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シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
、

―
―
一
六
五
年
の
い
わ
ゆ
る
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会
の
歴
史
的
意
義
を
考
察
す
る
。
そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
庶
民
院
の
起

源
で
あ
る
と
の
説
明
が
、
今
日
で
も
高
校
生
向
け
世
界
史
教
科
書
に
は
見
ら
れ
る
。
し
か
し
専
門
研
究
者
の
間
で
は
こ
の
種
の
見
解
は
、

一
九
世
紀
後
半
イ
ギ
リ
ス
帝
国
が
繁
栄
し
、
そ
の
当
時
の
政
治
形
態
と
し
て
の
議
会
制
度
を
高
く
評
価
し
た
上
で
、
そ
の
起
源
を
出
来
る

だ
け
古
い
時
代
へ
と
遡
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
が
持
つ
先
進
性
を
強
調
す
る
た
め
の
意
図
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
退

け
ら
れ
て
い
る
。

パ
ー
ラ
メ
ン
ト

(
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
、
議
会
）
と
い
う
語
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
の
公
文
書
に
登
場
す
る
の
は
、

(
2
)
 

と
い
わ
れ
て
い
る
。
文
脈
か
ら
す
る
と
そ
こ
で
は
、
司
法
判
断
を
下
す
べ
き
機
会
と
し
て
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

二
五
八
—
六
五
年
の
い
わ
ゆ
る
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
乱
に
際
し
て
、
公
文
書
に
は
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
語
が
何
度
も
登
場
す
る
。

こ
の
時
期
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
例
え
ば
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
は
、

五
四
年
ま
で
は
国
王
も
バ
ロ
ン
も
、
州
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
余
裕
が
無
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
（
中
略
）

は
じ
め
に

シ
モ
ン

・
ド
・

―
二
六
四
、
六
五
年
（
朝
治
）

ス
タ
ッ
ブ
ズ
説
を
紹
介
し
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
―
二

朝

モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
、

ム
口

、>
Jル

―
―
一
三
六
年
が
最
初
で
あ
る

啓

二
六
四
、

―
二
五
八
年
の

六
五
年



―
二
六
四
年
六
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト

隔
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
五
巻
第
三
号

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
依
然
と
し
て
、
国
王
に
課
税
を
承
認
す
る
た
め
の
、
諸
侯
だ
け
の
集
会
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
」
「
一
―
一
六
四
年
六

月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
画
期
的
な
事
件
と
な
っ
た
。
そ
の
後
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
的
集
会
が
持
つ
こ
と
に
な
る
、
す
べ
て
の
特
徴
が
登
場
し

た
最
初
の
事
件
で
あ
っ
た
。
騎
士
は
彼
ら
の
州
の
代
表
で
あ
り
、
彼
ら
が
ー
ラ
メ
ン
ト
ヘ
と
や
っ
て
来
た
の
だ
。
（
中
略
）
こ
の
の
ち
一

二
月
に
は
シ
モ
ン
は
騎
士
を
再
び
召
集
し
た
。
各
都
市
か
ら
二
人
ず
つ
、
さ
ら
に
都
市
か
ら
も
代
表
を
召
集
し
た
。
一
―
一
六
五
年
一
月
か

ら
三
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
は
州
と
都
市
の
代
表
が
共
に
出
席
す
る
最
初
の
機
会
と
な
っ
た
。
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
萌
芽
で
あ
る
。
」
我
が

国
に
も
一
―
一
六
五
年
を
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
開
始
年
と
す
る
見
方
が
あ
る
。

―
二
六
四
年
五
月
一
四
日
、
南
英
サ
セ
ッ
ク
ス
の
リ
ュ
イ
ス
北
郊
の
丘
陵
に
お
け
る
戦
い
で
、
国
王
、
王
弟
、
王
子
を
と
ら
え
て
勝
利

し
た
レ
ス
タ
伯
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
は
国
王
と
の
間
に
リ
ュ
イ
ス
協
定
を
結
び
、
そ
の
上
で
六
月
に
ロ
ン
ド
ン
で
の
パ
ー
ラ
メ

ン
ト
ヘ
聖
俗
諸
侯
を
召
集
し
た
。
同
時
に
こ
の
と
ぎ
、
こ
の
度
新
た
に
設
置
さ
れ
た
各
州
の
治
安
官

custos
pacis
宛
て
令
状
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
州
か
ら

electos
さ
れ
た
四
名
の
騎
士
を
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
ヘ
送
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
の
パ
ー
ラ
メ

ン
ト
で
は
、
新
し
い
事
態
に
即
し
た
王
国
経
営
の
方
針
と
し
て
「
統
治
の
形
態
」
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
「
こ
の

ordinatio
は
国

王
陛
下
、
そ
し
て
高
位
聖
職
者
、

バ
ロ
ン
、
そ
し
て
そ
の
と
き
出
席
し
て
い
た

c
o
m
m
u
n
i
t
a
s
の
同
意
、
意
思
お
よ
び
命
令
に
よ
り
ロ
ン

ド
ン
で
作
ら
れ
た
」
、
と
い
う
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
は
聖
俗
諸
侯
以
外
に
は
、
召
集
さ
れ
た
の
は
上
記
の

よ
う
に
州
代
表
の
騎
士
で
あ
る
の
で
、
こ
の
文
中
の
「
c
o
m
m
u
n
i
t
y
共
同
体
」
と
は
州
騎
士
を
指
し
、
し
か
も
彼
ら
が
「
同
意
し
た
」

こ
と
が
特
記
さ
れ
て
い
る
。
州
の
代
表
と
し
て
の
騎
士
を
召
集
し
た
点
を
高
く
評
価
し
た
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
一

二
五
八
年
に
は
地
方
行
政
組
織
全
体
が
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
さ
れ
、
騎
士
や
そ
れ
以
下
の
階
級
の
不
満
を
是
正
す
る
よ
う
に
変
え
ら
れ
た
。



れ
ば
、

シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
、

誰
が
選
ん
だ
の
か
。

―
二
六
四
、
六
五
年
（
朝
治
）

―
―
一
六
一
年
に
は
国
王
側
も
改
革
派
バ
ロ
ン
側
も
、
騎
士
の
支
持
を
求
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ウ
ィ
ン
ザ
ー
と
セ
ン
ト
・
オ
ー
バ
ン

ズ
で
対
抗
し
つ
つ
集
会
を
開
こ
う
と
し
た
。
次
い
で
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
は
こ
れ
ら
の
事
件
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
―
二
六

四
、
六
五
年
の
有
名
な
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
ヘ
騎
士
た
ち
を
召
集
し
た
の
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
シ
モ
ン
が
彼
ら
を
召
集
し
た
理
由
は
、
諸
侯
が

騎
士
の
た
め
の
改
革
を
し
た
の
で
、
騎
士
は
諸
侯
の
運
動
を
支
持
す
る
は
ず
で
あ
る
と
み
な
し
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、

こ
の
と
き
の
召
集
令
状
に
あ
る

p
e
r
a
s
s
e
n
s
u
m
 e
j
u
s
d
e
m
 c
o
m
i
t
a
t
u
s
 a
d
 h
o
c
 electos 
(
c
h
o
s
e
n
 b
y
 t
h
e
 a
s
s
e
n
t
 of t
h
e
 c
o
u
n
t
y
)
と

「
選
挙
」
と
解
釈
し
た
結
果
で
あ
る
。

い
う
箇
所
、
と
く
に

electos
の
語
を
近
代
的
な
意
味
で
の

こ
こ
で
は

electos
の
当
時
の
用
法
に
よ
っ
て
は
、
別
の
考
え
方
が
あ
り
得
る
こ
と
を
示
し
て
お
く
。
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
は
こ
の
箇
所
の

(10) 

electos
の
意
味
を
「
選
挙
」
さ
れ
た
と
見
な
し
て
い
る
。
ホ
ル
ト
も
同
様
の
解
釈
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
別
の
箇
所
で
は
実
際

に
選
挙
が
な
さ
れ
た
の
か
を
問
い
、
召
集
令
状
発
行
日
と
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
開
催
日
と
の
間
の
日
数
か
ら
考
え
て
、
短
い
場
合
に
は
実
際
に

は
選
挙
は
行
わ
れ
ず
、
シ
ェ
リ
フ
や
治
安
官
が
指
名
し
た
人
物
が
送
り
出
さ
れ
た
と
結
論
し
て
い
る
。
中
世
ラ
テ
ン
語
辞
典
で
調
べ
る
と
、

―
二
六

0
年
代
に

electos
が
今
日
的
意
味
で
の
「
選
挙
さ
れ
た
」
と
い
う
意
味
を
表
す
と
い
う
例
は
見
あ
た
ら
ず
、
当
時
の
用
例
と
し

(12) 

て
は

c
h
o
s
e
n
,
selected, 
p
i
c
k
e
d
の
意
味
の
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
で
は
州
裁
判
集
会
に
お
け
る
出
席
者
に
よ
っ
て
で
は
な
い
と
す

―
―
一
六
四
年
六
月
の
場
合
に
は
こ
の
令
状
が
宛
て
ら
れ
、
騎
士
を
送
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
新
任
の
治
安
官

で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
ぎ
の
治
安
官
は
リ
ュ
イ
ス
で
の
勝
利
の
後
、

レ
ス
タ
伯
と
彼
の
政
府
が
国
王
軍
に
与
し
た
も
の
か
ら
の
反
撃
に
備
え

て
地
域
防
衛
の
た
め
に
設
置
し
た
官
職
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
シ
ェ
リ
フ
の
軍
事
権
限
を
彼
ら
に
移
し
た
。
任
命
さ
れ
た
治
安
官
名
は
す

べ
て
判
明
し
て
い
る
が
、
彼
ら
が
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
派
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
た
。
こ
の
と
き
の

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
送
ら
れ
た
騎
士
た
ち
が
州
の
住
民
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
、
代
理
権
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
「
地
域
代
表
」

(14) 

能
性
は
否
定
出
来
な
い
。

（
中
略
）

で
は
な
か
っ
た
可



次
に
一
―
一
六
四
年
―
―
一
月
に
召
集
さ
れ
、

―
二
六
五
年
一
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト

闘
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
五
巻
第
三
号

つ
ぎ
に
「
州
の
同
意
を
経
て
」

の
箇
所
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

―
―
一
六
四
年

ハ
ー
フ
ォ
ー
ド
、
ラ
ン
カ
シ
ア
に
は
、
令
状
が
宛
て
ら

令
が
出
さ
れ
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
開
催
日
が
一
―
二
日
で
あ
り
、
「
統
治
の
形
態
」
が
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
決
定
さ
れ
た
の
が
二
四
日
で
あ
る
の
で
、

州
裁
判
集
会
を
開
き
代
表
を
選
出
し
、
彼
ら
が
ロ
ン
ド
ン
に
赴
き
、
さ
ら
に
諸
侯
と
協
議
す
る
と
い
う
暇
は
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が

わ
く
。
そ
の
際
、
代
表
者
が
州
の
総
意
を
体
現
す
る
よ
う
召
集
者
側
か
ら
要
求
す
る
と
き
の

p
l
e
n
a
p
o
t
e
s
t
a
t
e
十
分
な
権
限
を
持
っ
て

と
い
う
、
次
の
王
の
治
世
に
見
ら
れ
る
定
型
旬
は
今
回
の
召
集
状
に
は
付
い
て
い
な
い
。
「
同
意
を
経
て
選
出
す
る
」
と
は
書
い
て
あ
る

の
だ
が
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
の
交
渉
と
そ
の
結
果
が
州
全
体
を
拘
束
す
る
こ
と
へ
の
承
認
ま
で
は
触
れ
て
は
い
な
い
。

ホ
ル
ト
は
一
―
一
六
四
年
六
月
の
州
か
ら
の
騎
士
召
集
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
レ
ス
タ
伯
の
政
府
が
決
め
る
「
統
治
の
形
態
」
を
押
し
つ
け

ら
れ
る
た
め
に
召
集
さ
れ
た
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。
彼
ら
に
は
交
渉
、
協
議
す
る
権
限
は
与
え
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
ま
し
て
や
立
法
す

(15) 

る
権
限
は
言
及
さ
れ
て
さ
え
い
な
い
。

―
四
世
紀
エ
ド
ワ
ー
ド
ニ
世
期
以
降
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
が
備
え
る
よ
う
に
な
る
条
件
を
、
こ

の
度
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
備
え
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
お
パ
ス
ケ
に
よ
れ
ば
、
召
集
令
状
は
ダ
ラ
ム
と
チ
ェ
ス
タ
を
除
く

全
州
に
送
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
、
サ
リ
、
ラ
ト
ラ
ン
ド
、

(16) 

れ
た
と
い
う
確
認
は
と
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
す
べ
て
の
州
か
ら
代
表
を
集
め
た
と
い
う
認
識
の
根
拠
が
間
わ
れ
て
い
る
。

の
「
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会
」
は
議
会
と
し
て
の
条
件
を
欠
い
て
お
り
、
庶
民
院
の
起
源
と
呼
ぶ
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

―
―
一
六
五
年
一
月
二

0
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
度

の
召
集
令
状
は
一
―
一
月
一
三
日
に
ウ
ィ
ン
ザ
ー
か
ら
大
小
修
道
院
長
、
司
教
宛
て
に
発
行
さ
れ
、
次
に
―
二
月
二
四
日
に
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ

ク
か
ら
そ
の
他
の
修
道
院
長
や
司
教
、
ま
た
伯
・
バ
ロ
ン
宛
て
に
出
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
八
日
後
に
各
州
シ
ェ
リ
フ
、

ヨ
ー
ク
、

リ
ン
カ

―
二
六
四
年
六
月
の
場
合
、
四
日
に
治
安
官
宛
て
に
召
集
命

四



シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
、

―
―
工
ハ
四
、
六
五
年
（
朝
治
）

五

ン
そ
の
他
の
市
民
へ
、
さ
ら
に
五
港
都
市
の
バ
ロ
ン
た
ち
へ
と
出
さ
れ
た
。
ノ
リ
ッ
ジ
司
教
に
は
―
二
月
二
六
日
に
単
独
で
発
行
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
令
状
に
は
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
と
い
う
語
は
使
用
さ
れ
ず
、
ま
た
修
道
院
長
の
名
が
司
教
よ
り
先
に
書
か
れ
て
い
る
点
は
異
例
で

あ
る
。
こ
の
「
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
」
は
初
め
て
都
市
民
が
召
集
さ
れ
た
点
が
有
名
で
、
召
集
者
の
シ
モ
ン
を
「
庶
民
院
の
創
設
者
」
と
見
な

(18) 

す
見
解
も
こ
れ
を
根
拠
に
し
て
い
る
。
因
み
に
召
集
さ
れ
た
都
市
名
は
上
記
一
―
つ
以
外
は
、
令
状
そ
の
も
の
が
現
存
し
な
い
の
で
不
明
で

(19) 

あ
る
。
都
市
民
へ
の
召
集
状
を
シ
ェ
リ
フ
宛
て
に
で
は
な
く
、
「
都
市
民
」
に
直
接
宛
て
る
点
は
今
回
の
召
集
の
特
徴
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
フ
宛
て
、
そ
し
て
都
市
民
宛
の
令
状
に
は
独
自
の
文
言
は
用
い
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
聖
俗
諸
侯
と
同
じ
用
件
に
よ
り
召
集
さ
れ

た
と
判
断
し
得
る
。
そ
れ
は
リ
ュ
イ
ス
協
定
に
よ
り
軟
禁
中
の
王
子
エ
ド
ワ
ー
ド
の
釈
放
に
つ
い
て
の
案
件
、
さ
ら
に
王
国
全
体
の
平
和

実
現
と
用
益

utilitatem
の
決
定
に
際
し
て
貴
下
等
の
助
言
無
し
に
は
決
め
た
く
な
い
の
で
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
案
件
は
、

国
王
と
レ
ス
タ
伯
と
の
間
で
結
ば
れ
た
リ
ュ
イ
ス
協
定
、
お
よ
び
―
―
―
六
四
年
六
月
の
「
統
治
の
形
態
」
に
関
す
る
、
い
わ
ば
体
制
維
持

を
保
証
す
る
問
題
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
れ
を
他
の
聖
俗
諸
候
や
州
代
表
や
諸
都
市
代
表
か
ら
助
言
を
受
け
て
決
定
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

後
者
の
案
件
は
一
―
―
六
四
年
四
月
の
ノ
ー
サ
ム
プ
ト
ン
の
戦
い
以
来
の
国
内
の
争
乱
状
態
の
解
消
を
目
指
す
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

も
す
べ
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
住
民
に
関
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
国
王
派
諸
侯
と
レ
ス
タ
伯
派
諸
侯
と
の
間
で
決
着
が
付
け
ら
れ
る
べ
き
問

―
二
五
八
年
の
国
政
改
革
運
動
開
始
以
来
の
課
題
、
す
な
わ
ち
封
主
封
臣

題
で
あ
ろ
う
。
州
の
住
民
や
都
市
民
に
と
っ
て
の
関
心
事
は
、

関
係
に
起
因
す
る
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
で
あ
り
、
ま
た
国
王
の
恩
顧
政
治
に
対
す
る
不
満
の
解
決
や
、
諸
侯
の
現
地
役
人
に
よ
る
現
地
住
民

へ
の
圧
力
行
使
へ
の
不
満
の
解
決
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
関
す
る
「
討
議
」
に
つ
い
て
は
召
集
令
状
に
は
全
く
言
及
が
な
い
。

召
集
者
と
被
召
集
者
と
の
思
惑
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
後
者
は
前
者
か
ら
助
言
を
期
待
さ
れ
た
と
し
て
も
、
答
え
よ
う
が
無
い
の
で
は

な
い
か
。
そ
れ
で
も
出
席
し
た
と
す
れ
ば
、
助
言
に
か
こ
つ
け
て
自
分
た
ち
の
独
自
の
要
求
を
改
革
派
政
府
に
分
か
ら
せ
よ
う
と
努
め
る

(20) 

た
め
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
「
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
」
で
何
が
詰
し
合
わ
れ
た
の
か
は
、
記
録
が
残
っ
て
お
ら
ず
不
明
で
あ
る
。
他

つ
ま
り



で
は
何
故
レ
ス
タ
伯
の
政
府
は
わ
ざ
わ
ざ
州
や
都
市
の
代
表
を
新
た
に
召
集
し
た
の
か
。
ト
レ
ハ
ー
ン
は
「
シ
モ
ン
は
一
―
一
六
一
、
六

四
、
六
五
年
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
ヘ
騎
士
を
召
集
し
、
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
討
論
と
決
定
に
お
い
て
実
際
に
役
割
を
演
じ
さ
せ

た
。
と
い
う
の
は
彼
が
彼
ら
の
協
力
と
同
意
を
必
要
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
「
代
表
制
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て

構
成
員
を
増
や
す
こ
と
で
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
基
礎
を
広
げ
る
と
い
う
試
み
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
、
召
集
令
状
は
以
前
に
も
ま
し
て
、

従
来
か
ら
の
諮
間
会
議
的
集
会
の
持
つ
王
国
全
体
に
と
っ
て
の
公
的
重
要
事
の
討
論
や
決
着
に
つ
い
て
、
共
同
決
定
と
い
う
目
的
を
強
調

し
始
め
た
」
と
述
べ
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
従
来
か
ら
の
構
成
員
で
あ
る
諸
侯
と
、
新
た
に
召
集
さ
れ
た
州
や
都
市
の
代
表
と
の
決
定
に
お

(21) 

け
る
対
等
性
を
強
調
し
た
。
同
じ
問
題
点
に
つ
い
て
、
城
戸
氏
は
「
レ
ス
タ
伯
は
諸
侯
勢
力
の
大
多
数
の
支
持
を
う
る
こ
と
が
出
来
な
い

状
況
の
中
で
、
社
会
的
に
よ
り
下
層
の
人
々
の
間
に
お
け
る
自
己
の
支
持
勢
力
を
結
集
す
る
目
的
で
、
州
の
騎
士
や
都
市
住
民
の
代
表
を

(22) 

召
集
し
た
の
だ
と
い
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
支
持
勢
力
を
結
集
す
る
」
と
い
う
言
葉
が
、
シ
モ
ン
等
諸
侯
が
州
・
都
市
代
表
と
国
政
全
般
に
つ
い
て
対
等
に
協
議
し
決
定
す
る
と

い
う
意
味
に
な
り
そ
う
に
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
「
諸
侯
勢
力
の
大
多
数
の
支
持
を
う
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
状
況
を
克
服
す
る
こ

と
が
目
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
州
や
都
市
の
代
表
と
の
協
議
が
ど
れ
ほ
ど
の
効
果
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
仮
に
会
合
の
場
で
の
協
賛
を
得

た
と
し
て
も
、
既
に
諸
侯
の
大
半
が
レ
ス
タ
伯
を
見
捨
て
て
い
る
状
況
を
改
善
し
得
る
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
時
点
で
レ
ス
タ
伯

政
府
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
直
接
的
に
は
、
辺
境
諸
侯
の
反
抗
や
、
海
外
か
ら
の
傭
兵
動
員
を
準
備
す
る
王
妃
や
リ
ュ
ジ
ニ
ャ
ン
家
異

(23)

（

24) 

父
兄
弟
た
ち
の
勢
力
と
対
決
す
る
に
十
分
な
、
軍
事
力
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
著
で
既
に
述
べ
た
。
も
う
―
つ
の
論
点
は
在
地

領
主
層
や
有
力
市
民
間
の
意
見
が
各
州
、
各
都
市
ご
と
に
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
で
も
―
つ
に
纏
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
無

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
州
や
都
市
「
代
表
」
が
「
十
分
な
代
理
権
」
を
持
っ
て
参
集
す
る
こ
と
と
命
じ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

の
史
料
に
糸
口
を
見
つ
け
る
他
は
な
い
。
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シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
、

因
み
に
レ
ス
タ
伯
は
こ
の
後
、

と
見
な
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

と
ヨ
ー
ク
の
他
に
は
具
体
名
が
書
か
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
事
情
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

．
二
六
四
、
六
五
年
（
朝
治
）

七

―
二
六
四
、
六
五
年
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
、

レ
ス
タ

そ
し
て
参
集
し
た
会
場
で
、
レ
ス
タ
伯
政
府
か
ら
協
賛
を
命
じ
ら
れ
て
そ
の
「
決
定
」
を
州
や
都
市
に
持
ち
帰
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ

(25) 

れ
の
社
会
の
指
導
的
住
民
が
一
致
し
て
命
令
に
従
う
と
い
う
保
証
は
な
い
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
拙
著
で
例
を
挙
げ
て
説
明
し
た
。

レ
ス
タ
伯
政
府
が
州
や
都
市
の
代
表
を
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
ヘ
召
集
し
た
理
由
は
、
地
方
社
会
の
住

民
一
般
を
満
遍
な
く
自
己
の
支
持
者
に
し
よ
う
と
し
た
た
め
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
む
し
ろ
レ
ス
タ
伯
は
各
地
に
散
ら
ば
っ
て

(26) 

い
る
自
己
の
支
持
者
を
選
択
し
て
召
集
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
年
の
―
二
月
に
出
さ
れ
た
召
集
状
が
す
べ
て
の
諸
侯
に
一
括
し
て
出
さ

れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
反
レ
ス
タ
派
の
諸
侯
に
は
送
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
こ
の
推
定
を
裏
書
き
す
る
。
都
市
宛
の
令
状
は
リ
ン
カ
ン

乱
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
が
、

一
部
の
州
は
シ
ェ
リ
フ
が
代
表
を
送
ら
な
か
っ
た
。
非
常
時
に
お
け
る
事
務
方
の
混

フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
国
王
派
の
軍
事
力
導
入
に
対
す
る
防
衛
の
拠
点
と
し
て
の
五
港
都
市
に
、
他
の
都
市

よ
り
も
多
く
数
の
代
表
者
を
送
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
点
か
ら
は
、
召
集
が
軍
事
的
配
慮
の
も
と
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
と
す

れ
ば
こ
の
と
き
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を
、
立
法
権
を
持
っ
た
「
国
民
」
代
表
や
地
域
社
会
代
表
が
、
国
政
を
議
し
決
定
し
た
「
最
初
の
議
会
」

―
二
六
五
年
六
月
に
ロ
ン
ド
ン
で
開
く
予
定
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を
三
月
中
旬
に
召
集
し
た
が
、
そ
の
際

(27) 

に
は
都
市
代
表
を
召
集
す
る
令
状
は
発
行
さ
れ
て
は
い
な
い
。
都
市
の
代
表
を
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
ヘ
召
集
す
る
と
い
う
こ
と
を
シ
モ
ン
・

ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会
史
上
の
功
績
と
す
る
に
は
、
不
都
合
な
事
例
で
あ
る
。

伯
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
党
派
的
な
集
会
の
性
格
が
強
く
、
国
政
を
議
し
、
国
の
意
思
や
制
度
を
国
民
代
表
が
決
定
す
る
場
と

(28) 

の
起
源
と
は
い
え
な
い
。

し
て
の
「
議
会
」



を
召
集
し
た
こ
と
の
国
制
史
上
の
意
義
は
何
か
。

爛
酉
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
五
巻
第
三
号

上
述
の
ご
と
く
、

レ
ス
タ
伯
の
政
府
は
当
時
の
政
治
的
理
由
に
よ
っ
て
―
二
六
四
年
と
六
五
年
に
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を
召
集
し
た
。
す
な

わ
ち
―
二
六
四
年
六
月
の
場
合
に
は
、

リ
ュ
イ
ス
か
ら
逃
亡
し
た
反
レ
ス
タ
伯
派
の
諸
侯
の
反
抗
や
、
海
外
か
ら
の
侵
入
に
備
え
て
治
安

官
を
設
置
し
、
新
政
府
の
統
治
方
針
を
周
知
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
し
て
―
二
六
五
年
一
月
の
場
合
に
は
、
ウ
ェ
イ
ル
ズ
辺
境
諸
侯
の
反
乱

や
海
外
か
ら
の
軍
事
的
侵
入
に
対
処
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
軍
事
力
、
つ
い
で
金
銭
的
支
援
を
必
要
と
す
る
と
い
う
政
治
的
事
情
が
あ
っ

(29) 
た
。
そ
の
よ
う
な
政
治
的
理
由
は
と
も
か
く
、
こ
の
時
期
に
レ
ス
タ
伯
の
政
府
が
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
ヘ
、
諸
侯
の
他
に
州
代
表
や
都
市
代
表

開
封
勅
書
録
や
封
絨
勅
書
録
な
ど
を
見
る
と
―
二
六
四
年
―
一
月
か
ら
一
―
一
六
五
年
三
月
に
か
け
て
、
レ
ス
タ
伯
の
政
府
は
、
州
や
都

市
に
対
し
て
海
外
か
ら
の
軍
事
的
侵
入
に
対
し
て
警
戒
す
る
よ
う
繰
り
返
し
命
令
を
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
―
二
六
四
年
―
一
月
一
七
日

に
は
サ
リ
と
サ
ッ
セ
ク
ス
の
シ
ェ
リ
フ
に
対
し
て
、
ペ
ヴ
ェ
ン
ジ
ー
城
の
守
備
を
小
シ
モ
ン
（
レ
ス
タ
伯
の
息
子
）
に
命
じ
た
が
、
彼
に

金
を
宛
が
う
な
ど
の
援
助
を
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
同
日
五
港
都
市
の
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ル
シ
ー
と
ラ
イ
に
宛
て
て
、
許
可
無
く
渡
航
し
て
は

な
ら
ず
、
ま
た
来
航
し
た
り
す
る
者
を
受
け
入
れ
て
は
い
け
な
い
、
さ
ら
に
分
別
あ
る
市
民
四
人
を
ロ
ン
ド
ン
ヘ
送
る
よ
う
に
と
命
じ
た
。

(30) 

―
―
一
六
五
年
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
開
催
以
後
に
も
例
は
あ
る
。
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
や
州
へ
個
別
に
命
じ
て
い
る
。
国
王
か
ら
軍
役

(31) 

で
土
地
保
有
す
る
者
た
ち
へ
の
封
建
軍
召
集
も
命
じ
て
い
る
。

金
銭
的
援
助
の
た
め
の
課
税
に
つ
い
て
は
、
―
二
六
四
年
、
六
五
年
と
も
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
そ
れ
を
求
め
た
と
い
う
記
事
は
見
ら
れ
な

い
。
因
み
に
マ
デ
イ
コ
ッ
ト
は
、
レ
ス
タ
伯
が
こ
の
時
期
に
私
的
利
益
を
優
先
さ
せ
、
国
王
か
ら
の
援
助
や
官
職
か
ら
の
収
入
を
私
し
た

と
見
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
レ
ス
タ
伯
夫
人
の
イ
リ
ナ
は
先
の
夫
で
あ
る
ペ
ム
ブ
ル
ッ
ク
伯
の
寡
婦
産
分
と
し
て
、
年
に
四

0
0
ポ
ン

国
制
史
上
の
意
義
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シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
、

ド
の
収
入
を
得
る
権
利
を
ヘ
ン
リ
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
支
払
い
は
不
確
実
で
あ
っ
た
の
で
、
新
た
に
調
査
委
員
会
を
設
け
て

確
実
に
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
息
子
ヘ
ン
リ
を
エ
ス
チ
ー
タ
に
任
命
し
て
、
国
王
派
の
人
物
か
ら
の
接
収
地
を
ま
ず
確
保
し
そ
の
余
禄
に

あ
ず
か
ろ
う
と
し
た
、
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
収
入
権
の
調
査
を
し
て
も
そ
の
収
入
が
す
ぐ
に
入
っ
て
く
る
と
は
い
え
ず
、
役
職
か

し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ら
の
利
権
も
す
ぐ
に
金
銭
化
出
来
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
レ
ス
タ
伯
の
私
心
を
推
し
量
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
と
併
せ
て
考
え
て
も
、

函）

マ
デ
イ
コ
ッ
ト
の
予
想
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。
但
し
レ
ス
タ
伯
の
軍
に
傭
兵
が
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
の
で
、
伯
が
金
銭
を
必
要
と

い
ず
れ
に
し
て
も
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
レ
ス
タ
伯
が
課
税
提
案
を
し
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
ヘ
の
召
集
状
に
書
か
れ
た
「
エ
ド
ワ
ー
ド
の
釈
放
と
王
国
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
協
議
」
と
い
う
召
集
目
的
は
、
文

字
通
り
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
否
か
を
次
に
考
え
て
み
る
。
こ
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
議
事
録
に
あ
た
る
も
の
は
残
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
、

他
の
記
録
か
ら
推
測
す
る
と
い
う
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
召
集
状
に
記
さ
れ
た
開
会
日
は
一
月
二

0
日
で
あ
る
が
、
実
際
に
そ
の

日
に
開
会
し
た
の
か
否
か
は
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
。
―
一
月
一
五
日
に
ヨ
ー
ク
シ
ア
の
シ
ェ
リ
フ
に
対
し
て
当
該
州
の
代
表
が
パ
ー
ラ
メ

ン
と
サ
ン
ダ
ー
ズ
は
、

ン
ト
に
出
席
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用
を
、
州
共
同
体
で
負
担
し
な
さ
い
と
い
う
令
状
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ト
レ
ハ
ー

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
こ
の
日
ま
で
に
は
終
了
し
て
い
た
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
―
一
月
一
一
三
日
に
パ
ー
ラ

メ
ン
ト
に
代
表
を
送
っ
て
こ
な
か
っ
た
シ
ュ
ロ
ッ
プ
シ
ア
と
ス
タ
フ
ォ
ド
シ
ア
の
シ
ェ
リ
フ
に
対
し
て
、
三
月
八
日
ま
で
に
代
表
を
そ
の

と
き
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
が
開
か
れ
て
い
る
土
地
へ
と
送
る
よ
う
に
と
の
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
三
月
一

0
日
頃
に
は
エ
ド
ワ
ー
ド
の

釈
放
を
命
ず
る
内
容
の
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
マ
デ
イ
コ
ッ
ト
は
ト
レ
ハ
ー
ン
等
の
説
を
批
判
し
て
、

ン
ト
は
少
な
く
と
も
三
月
一

0
日
ま
で
は
続
い
て
い
た
も
の
と
見
て
い
る
。

有
名
な
解
説
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、

で
に
帰
郷
を
許
さ
れ
た
が
、

ー
ニ
六
四
、
六
五
年
（
朝
治
）

九

ー
ラ
メ

゜ヽ‘J
 

一
三

0
五
年
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
関
す
る
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の

(36) 

日
付
に
関
す
る
こ
の
間
の
事
情
は
次
の
よ
う
に
理
解
出
来
る
。
す
な
わ
ち
州
代
表
は
二
月
一
五
日
ま

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
そ
の
後
も
諸
侯
た
ち
だ
け
で
続
け
ら
れ
、
三
月
一

0
頃
に
召
集
の
主
要
課
題
に
決
着
を
付
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け
、
そ
の
後
解
散
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
推
測
は
次
の
事
実
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
六
月
八
日
に
レ
ス
タ
伯
政
府
は
国

王
の
名
で
ラ
ン
カ
シ
ア
の
全
住
民
に
対
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
で
の
エ
ド
ワ
ー
ド
の
釈
放
に
関
す
る
決
定
o
r
d
i
n
a
n
c
e
に
つ
い
て
、
諸
侯
た
ち

は
宣
誓
し
た
が
、
「
王
国
の
共
同
休
」
は
（
ま
だ
し
て
い
な
い
の
で
）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
ご
と
に
宣
誓
し
、
王
国
の
平
和
を
守
る
よ
う
武
具

(37) 

を
取
れ
、
と
命
じ
る
決
定
を
下
し
た
。
つ
ま
り
最
初
の
ロ
ン
ド
ン
で
の
宣
誓
の
際
に
は
、
「
王
国
の
共
同
体
」
は
決
定
の
場
に
は
い
な
か

(38) 

っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
の
「
王
国
の
共
同
体
」
は
文
脈
上
「
州
の
騎
士
」
と
も
読
め
る
の
で
、
上
記
の
解
釈
が
成
り
立
ち
得
る
。
す

な
わ
ち
「
州
の
騎
士
」
は
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
場
で
は
、
諸
侯
と
対
等
の
立
場
に
い
る
訳
で
は
な
か
っ
た
。

二
月
一
五
日
ま
で
に
は
帰
郷
し
て
い
た
の
で
、
州
代
表
の
騎
士
た
ち
は
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
の
「
決
定
」
に
は
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
何
の
日
的
で
召
集
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
会
期
中
彼
ら
は
諸
侯
と
協
議
し
た
り
、
自
分
た
ち
の
要
求
を
レ
ス
タ
伯
の

政
府
に
提
出
し
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
直
接
答
え
る
史
料
は
存
在
し
て
い
な
い
。
軍
事
的
土
地
保
有
者
で
あ
る
騎
士
が
州
代
表
と
し

て
出
席
す
る
と
分
か
れ
ば
、
直
臣
で
あ
る
諸
侯
が
彼
ら
に
期
待
す
る
も
の
は
軍
事
的
援
助
で
あ
ろ
う
。
既
に
見
た
よ
う
に
パ
ー
ラ
メ
ン
ト

召
集
前
に
も
南
英
の
い
く
つ
か
の
州
や
、
五
港
都
市
に
は
軍
事
的
協
力
を
命
ず
る
令
状
が
出
さ
れ
て
い
る
。
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
政
府
を
支

持
す
る
一
定
数
の
州
代
表
の
騎
士
た
ち
が
集
ま
っ
た
機
会
に
、
彼
ら
か
ら
集
団
的
協
力
の
合
意
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
レ
ス

夕
伯
の
政
府
と
し
て
は
上
出
来
で
あ
っ
た
ろ
う
。
先
に
見
た
ヨ
ー
ク
シ
ア
の
シ
ェ
リ
フ
宛
て
に
出
席
し
た
州
代
表
の
旅
費
を
共
同
体
で
負

担
す
る
よ
う
命
じ
た
勅
状
で
は
、
「
エ
ド
ワ
ー
ド
の
釈
放
と
そ
の
他
の
余
の
王
国
の
緊
急
を
要
す
る
必
要
事
項
に
つ
い
て
余
の
カ
ウ
ン
シ

(39) 

ル
と
協
議
し
」
と
あ
り
、
彼
ら
が
軍
事
的
協
力
の
議
論
に
参
加
し
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
何
か
を
要
求
し
た
の
か
否
か
は

不
明
で
あ
る
。
軍
事
的
協
力
を
命
じ
ら
れ
て
、
諸
侯
と
協
議
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
帰
郷
し
た
の
は
こ
の
間
題
で
は

決
着
が
付
い
た
か
ら
な
の
か
、
あ
る
い
は
エ
ド
ワ
ー
ド
の
釈
放
に
つ
い
て
は
彼
ら
は
関
知
し
な
く
て
も
よ
い
、
と
諸
侯
も
州
代
表
も
認
識

レ
ス
タ
伯
を
支
持
す
る
州
の
代
表
た
ち
は
集

し
て
い
た
か
ら
な
の
か
、
推
測
す
る
の
み
で
あ
る
。
政
府
か
ら
の
命
令
や
要
請
に
対
し
て
、

1
0
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ド
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パ
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ラ
メ
ン
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、
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―
六
四
、
六
五
年
（
朝
治
）

―
二
六
五
年
三
月
中
旬
の
事
態
で
は
な
い
。

団
で
協
議
に
参
加
し
た
、
と
い
う
の
が
史
料
が
語
る
内
容
で
あ
る
。

軍
事
的
協
力
は
主
と
し
て
州
代
表
の
騎
士
が
担
い
得
る
任
務
で
あ
る
が
、
も
う
一
方
の
都
市
代
表
に
は
何
が
期
待
さ
れ
た
の
か
。
三
月

―
四
日
付
の
エ
ド
ワ
ー
ド
の
釈
放
を
規
定
し
た
国
王
の
「
命
令
」
か
ら
は
、
都
市
代
表
が
こ
の
決
定
の
場
に
い
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。
国
王
は
諸
侯
に
対
し
て
、
釈
放
条
件
と
―
二
六
四
年
六
月
の
「
統
治
の
形
式
」
と
の
遵
守
を
約
束
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
の
中

に
ロ
ン
ド
ン
市
民
と
五
港
都
市
民
が
登
場
す
る
箇
所
が
あ
る
。
「
リ
ュ
イ
ス
の
戦
い
の
際
に
、
国
王
と
戦
っ
た
レ
ス
タ
伯
や
グ
ロ
ス
タ
伯
、

そ
の
支
持
者
や
諸
侯
た
ち
、

ロ
ン
ド
ン
市
民
や
五
港
都
市
民
を
敵
と
し
て
追
究
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
し
、
こ
の
命
令
に
背
く
も
の
は
「
廃

(40) 

嫡
処
分
に
す
る
」
と
宣
言
し
た
。
―
二
六
四
年
五
月
の
リ
ュ
イ
ス
の
戦
い
に
は
ロ
ン
ド
ン
市
民
は
軍
事
力
も
っ
て
参
加
し
た
か
ら
、
こ
の

記
述
は
そ
の
と
き
の
こ
と
を
対
象
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

レ
ス
タ
伯
政
府
が
一
二
月
中
旬
の
時
点
で
最
も
必
要
と
し
て
い
た
も
の
が
軍
事
力
と
金
銭
で
あ
っ
た
こ
と
は
マ
デ
イ
コ
ッ
ト
も
認
め
て
い

る
が
、
そ
の
う
ち
金
銭
の
出
所
を
彼
が
国
王
か
ら
の
恩
顧
や
官
職
か
ら
の
余
禄
に
求
め
る
点
は
既
に
言
及
し
た
。
こ
の
時
期
に
レ
ス
タ
伯

は
か
な
り
の
軍
勢
を
つ
れ
て
西
英
各
地
を
転
戦
し
、
三
月
後
半
に
、
妻
で
あ
る
王
の
妹
イ
リ
ナ
の
住
む
オ
デ
ィ
ア
ム
城
に
滞
在
し
た
時
に

は‘

1
0
0
な
い
し
一
五

0
人
の
騎
士
と
一
六

0
頭
の
馬
を
つ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
金
銭
契
約
の
騎
士
も
い
た
と
年
代
記
に
記
さ
れ

て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
賄
う
金
銭
が
必
要
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
そ
の
金
を
ど
う
す
れ
ば
確
保
出
来
る
の
か
。
恩
顧
や
余
禄
だ
け

で
十
分
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
間
い
に
直
接
答
え
る
史
料
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

で
は
レ
ス
タ
伯
は
一
―
―
六
五
年
一
月
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
召
集
の
際
に
も
、
ロ
ン
ド
ン
市
民
と
五
港
都
市
民
に
金
銭
的
協
力
を
求
め
た
の
か
。

角
度
を
変
え
て
、
金
銭
徴
収
の
方
法
か
ら
考
え
て
み
る
。
レ
ス
タ
伯
に
可
能
な
収
入
確
保
の
道
は
何
が
あ
っ
た
の
か
。
国
王
の
場
合
に
は

王
領
地
（
都
市
と
農
村
）
に
タ
リ
ッ
ジ

tallage
を
課
す
、
封
建
的
援
助
金

aid
を
要
請
す
る
、
封
臣
か
ら
軍
役
代
納
金

s
c
u
t
a
g
e
を
取

り
立
て
る
、
長
男
の
騎
士
叙
任
な
ど
の
際
に
特
別
税
s
u
b
s
i
d
y
を
課
す
な
ど
の
方
法
が
あ
る
。
国
王
で
は
な
い
レ
ス
タ
伯
に
は
こ
れ
ら
の
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金
を
支
払
う
と
申
し
出
た
前
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

方
法
は
採
れ
な
い
。
但
し
援
助
金
a
i
d

に
つ
い
て
は
可
能
性
が
あ
る
。
か
つ
て
ロ
ン
ド
ン
市
が
国
王
に
対
し
て
タ
リ
ッ
ジ
を
や
め
て
援
助

―
二
五
四
年
ヘ
ン
リ
が
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
ヘ
遠
征
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
留
守
に
し

て
い
る
間
、
国
王
代
理
と
な
っ
た
王
妃
と
王
弟
は
国
王
か
ら
の
次
の
よ
う
な
依
頼
を
受
け
て
、
援
助
金
徴
収
を
王
国
の
全
住
民
に
対
し
て

ヘ
ン
リ
は
―
二
五
四
年
一
二
月
三
日
に
「
共
同
体
全
体
、
高
位
聖
戦
者
、
有
力
諸
侯
、
騎
士
、
下
級
聖
職
者
」
に
手
紙
を
書
き
、

共
同
体
の
協
力
無
し
に
は
戦
え
な
い
と
い
っ
た
。
こ
の
国
王
の
依
頼
を
取
り
扱
う
た
め
に
、
各
州
シ
ェ
リ
フ
宛
て
に
、
州
代
表
の
騎
士
ニ

(42) 

名
を
中
央
へ
送
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
マ
デ
イ
コ
ッ
ト
が
新
た
に
発
見
し
た
史
料
に
よ
れ
ば
、
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
州
の
シ
ェ
リ
フ

が
州
内
の
騎
士
は
州
代
表
に
な
る
の
を
み
な
嫌
が
り
、
代
表
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
、
仕
方
が
な
い
か
ら
二
名
の
名
を
書
い
て
送
る
が
、
彼

ら
も
拒
ん
で
い
る
と
い
う
記
事
が
読
み
取
れ
る
。
因
み
に
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ア
と
デ
ヴ
ォ
ン
シ
ア
で
も
す
べ
て
の
騎
士
が
拒
否
し
た
と

(43)

（

44) 

い
う
。
結
局
こ
の
と
き
に
は
国
王
代
理
は
封
建
大
会
議
に
お
い
て
援
助
金
を
拒
否
さ
れ
た
。

ラ
メ
ン
ト
ヘ
出
席
し
た
く
て
う
ず
う
ず
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
代
表
は
州
の
集
会
で
選
挙
さ
れ
権
限
委
任
を
受
け
た
の
で
も
な
く
、

(45) 

シ
ェ
リ
フ
が
む
り
や
り
指
名
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
都
市
の
場
合
に
は
事
情
が
違
っ
て
い
た
。
翌
―
―
一
五
五
年
ヘ
ン
リ
は
王
領
都
市
に
タ
リ
ッ
ジ
を
課
し
た
。
そ
の
徴
収
は
国
王

の
徴
収
役
人
が
王
領
地
を
巡
回
し
て
概
算
で
課
税
評
価
を
行
い
、
丸
め
た
数
字

l
u
m
p
s
u
m
 (
概
算
額
）
を
代
表
者
か
ら
取
り
立
て
る
と

い
う
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。
王
領
地
ご
と
に
評
価
方
法
や
額
が
異
な
る
と
い
う
意
味
で
は
個
別
的
で
あ
り
、
集
団
に
よ
る
合
意
に
基
づ
く

も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
は
恣
意
的
な
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
ロ
ン
ド
ン
市
は
タ
リ
ッ
ジ
を
拒
否
し
、
代
わ
り
に

諸
侯
た
ち
が
国
王
と
の
協
議
で
決
定
す
る
方
式
で
賦
課
さ
れ
る
援
助
金
a
i
d

を
納
め
る
と
申
し
出
た
。
し
か
し
ヘ
ン
リ
は
そ
の
申
し
出
を

拒
ん
だ
。
ロ
ン
ド
ン
市
は
恣
意
的
な
賦
課
よ
り
も
、
協
議
と
合
意
に
よ
る
課
税
を
望
ん
で
い
た
と
い
え
る
。
実
は
国
王
に
と
っ
て
も
収
入

確
保
と
い
う
点
で
は
、
タ
リ
ッ
ジ
よ
り
も
援
助
金
の
方
が
安
定
し
て
い
た
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
「
ヘ
ン
リ
三
世
治
世
末
ま
で
に
は
動
産
課
税

行
っ
た
。

―
二
五
四
年
当
時
は
州
代
表
の
騎
士
は
パ
ー
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へ
の
有
力
諸
侯
に
よ
る
承
認
が
発
展
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
同
時
に
こ
の
方
式
は
都
市
に
は
当
て
は
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
も
述

べ
る
。
例
え
ば
一
―
一
六
九
年
の
十
字
軍
課
税
の
時
点
で
は
、
国
王
は
収
入
源
の
直
接
確
保
、
つ
ま
り
タ
リ
ッ
ジ
賦
課
権
の
堅
持
策
を
優
先

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
―
二
七
五
年
四
月
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
第
一
議
会
で
は
諸
侯
と
共
に
、
都
市
代
表
も
州
代
表
も
パ
ー

(48) 

ラ
メ
ン
ト
ヘ
召
集
さ
れ
、
そ
の
場
で
国
王
に
対
し
て

n
o
v
a
c
u
s
t
u
m
a
が
承
認
さ
れ
た
。
レ
ス
タ
伯
が
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を
召
集
し
た
一
―
―

六
五
年
一
月
時
点
で
は
、
都
市
へ
の
動
産
課
税
を
、
召
集
さ
れ
た
諸
侯
に
同
意
を
求
め
る
と
い
う
行
為
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

諸
侯
の
一
致
し
た
協
力
が
あ
れ
ば
、
彼
ら
の
同
意
を
根
拠
に
国
王
の
名
前
で
、
支
持
者
で
あ
る
州
や
都
市
の
代
表
た
ち
に
、
課
税
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
当
時
レ
ス
タ
伯
は
孤
立
し
て
い
た
の
で
、
経
済
援
助
を
提
案
す
る
資
格
さ
え
な
か
っ
た
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
都
市
へ
の
課
税
の
承
認
を
、
都
市
自
身
に
で
は
な
く
諸
侯
の
集
会
に
求
め
る
と
い
う
の
は
、
封
建
社
会
な
ら
で
は

の
事
情
で
あ
ろ
う
が
、

―
二
六
五
年
一
月
に
レ
ス
タ
伯
の
政
府
が
初
め
て
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
ヘ
限
ら
れ
た
数
と
は
い
え
都
市
の
代
表
を
召
集

(49) 

し
た
と
き
、
こ
の
状
況
が
変
化
し
て
、
政
府
が
都
市
自
身
か
ら
集
団
的
同
意
を
取
り
付
け
る
状
況
が
現
れ
た
と
い
え
よ
う
。

経
済
の
重
心
が
農
業
収
入
に
あ
る
社
会
か
ら
、
羊
毛
産
業
や
商
業
・
金
融
の
役
割
が
大
き
い
社
会
へ
の
移
行
に
伴
い
、
個
別
賦
課
方
式

よ
り
も
集
団
的
合
意
に
基
づ
く
課
税
方
式
の
方
が
、
担
税
者
に
と
っ
て
も
徴
収
者
に
と
っ
て
も
都
合
が
良
く
な
り
つ
つ
あ
っ
だ
。
都
市
に

と
っ
て
は
国
王
や
政
府
か
ら
の
金
銭
的
賦
課
は
好
ま
し
く
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
恣
意
的
で
あ
る
よ
り
は
、
合
意
に
基
づ
く
方

式
の
方
を
選
ん
だ
で
あ
ろ
う
、
そ
の
際
、
都
市
が
個
別
に
国
王
と
交
渉
す
る
よ
り
は
多
く
の
都
市
と
共
同
で
、
さ
ら
に
は
諸
侯
や
州
代
表

と
も
共
同
し
て
交
渉
す
る
方
が
、
少
な
く
と
も
不
公
平
感
は
少
な
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
州
や
都
市
の
代
表
を
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
ヘ
召
集
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
ス
タ
伯
の
立
場
が
強
め
ら
れ
た
か
と
い
え
ば
、
上
述
し
た
よ
う
に
軍
事
的
あ
る
い
は
金
銭
的
な
協
力
要
請
は
伯
か

ら
な
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
協
力
が
得
ら
れ
た
と
い
う
証
拠
は
見
つ
か
っ
て
は
な
い
。

―
―
―
五

0
年
代
に
は
政
府
の
主
導
権
は
有
力
諸
侯
に
掌
握
さ
れ
て
お
り
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
第
一
義
的
に
は
封
建
大
会
議
で
あ
っ
た
。



お
わ
り
に

閥
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
五
巻
第
三
号

―
二
六
五
年
一
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
集
ま
っ
た
の
は
レ
ス
タ
伯
を
支
持
す
る
諸
侯
と
州
や
都
市
の
代
表
で
あ
っ
た
か
ら
、
王
国
住
民
全

体
を
集
団
と
し
て
代
表
す
る
人
々
の
集
会
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
レ
ス
タ
伯
が
政
治
の
主
導
権
を
取
り
得
た
の
は
、
国
王
や
王
子
を
事

実
上
の
人
質
に
し
て
い
た
と
い
う
政
治
的
理
由
に
も
よ
る
が
、
む
し
ろ
―
二
六
四
年
六
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
「
統
治
の
形
式
」

が
可
決
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
三
人
の
有
力
諸
侯
か
ら
な
る
国
王
助
言
人
と
、
九
人
の
諸
侯
か
ら
な
る
国
王
評
議
会
と
が
国
王
を
補
佐

す
る
と
い
う
政
治
形
態
が
話
し
合
い
で
成
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
一
―
一
六
五
年
一
月
に
は
一
二
人
の
助
言
人
団
の
う
ち
グ
ロ
ス

夕
伯
が
離
れ
た
た
め
レ
ス
タ
伯
は
孤
立
し
、
彼
の
政
府
は
王
国
の
全
住
民
を
代
表
す
る
と
は
い
え
な
く
な
っ
た
。
こ
の
と
き
召
集
さ
れ
た

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
そ
の
意
味
で
、
党
派
的
な
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
召
集
状
を
送
ら
れ
た
州
や
都
市
の
名
も
、
ま
た
実
際
に
出
席
し

た
州
や
都
市
の
名
も
、
二
＼
三
を
除
い
て
正
確
に
は
分
か
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
状
況
の
中
で
レ
ス
タ
伯
と
彼
を
支
持
す
る
諸
侯
た
ち
は

国
事
決
定
の
主
導
権
を
握
っ
た
ま
ま
、
エ
ド
ワ
ー
ド
の
釈
放
や
、
国
内
外
の
敵
に
対
す
る
王
国
平
和
を
維
持
す
る
軍
事
的
協
力
に
つ
い
て
、

集
ま
っ
た
州
や
都
市
の
代
表
者
団
と
協
議
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
一
―
一
六
五
年
一
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
国
制
史
上
の
意
義
と
見
な

せ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
形
式
は
と
も
か
く
実
質
的
に
は
党
派
的
会
議
で
あ
る
ゆ
え
、
の
ち
に
コ
モ
ン
ズ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
団

(51) 

体
あ
る
い
は
身
分
が
、
こ
の
召
集
で
も
っ
て
一
気
に
結
成
さ
れ
た
と
見
な
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
王
国
住
民
全
体
を
包
み
込
む
と
い

う
意
味
で
の
王
国
共
同
体
と
い
う
実
体
が
、
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。

―
―
一
五

0
年
以
後
ヘ
ン
リ
三
世
の
治
恨
末
年
ま
で
、
「
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
」
は
国
王
と
諸
侯
と
が
、
互
い
に
利
益
を
調
整
す
る
た
め
に
、

(52) 

あ
る
い
は
共
同
し
て
あ
た
る
べ
き
仕
事
の
負
担
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
に
、
話
し
合
い
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
慣
行
」

は
次
の
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
時
代
に
も
引
き
継
が
れ
、
国
王
は
諸
侯
と
の
利
害
調
整
に
気
を
配
り
つ
つ
、
共
通
行
動
の
進
行
役
と
し
て
権
力

―四



シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
、

建
的
会
議
に
形
を
変
え
、

―
二
六
四
、
六
五
年
（
朝
治
）

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
に
ク
リ
ア
・
レ
ギ
ス
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
共
同
体
的
集
会
が
、

一
五

注
(
l
)

城
戸
毅
『
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の
世
紀
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
0
年
、
-
|
-
―
一
頁
。

(
2
)

城
戸
毅
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
代
議
制
と
議
会
制
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
第
一
―
巻
、

I
I
I
9
]
 2
3
7
-
4
2
,
 p.44 7. 

(
3
)
 
D. C
a
r
p
e
n
t
e
r
,
'
T
h
e
 B
e
g
i
n
n
i
n
g
s
 of P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
'
,
 in 
T
h
e
 H
o
u
s
e
 o
f
 C
o
m
m
o
n
s
:
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0
0
 y
e
a
r
s
 o
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 British 
Tradition, ed., 
b
y
 J. 
S. 
M
o
o
r
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苔
d

R. S
m
i
t
h
,
 L
o
n
d
o
n
,
 1
9
9
6
.
 
r
e
p
r
i
n
t
e
d
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a
r
p
e
n
t
e
r
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T
h
e
R
eば
n
i
o
f
I
k
e
h
N
y
]
I
[
H
a
m
b
l
e
d
o
n
,
 1
9
9
6
.
 
pp.405, 3
9
3
.
 

(
4
)

我
が
国
で
は
城
戸
毅
氏
が
次
の
よ
う
に
そ
の
意
義
を
要
約
し
て
お
ら
れ
る
。
「
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
継
続
的
な
歴
史
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
」
、
パ
ー
ラ
メ

ン
ト
が
「
政
府
が
司
法
、
行
政
上
の
事
務
を
処
理
す
る
機
会
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
諸
侯
が
参
集
し
て
広
く
国
政
一
般
を
討
議
す
る
機
関
と
し
て
現
れ

る
の
は
こ
の
と
き
が
最
初
で
あ
る
」
、
「
中
世
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
一
要
素
た
る
貴
族
寡
頭
政
の
政
治
理
念
が
こ
こ
に
明
確
な
表
現
を
見
て
い
る
。
」
（
城
戸

前
掲
論
文
、
三
0
頁
。
）
こ
の
引
用
文
の
中
で
、
「
諸
侯
が
国
政
一
般
を
討
議
す
る
」
と
こ
ろ
が
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
い
う
箇
所
に
注
目
し
て
お
こ
う
。

城
戸
氏
が
諸
侯
、
あ
る
い
は
貴
族
寡
頭
政
に
注
目
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
、
筆
者
は
大
い
に
刺
激
を
受
け
、
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
乱
に
お

一
九
七
0
年
、
二
六
頁
、
注
九
、

C
l
o
s
e
Rolls, 
R
塁
苔

そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
、
立
法
権
や
弾
劾
権
を
持
つ
庶
民
代
表
を
加
え
た
近
代
議
会
に
変
身
す
る
と
い
う
系
譜

論
的
解
釈
は
、
時
代
画
期
性
を
無
視
す
る
危
険
性
を
持
つ
。
城
戸
氏
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
外
見
上
同
一
の
制
度
が
存
続
し
な
が

(54) 

ら
も
、
そ
の
持
つ
意
味
・
機
能
・
性
格
は
変
化
す
る
社
会
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
変
化
す
る
」
の
で
あ
り
、

事
件
に
伴
っ
て
生
じ
た
こ
と
を
歴
史
上
の
事
実
が
示
し
て
い
る
。

そ
の
変
化
は
画
期
と
な
る

を
集
中
し
始
め
た
。
そ
の
際
に
も
州
や
都
市
の
代
表
は
ニ
―
九
四
年
頃
ま
で
は
、
国
王
や
諸
侯
と
協
議
し
た
り
交
渉
し
た
り
す
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
立
法
や
国
政
事
項
の
決
定
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
代
表
と
な
る
こ
と
を
渋
っ
た
が
、
課
税
を
承
認
さ
せ
ら

(53) 

れ
た
り
、
国
王
援
助
を
申
し
渡
さ
れ
る
た
め
に
召
集
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
通
常
は
彼
ら
は
そ
の
呼
び
出
し
を
厭
わ
し
く
思
っ
て
い
た
。

ノ
ル
マ
ン
征
服
後
に
国
王
と
直
臣
と
の
封



(11) 

(10) 

蘭
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
五
巻
第
三
号

け
る
改
革
派
諸
侯
の
国
制
史
上
の
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
に
主
た
る
研
究
関
心
を
お
い
て
、
多
く
の
論
文
を
書
い
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
拙
著
に
対
し
て

最
近
公
に
さ
れ
た
書
評
の
中
で
城
戸
氏
は
、
拙
著
に
お
け
る
「
王
国
共
同
体
」
解
釈
（
改
革
派
諸
侯
の
共
同
体
）
を
批
判
さ
れ
、
「
こ
の
合
言
葉
に
諸
侯

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
た
三
身
分
あ
る
い
は
集
合
と
し
て
の
国
民
を
読
み
取
る
ス
タ
ッ
ブ
ズ
の
古
典
的
見
解
を
な
お
捨
て
き
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
『
史
学
雑
誌
』
一
―
―
―
-
l
-
―‘―

1
0
0
四
年
、
一
―
四
頁
。

(
5
)
 
T
r
e
h
a
r
n
e
,
 R
F
.
,
 a
n
d
 S
a
n
d
e
r
s
,
 I.J,, 
ed., 
D
o
c
u
m
e
n
t
s
 o
f
 the B
a
r
o
n
i
a
l
 M
o
v
e
m
e
n
t
 o
f
 R
e
f
o
r
m
 a
n
d
 Rebellion, 
1
2
5
8
'
]
 26
7
,
 O
x
f
o
r
d
,
 1973. 

p
p
.
2
9
8
-
9
9
.
 
(
以
下
D
B
M
)

(
6
)

拙
著
、
四
四
四
ー
五
頁
。
城
戸
前
掲
論
文
、
三
七
‘
-
―
―
八
、
四
一
頁
。

(
7
)
 
C
a
r
p
e
n
t
e
r
,
'
T
h
e
 B
e
g
i
n
n
i
n
g
s
 of P
a
r
l
i
a
ment', 
p.405. 我
が
国
の
研
究
者
に
も
同
様
の
解
釈
が
あ
る
。
城
戸
氏
は
、
「
こ
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
は

各
州
が
四
名
の
騎
士
を
代
表
と
し
て
送
り
、
彼
ら
を
通
じ
て
匡
政
に
参
加
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
き
わ
め
て
よ
く
知
ら
れ
た
史
実
で
あ
り
、
こ

の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
と
後
に
述
べ
る
―
二
六
五
年
の
会
議
は
『
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会
』
と
し
て
有
名
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
『
マ
グ
ナ
・

カ
ル
タ
の
世
紀
』
一
五
一
頁
。

(
8
)

城
戸
説
も
同
意
見
で
あ
る
。
改
革
運
動
に
対
し
て
「
地
方
住
民
の
間
に
強
い
支
持
が
あ
る
こ
と
を
み
て
と
り
、
そ
う
し
た
地
方
住
民
の
間
で
指
導
的

役
割
を
果
た
し
て
い
る
騎
士
層
を
国
政
の
場
に
引
き
出
し
て
、
彼
ら
の
立
場
を
強
め
よ
う
と
し
た
措
置
で
あ
る
」
と
城
戸
氏
は
説
明
し
て
い
る
。
『
マ
グ

ナ
・
カ
ル
タ
の
世
紀
』
一
五
二
頁
。

(
9
)
 
F
o
e
d
e
r
a
,
 R
e
c
o
r
d
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 i, 
1816, p.442. 叩
ぃ
と
い
、
つ
地
域
の
代
表
者
が
、
代
理
権
を
も
獲
得
し
た
点
に
つ
い
て
、
城
戸
氏
は
こ
の
史
料
が
「
不

明
確
に
で
は
あ
る
が
、
代
理
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
」
と
見
な
し
て
い
る
。
州
の
代
表
と
し
て
の
「
騎
士
が
州
・
地
域
共
同
体
か
ら
権
限
委
任
を

受
け
て
い
る
」
と
い
う
認
識
、
召
集
状
に
「
彼
ら
が
諸
侯
と
対
等
に
政
治
問
題
の
討
議
に
参
加
す
る
か
の
ご
と
き
表
現
」
を
読
み
取
る
点
に
、
城
戸
説

の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
城
戸
前
掲
論
文
、
四

0
ー
四
一
頁
。
な
お
エ
ド
ワ
ー
ズ
の
次
の
論
文
を
も
参
照
。
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 E
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g
l
a
n
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C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
1908, rep., 
1968, p.73. 
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、
小
山
貞
夫
訳
、

ラ
ン
ド
憲
法
史
』
創
文
社
、
昭
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五
六
年
、
九
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頁
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C
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h
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r
e
h
i
s
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o
r
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l
i
a
m
e
n
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a
v
i
s
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n
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 D
e
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o
n
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T
h
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n
g
l
i
s
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a
r
l
i
a
m
e
n
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i
d
d
l
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g
e
s
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M
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n
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1970, p.136. 
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(17) 

シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
、

―
二
六
四
、

六
五
年

（
朝
治
）

一
七

1
9
8
1
 ̀

 
p.9 ̀

 
1
6ー

1
7
・四
E11ロ
ロ
は
六
月
一
―
二
日
で
あ
る
。

(12) 
L
a
t
h
a
m
,
 R.E., R
e
v
i
s
e
d
 M
e
d
i
e
v
a
l
 L
a
t
i
n
 W
O
J、d
List, 
British A
c
a
d
e
m
y
,
 1980. 

(13)

拙
稿
「
一
―
一
六
四
年
の
治
安
官
」
、
村
岡
、
鈴
木
、
川
北
編
『
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
害
房
、

す
べ
て
代
表
を
送
っ
た
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

(14) 
P
a
s
q
u
e
t
 D. `
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n
 Es
s
a
y
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 the Or~ 

応
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o
f
 T
h
e
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o
u
s
e
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f
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o
m
m
o
n
s
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m
b
r
i
d
g
e
,
 1925, p.49. 

(15) 
H
o
l
t
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op. 
cit., 
p
p
.
2
1
-
2
2
.
 

召
集
状
の
文
言
だ
け
を
見
る
と
、
騎
士
た
ち
が
「
国
政
に
参
加
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
」
と
読
め
な
く
は
な
い
。
し

か
し
日
程
か
ら
見
る
と
彼
ら
が
参
加
し
た
の
は
、
協
議
、
議
論
、
決
定
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
因
み
に
『
広
辞
苑
』
に

は
議
会
は
「
公
選
さ
れ
た
議
員
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
国
民
や
住
民
の
意
思
を
代
表
、
決
定
す
る
合
議
制
の
機
関
」
と
あ
り
、
ま
た
議
会
主
義

p
爵
l
i
a
m
e
n
t
a
r
i
s
m
と
は
「
国
内
の
最
高
政
策
を
議
会
に
お
い
て
決
定
し
て
ゆ
く
政
治
方
式
」
と
あ
る
。
一
九
世
紀
後
半
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
は
ま

さ
に
議
会
政
治
を
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
が
、
同
じ
基
準
は
一
―
―
六
四
年
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

P
a
s
q
u
e
t
,
 D. `
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e
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s
,
 p.48. 

C
l
o
s
e
 Rolls, 1264

—68, 

p
p
.
8
4
-
8
8
.
 五
洪
2都
市
~
へ
は
仙
宏
り
ム
団
状
と
は
別
に
封
鍼
勅
状
集
に
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
発
行
は
一
月
二

0
日
で
あ
り
、
こ
れ
は
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
が
開
か
れ
た
ま
さ
に
当
日
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
令
状
を
受
け
取
っ
た
サ
ン
ド
ウ
ィ
チ
市
の
バ
ロ
ン
は
、
市
民
集

会
を
開
き
代
理
権
を
取
り
付
け
て
か
ら
ロ
ン
ド
ン
ヘ
と
出
か
け
る
に
は
時
間
の
余
裕
が
な
い
。

Ibid.,
p.88; Holt, 0
 p. 
cit., 
p.16. 

(18) 
T
h
e
 S
e
v
e
n
t
h
 C
eミ
t
e
n
a
r
y
o
f
 S
i
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o
n
 d
e
 M
o
n
t
f
o
r
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'
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ミ、
[iミ
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eミ
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P
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6
5
-
1
9
6
5
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e
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'
s
 S
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1965. 

(19) 
P
a
s
q
u
e
t
,
 op. cit., 
p.55. 

(20)

マ
デ
イ
コ
ッ
ト
は
レ
ス
タ
伯
が
州
代
表
の
騎
士
た
ち
の
要
求
に
直
接
答
え
た
も
の
と
見
な
し
、
そ
の
証
拠
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
金
貸
し
の
領
主
に
対

す
る
債
権
の
棒
引
き
、
州
裁
判
集
会
へ
の
欠
席
に
た
い
す
る
差
し
押
さ
え
の
差
し
止
め
、

b
e
a
u
p
l
e
a
d
e
r
す
な
わ
ち
訴
訟
手
続
き
不
備
に
よ
る
敗
訴
の

救
済
の
例
を
挙
げ
て
い
る
0

J
R
.
 M
a
d
d
i
c
o
t
t
,
 S
i
m
o
n
 d
e
 M
o
n
t
f
o
r
t
,
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 1994, 
p
p
.
3
1
4
-
6
.
 し
か
し
こ
れ
ら
は
封
建
諸
侯
全
体
に
と
っ
て
の

不
満
あ
る
い
は
要
求
で
あ
り
、
騎
士
に
の
み
関
わ
る
こ
と
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
騎
士
の
階
級
と
し
て
の
要
求
を
ま
と
め
た
も
の
が
史
料
と
し
て
残
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

T
r
e
h
篇
n
e
,
'
W
h
y
t
h
e
 B
a
t
t
l
e
 
of L
e
w
e
s
 m
a
t
t
e
r
s
 in 
E
n
g
l
i
s
h
 History', 
in 
S
i
m
o
n
 d
e
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o
n
t
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o
r
t
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n
d
 E

m、ミ
n
i
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R
e
f
o
r
箋

H
a
m
b
l
e
d
o
n
,

1986, p.169; T
r
e
h
a
r
n
e
,
'
T
h
e
 N
a
t
u
r
e
 of P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 in t
h
e
 R
e
i
g
n
 of H
e
n
r
y
 III', 
in t
h
e
 s
a
m
e
,
 p
p
.
2
2
4
-
5
.
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八
七
年
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こ
の
と
き
召
集
さ
れ
た
州
が
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(32) 

(33) 
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(23) 
M
a
d
d
i
c
o
t
t
,
 op. 
cit., pp.308

—9. 
第
五
十
五
巻
第
一
二
号

一
九
七
七
年
、

城
戸
『
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の
世
紀
』
一
五
一
二
頁
。

城
戸
、
同
書
、
一
五
四
ー
五
五
頁
。
城
戸
氏
は
別
稿
に
お
い
て
こ
の
点
に
触
れ
て
い
る
。
「
―
つ
の
要
素
は
内
外
の
敵
に
対
す
る
示
威
と
国
民
へ
の
宣

伝
と
い
う
目
的
で
あ
る
」
城
戸
、
『
世
界
歴
史
』
論
文
、
四
0
頁
。
パ
ス
ケ
は
「
原
理
よ
り
も
事
件
の
方
が
ま
す
ま
す
シ
モ
ン
を
ジ
ェ
ン
ト
リ
や
都
市
民

の
支
持
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
へ
と
強
い
た
。
と
は
い
え
一
―
―
五
八
年
に
彼
の
党
派
が
作
り
上
げ
た
制
度
自
体
は
貴
族
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
が
」
と
し
て
、

ト
レ
ハ
ー
ン
説
と
は
別
の
考
え
を
示
し
て
い
る
。

P
a
s
q
u
e
t
,
op. 
cit., 
p.50. 

拙
著
、
三

0
頁。

拙
著
、
第
一

0
章
。
城
戸
説
は
こ
の
点
で
は
私
説
と
は
意
見
が
異
な
る
。
「
代
表
が
彼
ら
自
身
お
よ
び
州
共
同
体
を
代
表
す
る
全
権
を
帯
び
て
」
城
戸

前
掲
論
文
、
四
一
頁
。

こ
の
点
は
既
に
パ
ス
ケ
や
中
村
英
勝
氏
も
述
べ
て
い
る
。

P
a
s
q
u
e
t
,
op. cit• 

,
 p.

5
7
ふ
工
竹
『
イ
ギ
リ
ス
議
会
史
』
新
版
、
有
斐
閣
、

―
一
七
頁
。
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 S
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 d
e
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r
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 1
8
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444. 
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s
q
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 op. 
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p.56. 

こ
の
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は
マ
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も
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1
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事
力
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い
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p.306.

C
R
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 1
2
6
4
-
6
8
,
 p
p
.
8
0
 ̀
 88ー

89,
他
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は
あ
る
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M
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 S
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D
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.
3
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エ
ド
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ド
の
釈
放
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記
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日
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史
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よ
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な
る
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C
P
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1
2
5
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6
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d
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M
a
d
d
i
c
o
t
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山
貞
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ギ
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創
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九
六
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令
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l
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 C
h
ミき‘
Rolls,
ii, 
p
.
5
4
に
印
刷
さ
れ
て

闘
西
大
學

『
文
學
論
集
』

一
八



こ
心

0
D
B
M
,
 pp.308-315. 

（差）
11 

H
く
ば
母

111匹
堂
迂
や
C
~
K
ぷ
二
溢
生
茶
呈
で
「
王
回
＃
く
匡
廷
」
謬
踪
＇
芝
之
忍
S
審
＋
紅

Ill誓
ヤ
心

J心
旦

0::;,
ヤ

竺
’

幸
瑯

巨
臣

拿

魯
産゚

（要）
D
B
M
,
 pp.306-7. 

c
u
m
 consilio 

nostro super deliberatione 
E
d
w
a
r
d
i
 filii 

nostri 
carissimi 

et 
securitate 

inde facienda n
e
c
n
o
n
 et 

aliis 
arduis 

regni nostri 
negotiis

…
iidem milites 

m
o
r
a
m
 diuturniorem q

u
a
m
 credebant traxerint ibidem, 

proptere 
q
u
o
d
 n
o
n
 

modicas fecerunt expensas. 

（写）
D
B
M
,
 310-313. 

(~
) 

Maddicott, 
op. 

cit., 
p.311; 

Robert of Gloucester, 
Rolls 

Series, 
ii, 

p.752; 
M
a
n
n
e
r
s
 a
n
d
 H
o
u
s
e
h
o
l
d
 Expenses of E

n
g
l
a
n
d
 in 

the 

Thirteenth a
n
d
 Fifteenth Centuries, 

ed., 
b
y
 T. H. Turner, 1841, pp.xxvii, 

14. 

国
）

C
R
,
 1253-54, pp.115-6, 119; 

C
P
R
,
 1247-58, p.279-80; Maddicott,'The Earliest K

n
o
w
n
 Knights of the Shire: N

e
w
 Light o

n
 the 

Parliament of April 1254', Parliamentary History, 
18-2, 

1999, pp.109-30. 
¥'Y 
fい

l7
応

L
か

J
(; 糾

砂
11

H
涅

]
'
4
(
ば
母

S゚
＜一

lド
ス

,
 

.'¥,..LC
菩

製
匁

訳
心

⇒
,

 K
ぷ

"'"J'¥'K
喀

C
玉

⇒
心

知
筵

恥
叶

賛
定

や
埒

心
心

シ
0°Ibid.,

pp.126-8. 

（尊）
Ibid., 

p.119. 
reluctant knights

旦
ぐ
ニ
ヤ
竺

'S.Waugh,'Reluctant
Knights a

n
d
 Jurors', Speculum, L

 VIII, 
1983, pp.949, 956-9. 認

盆
＜

鱈
声

II
旦

07>¥-J
立

S.K.
Mitchell, 

Taxation in Medieval England, N
e
w
 Haven, 1951, pp.233-4. 

(~
) 

Ibid., pp.214-6; C
P
R
,
 1247-58, pp.280-1. 

（塩）
Maddicott,'Earliest K

n
o
w
n
 Knights', p.117. 

(~
) 

Mitchell, 
Taxation in Medieval England, pp.229, 231, 325; 

C
R
,
 1254-56, p.160. 

心）
Mitchell, op. 

cit., 
pp.233-4. 

塁）
H
a
n
d
b
o
o
k
 of British Chronology, 3rd ed., 

b
y
 E.B. F

r
y
d
e
 et al., 

1986, p.545. 

（等）
Mitchell, op. 

cit., 
pp.226-7. 

忘
）

Ibid .. 
pp.231-6. 

(
日
)

=
吋

's;-
K
 C
蛍
こ
し
溢
菜
ヤ
翠
製
⇒
父
翌
婆
~
'
~
芸
全
心

;,,K
ぷ
写
旦
凶
翠
舌
や
~
0
心
迎
翠
伶
心
こ
豆
゜
＜
一

If'\~,'\
...L-l@j逃

旦
{nrr

製
却

漉
菜

心
ぶ
口
K
ぷ
ニ
硲
'
¾
'
.
楽
如
翠
ぐ
ド
リ
匂
令

C
心
ぶ
吋
口
へ
゜
八
入

l
"
-
~
K
ぷ
ド
ャ

;.L'入
1'"'C

王
＃
く
匡
辻
全
区
~
K
ぷ
ニ
怪
や
埒
心
°

や
S
廿

器
旦

姿
心

，
入
出
入
・

;'..L
• 
出
入
¥
'
¥

-h
ー
全
S
゜
く
一

i)\'"'\,'\...L~
1

 I
 Hく
臣
~

~ く
図
母
（
吾
祀
）

1
 -K 



(54) 亡
し
た
。 闊

西
大
學
『
文
學
論
集
』

第
五
十
五
巻
第
三
号

べ
き
エ
ド
ワ
ー
ド
王
子
は
グ
ロ
ス
タ
伯
の
管
理
下
に
お
か
れ
て
い
た
が
、
彼
の
逃
亡
を
図
る
企
て
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、

ミ
ッ
チ
ェ
ル
も
有
力
諸
侯
の
同
意
が
こ
の
体
制
の
維
持
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を

(52)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
城
戸
説
の
特
徴
と
し
て
上
述
し
た
。

結
論
し
て
い
る
。

o
p
.
c
i
t
:
p.226. 
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E
d
w
a
r
d
s
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h
e
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l
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n
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t
e
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a
s
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n
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l
i
s
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r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
y
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e
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r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
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〇ミ
f
o
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d
E
s
s
a
y
s
 in 
M
e
d
ぎ
艮
H
i
s
t
o
r
y
P
r
e
s
e
ミ
e
d
[
O
H
.

E. 
Salter, 
O
x
f
o
r
d
 U.P., 
1
9
3
4
.
 
こ
れ
は

E.B.
F
r
y
d
e
 a
n
d
 E. 
Miller, 
H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
 S
t
u
d
i
e
s
 
o
f
 the E
n
g
l
i
s
h
 P
m
、[i
a
m
e
n
t
,
 
vol.l, 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 

1
9
7
0
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
後
者
か
ら
引
用
し
た
。

p
.
1
4
4
.

城
戸
前
掲
論
文
、
一
六
頁
。

（
本
稿
は
平
成
一
七
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
B
1
「
イ
ギ
リ
ス
中
・
近
世
史
資
料
の
総
合
的
研
究
」
（
代
表
直
江
慎
一
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
）

五
月
一
一
八
日
に
実
際
に
逃

ニ
O


