
時
的
で
は
あ
る
が

　
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
は
摂
政
オ
ル
レ
ア
ン
公
に
影
響
を
与
え
た
と
し
て
い
る
。

　
O
＝
㎞
『
一
0
F
＞
’
凄
ミ
と
O
S
S
S
し
（
§
｝
誌
o
㍍
⑮
3
、
§
S
o
雨
（
－
ミ
｝
－

－
亀
s
）
一
〇
昌
Φ
き
」
㊤
ぎ
（
カ
9
昌
召
o
窃
三
α
巴
．
蟹
巨
昌
思
霊
『
一
μ

　
冨
ミ
）
も
．
ω
8
1

（
2
8
）
　
ポ
リ
シ
ノ
デ
ィ
に
関
し
て
は
＞
旦
o
ぎ
9
S
．
o
芦
o
p
ミ
ー
－
8
、

（
2
9
）
　
た
だ
し
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
に
よ
れ
ぱ
オ
ル
レ
ア
ン
公
は
ポ
リ
シ

　
ノ
デ
ィ
に
実
質
的
な
カ
を
与
え
ず
、
重
要
案
件
は
ル
イ
十
四
世
と
同

　
じ
よ
う
に
、
す
ぺ
て
個
別
の
鶴
議
で
決
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
ポ
リ

　
シ
ノ
デ
ィ
の
構
想
そ
の
も
の
が
ル
イ
十
四
世
の
死
に
際
し
て
、
不
平

　
を
も
つ
貴
族
た
ち
を
味
方
に
つ
け
、
権
カ
を
確
保
す
る
た
め
の
餌
に

　
過
ぎ
な
か
ウ
た
と
さ
れ
る
。

（
3
0
）
　
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
著
修
批
判
ー

　
キ
リ
ス
↓
教
道
徳
と
貴
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
『
一
橋
大
学
研
究
年

　
報
・
社
会
学
研
究
』
三
六
号
、
一
九
九
七
年
一
一
月
、
一
〇
五
－
一

　
五
四
頁
。

（
3
1
）
た
と
え
ぱ
、
卜
8
§
§
ミ
嚢
§
§
“
§
§
雨
一
葦
程
二
．
r

　
O
O
『
少
、
凹
ユ
9
δ
竃
一
〇
〇
．
σ
蜆
σ
1
蟹
ド
あ
る
い
は
S
S
e
ミ
｝
（
コ
9
一

　
邑
O
）
一
け
N
ら
P
昌
8
－
；
S
．

（
3
2
）
卜
§
§
～
卜
§
泳
き
5
旨
易
亀
s
e
ミ
吻
ン
ー
一
蟹
ま
二
轟
ω

　
（
雲
；
o
葦
晋
毒
宗
訂
雪
9
｝
3
）
一
p
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